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新春座談会2019
「生き方」の指導者たれ！

謹
賀
新
年

金
剛
禅
教
育
に
よ
る
人
づ
く
り

自
分
を
信
じ
同
志
と
共
に
歩
む
道

幸
多
き
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に

皆
様
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す

　
　
　
　
　
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
代
表
　
大
澤
　
隆



新
春
座
談
会
２
０
１
９

　
　
「
生
き
方
」の
指
導
者
た
れ
！

2018年11月9日
担当／飯野貴嗣

い
よ
い
よ
新
し
い
年
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
昨
年
に
続
い
て
、
今
年
も
大
澤
隆
代
表
と
各
県
教
区
長
と
の
座
談
会
を
企
画
し
た
。
今
回
ご
参
画
い
た
だ
い
た
の
は
、
濵
﨑

哲
也
三
重
県
教
区
長
、
迎
田
展
孝
奈
良
県
教
区
長
、
古
屋
譲
山
口
県
教
区
長
、
小
林
登
徳
島
県
教
区
長
の
４
氏
。
金
剛
禅
運
動
指
導
者
と
し
て
の
熱
い
思
い
と
は
何
か
。

そ
し
て
活
動
の
中
心
と
な
る
志
と
原
理
・
原
則
と
は
何
か
を
共
に
考
え
た
。

特集忙
し
い
中
に
自
分
の

時
間
を
ど
う
つ
く
る
か

代
表　

本
日
は
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
ご
帰
山

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど

新春のごあいさつ

　新年明けましておめでとうございます。
　2011年の組織整備以降、多くの道院長の皆様
が真

しん
摯
し
に布教活動拠点の整備にご努力されている

ことに、改めて敬意と感謝を申し上げます。
　昨年も、地域社会のニーズと金剛禅およびその
行たる少林寺拳法の文化的価値を、他者とコラボ
レートした道院や、門信徒の増加により新たに拡
張した道院などの心強いニュースが届き、大変う
れしく思っております。
　一方、社会に目を向けると、小学生が微増でも
増えている地区もあれば、どんどん高齢化が進む
地区や、その影響で深刻な空家問題に象徴される
地域の無人化が進むなど、ここ10年で日本の社
会は激変しています。
　また、幼児虐待や、親子間のトラブルで起こる
殺人事件など、人間力を養う場がなくなっている
ことも明らかな状態です。そんな社会の中で、親
子拳士が多いのも道院の特徴です。親子で人間力
を養う場、そんな役割が道院にあるのかもしれま
せん。
　さらに、高齢社会の今、中高年の心身の健康と
仲間づくりが、若い人たちに自分の時間とともに
夢と希望を与えます。子どもから大人まで、自分
と向き合ってくれる人を求めている社会です。
　人に寄り添い助け合える人間関係づくりと、行
を通して人としての自信を身につけられる道院活
動がますます充実することを、心から応援してお
ります。

宗
そう

　由
ゆう

貴
き

 少林寺拳法第二世師家

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
同　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

代
表　

２
０
１
８
年
秋
の
教
区
長
会
議
は
、

全
国
九
つ
の
地
域
で
開
催
し
ま
し
た
。
一

回
当
た
り
８
～
15
人
程
度
で
あ
っ
た
た
め
、

文
字
ど
お
り
膝
を
突
き
合
わ
せ
た
有
意
義

な
意
見
交
換
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
を
は

じ
め
、
全
国
の
出
席
者
へ
、
こ
の
場
を
借

り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

教
区
長
会
議
で
改
め
て
感
じ
た
こ
と

は
、
道
院
長
は
少
林
寺
拳
法
を
こ
よ
な
く

愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

拳
士
一
人
ひ
と
り
に
心
を
配
り
、
大
切
に

育
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

一
方
で
、
社
会
の
変
化
は
目
ま
ぐ
る
し
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次
の
世
代
に「
生
き
方
」を

ど
う
伝
え
て
い
く
か

濵
﨑　

迎
田
教
区
長
が
そ
こ
ま
で
情
熱
的

に
な
れ
た
の
は
、
ど
ん
な
経
緯
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？

迎
田　

以
前
、『
あ
・
う
ん
』の「
道
」と
い

う
コ
ラ
ム（
＊
1
）に
も
書
か
せ
て
い
た
だ

い
た
ん
で
す
が
、
私
の
母
は
、
私
を
身

籠
っ
た
と
き
体
調
を
悪
く
し
、
母
体
の
安

全
を
考
え
て
、
医
師
か
ら
出
産
を
諦
め
る

よ
う
に
宣
告
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、

母
は
自
分
の
命
に
換
え
て
で
も
私
を
産
む

の
だ
と
い
っ
て
産
ん
で
く
れ
た
。
だ
か
ら

今
、
私
は
こ
こ
に
存
在
で
き
て
い
る
ん
で

す
。
も
し
母
が
出
産
を
諦
め
て
い
た
ら
、

私
は
い
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
子
ど

も
の
こ
ろ
は
、
親
戚
の
人
た
ち
か
ら「
命
を

頂
い
た
ん
や
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
生
き
な
あ

か
ん
で
」と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
ね
。

大
おお

澤
さわ

　 隆
たかし

 金剛禅総本山少林寺代表

く
、
人
々
の
ニ
ー
ズ
や
サ
ー
ビ
ス
は
ま
す

ま
す
多
様
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
開
祖
の
志
を

貫
き
、
金
剛
禅
の
教
え
を
社
会
で
実
践

し
て
い
く
に
は
、
私
た
ち
に
も
考
え
方
や

行
動
の
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
本
日

は
、
私
た
ち
金
剛
禅
運
動
指
導
者
に
と
っ

て
大
切
な
こ
と
と
は
何
か
を
、
皆
さ
ん
と

と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
林　

社
会
状
況
を
表
す
一
つ
と
し
て
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
労
働
環
境
は
依
然
と
し

て
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
２

０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、

世
界
経
済
は
未
だ
回
復
し
て
い
な
い
。
そ

れ
は
日
本
経
済
、
そ
し
て
若
者
の
労
働
環

境
に
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
社
会
人
拳
士

の
多
く
は
、
道
院
の
修
練
時
間
に
間
に
合

う
か
ど
う
か
と
い
う
時
間
帯
ま
で
仕
事
を

し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

濵
﨑　

近
年
、
働
き
方
改
革
が
叫
ば
れ
て

は
い
ま
す
が
、
働
き
盛
り
の
世
代
は
、
ど

う
し
て
も
自
分
の
時
間
を
取
る
の
が
厳
し

い
状
態
に
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
で
も
、
自

分
を
高
め
る
た
め
に
思
い
を
行
動
に
移
し

実
践
し
て
い
る
人
は
、
休
息
の
取
り
方
も

含
め
、
自
分
な
り
に
工
夫
し
て
時
間
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、

新
た
な
教
養
を
身
に
つ
け
た
り
、
健
康
維

持
に
努
め
た
り
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

目
標
に
向
か
っ
て
着
実
に
歩
み
を
進
め
て

い
ま
す
。

迎
田　

道
院
に
通
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
本

当
に
わ
ず
か
な
時
間
し
か
修
練
で
き
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
残
業
も
あ
れ
ば
日
曜

出
勤
も
あ
る
。
会
社
が
実
績
を
上
げ
な
い

と
、
会
社
に
も
仕
事
が
来
な
く
な
る
の
で
、

働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
る
。

古
屋　

私
の
道
院
の
幹
部
も
、
夜
10
時

く
ら
い
ま
で
働
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
私

自
身
も
、
道
院
や
教
区
・
武
専
の
日
以
外

は
、
仕
事
で
遅
く
な
り
ま
す
。
で
も
、
時

間
の
使
い
方
の
工
夫
次
第
で
、
疲
れ
も
充

実
感
に
変
わ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

迎
田　

そ
う
で
す
ね
。
私
は
27
歳
の
と
き

に
道
院
を
開
設
し
た
の
で
す
が
、
こ
こ
ま

で
続
け
て
こ
れ
た
の
は
、
寝
食
を
忘
れ
る

く
ら
い
少
林
寺
拳
法
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
。

忙
し
い
の
は
承
知
の
こ
と
。
だ
か
ら
、
自

分
の
価
値
観
を
ど
こ
に
持
つ
か
だ
と
思
う

ん
で
す
。
そ
う
い
う
情
熱
を
、
次
の
世
代

に
も
持
っ
て
も
ら
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
か
、
と
い
う
の
が
今
の
私
の
課
題

で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
高
校
生
に
な
っ
て
少
林
寺
拳

法（
榛
原
道
院
・
砂す

な

川が
わ

哲て
つ

男お

道
院
長
、
当

時
）に
出
合
っ
て
、
金
剛
禅
の
教
え
に
触

れ
た
と
き
、「
こ
れ
だ
！
」と
感
じ
た
。
も

ち
ろ
ん
技
術
も
楽
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

18
歳
の
と
き
父
親
を
交
通
事
故
で
亡
く
し

て
、
な
か
な
か
道
院
に
足
が
向
か
な
い
日

が
続
い
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
折
、
砂
川
先

生
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
道
院
に

出
て
こ
れ
る
か
と
。
優
し
く
声
で
も
か
け

て
く
れ
る
の
か
と
思
っ
て
行
っ
た
ら
正
反

対
で
、「
お
前
よ
り
不
幸
な
人
間
は
、
世
の

中
に
何
ぼ
で
も
お
る
ん
や
。
お
前
は
達
磨

の
子
や
。
し
っ
か
り
し
ろ
！
」と
厳
し
く
叱

ら
れ
て
。
で
も
、
な
ぜ
か
嬉
し
く
て
、
本

気
で
取
り
組
も
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り

ま
し
た
。
も
し
、
砂
川
先
生
の
ひ
と
言
が

な
か
っ
た
ら
、
少
林
寺
拳
法
を
続
け
て
い

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

小
林　

実
は
私
に
も
、
少
し
揺
れ
た
時
代

が
あ
り
ま
し
て
ね
。
私
の
実
家
は
自
営
業

だ
っ
た
ん
で
す
が
、
高
校
時
代
に
事
業
が

傾
き
、
高
校
を
中
退
し
よ
う
か
と
思
っ
た

ん
で
す
。
そ
ん
な
折
、
少
林
寺
拳
法（
大
麻

道
院
・
前ま

え

田だ

義よ
し

範の
り

道
院
長
、
当
時
）に
出

合
い
ま
し
た
。
入
門
二
か
月
目
く
ら
い
で

し
た
か
、
前
田
先
生
が「
何
で
も
相
談
し
て

こ
い
よ
」と
。
そ
の
ひ
と
言
に
救
わ
れ
て
。

生
き
方
が
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

　

ま
た
、
前
田
先
生
の
ほ
か
に
も
、
坂ば

ん

東ど
う

＊1　『あ・うん』vol.30「道」参照。

迎
むか

田
いだ

展
のぶ

孝
たか

 奈良県教区教区長
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感
性
を
磨
け
ば
身
近
な

と
こ
ろ
に
い
ろ
ん
な

ヒ
ン
ト
が
あ
る

小
林　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
、
拳
士

の
減
少
を
危
惧
し
て
い
る
道
院
長
が
少
な

か
ら
ず
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
は
こ

う
い
う
と
き
こ
そ
、
道
院
運
営
の
点
検
・

修
正
を
加
え
て
、
組
織
固
め
を
す
る
チ
ャ

ン
ス
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
最
前

線
の
布
教
者
が
、
自
ら
の
感
性
を
磨
き
、

時
代
に
合
っ
た
布
教
活
動
を
工
夫
し
て
い

く
。
前
向
き
な
姿
勢
で
自
己
変
革
に
取
り

組
み
続
け
て
い
け
ば
、
必
ず
花
開
く
と
き

が
来
る
。

　

私
た
ち
に
は「
理
念
」が
あ
り
ま
す
。

ダ
ー
マ（
大
い
な
る
は
た
ら
き
）を
信
じ
、

自
己
の
可
能
性
を
信
じ
て
努
力
す
れ
ば
、

す
ば
ら
し
い
人
生
が
送
れ
る
。
開
祖
は
よ

古
ふる

屋
や

 譲
ゆずる

 山口県教区教区長

邦く
に

伯お

先
生
や
庄

し
ょ
う

野の

雅ま
さ

巳み

先
生
か
ら
は
、

生
き
方
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

技
術
へ
の
憧
れ
も
も
ち
ろ
ん
で
し
た
が
、

人
生
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
、
先

生
方
の
生
き
ざ
ま
や
背
中
に
大
き
な
影

響
を
受
け
、
現
在
の
私
が
あ
り
ま
す
。

代
表　
「
人
生
と
は
邂
逅
で
あ
る
」と
い

わ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
私
た
ち
も
多
く

の
諸
先
輩
か
ら「
生
き
方
」を
学
ん
で
き

ま
し
た
。
時
に
言
葉
で
あ
っ
た
り
、
時

に
先
生
方
の
背
中
で
あ
っ
た
り
。
今
度

は
私
た
ち
が
、
次
の
世
代
に
ど
う
伝
え

て
い
く
か
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
私

た
ち
道
院
長
が
改
め
て
自
己
の
人
生
の

目
標
を
定
め
、
人
間
と
し
て
よ
り
よ
い

「
生
き
方
」を
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

古
屋　

私
が
す
ご
い
と
思
う
道
院
長
が

身
近
に
一
人
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
同

じ
山
口
県
内
に
あ
る
上
宇
部
道
院
の
藤ふ

じ

井い

郁い
く

英え
い

道
院
長（
＊
2
）で
す
。
藤
井
先

生
は
数
年
前
に
道
院
長
に
な
ら
れ
、
道

く「
少
林
寺
拳
法
を
し
て
幸
せ
に
な
れ
。

助
け
合
え
る
仲
間
づ
く
り
を
し
よ
う
じ
ゃ

な
い
か
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。
人
づ
く
り

に
よ
る
仲
間
づ
く
り
、
そ
し
て
理
想
境
づ

く
り
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
、
私
た
ち

の
運
動
の
目
的
で
す
か
ら
。

濵
﨑　

感
性
を
磨
く
に
は
、
意
識
を
外
に

向
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
内
向
き

の
思
考
に
な
る
と
、
視
野
が
狭
く
な
り
、

発
想
も
乏
し
く
な
る
。
道
院
は
外
の
世
界

と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
道
院

長
は
外
の
動
き
に
関
心
を
持
ち
、
自
分
た

ち
の
教
団
を
、
あ
る
い
は
道
院
を
ど
の
よ

う
に
つ
く
っ
て
い
く
の
か
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
。
こ
う
い
う
思
考
を
繰
り
返
し
て
い
く

と
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
ろ
ん
な
ヒ
ン
ト

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
き
ま
す
。

迎
田　

詰
ま
る
と
こ
ろ
、
道
院
が
活
性
化

す
る
か
ど
う
か
は
自
分
次
第
な
ん
で
す

ね
。
道
院
を
長
く
運
営
し
た
と
き
に
陥
り

や
す
い
落
と
し
穴
は
、「
道
院
長
」と
か

「
指
導
者
」と
い
う
肩
書
に
居
座
っ
て
し
ま

う
こ
と
で
す
。
道
院
長
に
な
っ
た
と
き
の

原
点
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
道
院
に
活
気
が

な
く
な
っ
て
く
る
と
、
組
織
の
せ
い
に
し

た
り
、
社
会
の
せ
い
に
し
た
り
し
て
、
言

い
訳
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
何
の
た

め
に
道
院
長
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
道
院

を
開
設
し
た
の
か
と
い
う
原
点
を
常
に
確

認
し
、
社
会
の
動
き
を
見
て
、
自
分
の
や

る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
要

だ
と
思
い
ま
す
。

　

以
前
、
ス
ー
パ
ー
セ
ー
フ（
顔
面
用
防

具
）が
新
し
く
出
た
と
き
、
私
は
乱
捕
り

が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
い
い
の
が

出
た
と
思
っ
て
、
乱
捕
り
ば
か
り
や
っ
て

い
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
、
拳
士
が

４
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
…
…
。
そ
の
と

き
、
あ
る
先
輩
道
院
長
か
ら
の
、「
砂
川

先
生
か
ら『
金
剛
禅
の
教
え
を
し
っ
か
り

教
育
し
て
い
っ
た
ら
人
は
残
る
よ
』と
言
わ

れ
た
」と
い
う
話
を
思
い
出
し
ま
し
て
、
私

も
も
う
一
度
足
元
を
見
直
し
、
金
剛
禅
教

育
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、

ま
た
人
が
集
ま
り
始
め
た
ん
で
す
ね
。

古
屋　

山
口
県
内
で
も
、
い
ろ
い
ろ
と
工

夫
し
て
い
る
道
院
長
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
で
も
、
そ
れ
を
外
へ
発
信
す
る
の
を

苦
手
と
す
る
先
生
方
も
多
い
。
で
す
か

ら
、
山
口
県
教
区
と
し
て
道
院
の
広
報
活

動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く
た
め
に
、

他
の
教
区
が
構
築
し
た
サ
イ
ト
を
参
考
に

院
長
歴
と
し
て
は
比
較
的
浅
い
ほ
う
な
の

で
す
が
、
お
か
し
い
と
感
じ
た
こ
と
は
大

先
輩
に
対
し
て
で
も
臆
す
る
こ
と
な
く
、

毅
然
と
ご
自
身
の
考
え
を
発
言
す
る
方
な

ん
で
す
。
藤
井
先
生
は
現
役
の
医
師
で
、

毎
日
多
く
の
人
を
診
て
い
ま
す
。
家
事
も

こ
な
し
、
週
3
回
の
道
院
に
加
え
て
武
専

や
講
習
会
に
も
欠
か
さ
ず
出
席
し
て
、
み

ず
か
ら
学
び
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
信
念
を
持
っ
た
指
導
者
の
存
在
は
大
き

い
で
す
ね
。

＊2　『あ・うん』vol.57「わたしの工夫」参照。
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し
、
ト
ッ
プ
画
面
に
県
内
の
道
院
長
の
顔

写
真
を
掲
載
し
、
そ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
し
て

い
た
だ
く
と
そ
の
道
院
の
紹
介
画
面
へ
と

リ
ン
ク
し
て
い
く
サ
イ
ト
を
作
り
ま
し
た

（
＊
3
）。
こ
れ
な
ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

一
か
ら
作
る
の
が
苦
手
な
道
院
で
も
、
道

院
活
動
の
写
真
や
コ
メ
ン
ト
さ
え
あ
れ

ば
、
フ
レ
ー
ム
の
中
に
そ
れ
ら
を
貼
り
付

け
る
だ
け
で
す
の
で
、
そ
の
道
院
の
紹
介

画
面
が
簡
単
に
完
成
し
て
し
ま
う
ん
で

す
。
ま
だ
す
べ
て
の
道
院
を
紹
介
で
き
て

は
い
ま
せ
ん
が
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

濵
﨑　

お
か
げ
さ
ま
で
、
私
の
道
院
は
門

信
徒
の
定
着
率
が
高
い
の
で
す
が
、
そ
れ

は
法
話
を
毎
回
必
ず
や
っ
て
い
る
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。
金
剛
禅
の
教
え
を
単
に
伝

え
る
の
で
は
な
く
、
実
社
会
で
ど
う
役
立

て
て
い
く
か
と
い
う
視
点
で
法
話
を
す
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
れ
か

ら
日
本
の
人
口
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
こ
で
、「
君
た
ち
の
時
代
は
も
っ

と
人
口
が
減
っ
て
い
く
。
そ
の
と
き
何
が

起
こ
り
、
自
分
は
ど
う
対
処
す
る
か
、
考

え
て
み
よ
う
」と
い
う
テ
ー
マ
を
与
え
る
ん

で
す
。
す
る
と
、
い
ろ
ん
な
意
見
が
出
て

く
る
。

　

あ
る
い
は
、「
幸
せ
に
な
り
た
い
？　

不

幸
に
な
り
た
い
？
」っ
て
聞
い
た
ら
、
全
員

が
幸
せ
に
な
り
た
い
と
。「
で
は
、
ど
う
し

役
割
を
与
え
て

経
験
さ
せ
よ

小
林　

徳
島
県
に
、
伊い

内う
ち

章し
ょ
う

二じ（
脇
町
東

道
院
）と
い
う
道
院
長
が
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
方
の
人
を
育
て
る
手
腕
に
は
頭
が
下

が
り
ま
す
。
伊
内
先
生
は
、
人
に
対
す
る

物
腰
が
非
常
に
柔
ら
か
い
。
拳
士
を
引
き

付
け
る
魅
力
が
あ
る
ん
で
す
。
思
考
が
柔

ら
か
く
、
相
手
に
合
わ
せ
て
接
し
方
を
柔

軟
に
変
え
る
。
拳
士
一
人
ひ
と
り
を
よ
く

た
ら
幸
せ
に
な
れ
る
と
思
う
？
」と
尋
ね
る

と
、
子
ど
も
た
ち
な
り
の
考
え
が
出
て
く

る
。
大
人
も「
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
た

い
」と
か
、「
人
間
的
な
結
び
付
き
を
よ
く

し
て
い
き
た
い
」と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い

る
ん
で
す
。
そ
こ
で
私
が
、「
で
は
、
そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
」

と
聞
く
と
、「
あ
あ
、
自
分
勝
手
に
ふ
る

ま
っ
て
い
た
な
…
…
」と
か「
勉
強
し
て
い

な
い
な
…
…
」と
、
自
分
で
気
づ
く
よ
う
に

な
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。

濵
はま

﨑
ざき

哲
てつ

也
や

 三重県教区教区長

見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
感
を
引
き
出
す

の
が
う
ま
い
ん
で
す
。
人
の
世
話
を
最
後

ま
で
す
る
。
そ
う
い
う
道
院
長
に
は
自
然

と
人
が
集
ま
る
ん
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
指
導
者
が
心
に

ゆ
と
り
を
持
っ
て
拳
士
に
接
し
た
ら
、
拳

士
も
安
心
し
て
楽
し
く
道
院
に
来
れ
る
ん

で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、
拳
士
の「
可
能

性
」と
い
う
芽
が
出
て
く
る
よ
う
に
、
育
て

て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

迎
田　

か
つ
て
拝
聴
し
た
開
祖
法
話
で
、

「
道
院
は
、
家
族
だ
ぞ
」と
。
だ
か
ら
道
院

で
は
、
私
は
父
親
役
や
と
。
温
か
さ
も
あ

れ
ば
厳
し
さ
も
あ
っ
て
、
拳
士
を
育
て
て

い
く
ん
で
す
。
将
来
人
間
と
し
て
成
長
し

て
い
く
た
め
に
は
、
若
い
こ
ろ
の
下
積
み

が
大
切
。
そ
の
た
め
に
は
、
道
院
内
で
役

割
を
与
え
て
あ
げ
て
、
何
で
も
経
験
さ
せ

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
立
場
が
人
を
育

て
る
。
や
が
て
、
本
人
に
少
し
ず
つ
自
信

が
つ
い
て
き
て
、
自
主
的
に
動
く
よ
う
に

な
る
。
こ
う
や
っ
て
人
を
育
て
て
い
く
の

だ
と
思
い
ま
す
。

代
表　

自
分
の
生
き
方
を
自
分
で
考
え
、

自
分
の
人
生
を
自
分
で
つ
く
っ
て
い
く
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
道
院
な
ん

で
す
。
人
は
人
生
で
、
い
ろ
い
ろ
と
悩
む

と
き
、
気
持
ち
が
落
ち
込
む
と
き
が
あ
り

ま
す
。
で
も
、
道
院
に
行
っ
て
仲
間
と
相

対
し
て
、
共
に
汗
を
流
し
た
り
、
修
練
後

に
道
院
長
や
仲
間
と
話
を
す
る
と
元
気
に

な
っ
て
き
て
、
悩
み
を
解
決
す
る
ヒ
ン
ト

を
得
た
り
す
る
。
道
院
っ
て
、
本
当
に
す

ば
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　

２
０
１
９
年
は
、
平
成
最
後
の
年
で
あ

る
の
と
同
時
に
、
新
し
い
年
号
が
始
ま
る

年
で
も
あ
り
ま
す
。
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
と

こ
ろ
で
平
成
時
代
の
総
括
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
私
た
ち
も
、
こ
れ
ま
で
の
活
動

を
総
括
し
、
そ
れ
を
新
し
い
時
代
へ
の
糧

に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。
こ
の
一

年
、
道
院
長
と
拳
士
の
健
康
を
願
う
と
と

も
に
、
ぜ
ひ
、
実
り
あ
る
年
に
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
！

＊3　山口県教区サイト　http://shorinji-yamaguchi.jp/wp/kyouku/
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  今 回 読 ん だ 絵 本

徳 

育
徳
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
か
な
。
徳
は
ダ
ー
マ

の
徳
性
の
中
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
も
の
で
、
尊
敬
を
す

る
と
か
、
自
分
を
戒
め
る
と
か
、
人
を
戒
め
る
と
か
、

自
分
を
抑
え
る
、
あ
る
い
は
喜
ぶ
と
か
い
う
感
情
の
世

界
、
与
え
て
喜
ぶ
、
奉
仕
す
る
な
ど
は
、
み
ん
な
徳
性

の
一
つ
で
す
。

う
ち
も
最
大
問
題
は
徳
育
な
の
で
あ
る
。
感
情
の

生
活
の
中
で
徳
は
い
ち
ば
ん
重
要
な
働
き
を
持
ち
、
力

を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
育
て
る
の
は
、
理
屈
や
利
害

で
は
な
い
の
で
す
。

諸
君
は
今
、
縁
が
あ
っ
て
こ
の
道
を
学
ん
で
い
る
が
、

重
大
な
岐
路
に
立
っ
て
い
る
。
少
林
寺
拳
法
の
単
な
る

技
術
屋
に
成
り
下
が
る
か
、
徳
育
が
指
導
で
き
る
よ
う

な
す
ば
ら
し
い
人
間
と
し
て
育
つ
か
、
そ
の
境
目
に
。

世
界
中
の
武
道
が
集
ま
っ
て
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
武

道
祭
を
や
っ
て
い
る
ビ
デ
オ
を
見
た
け
れ
ど
も
、
飛
ん

だ
り
跳
ね
た
り
、
演
出
が
あ
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と

を
や
っ
て
い
ま
す
ね
。

誤
解
し
な
い
で
も
ら
い
た
い
。
身
心
を
鍛
え
る
た

め
に
、
少
林
寺
は
、
技
術
は
必
要
で
す
。
で
き
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
し
か
し
、
見
せ
物
に
な
る
必
要
は
な

い
。
あ
れ
で
は
ま
る
で
芝
居
だ
。
あ
あ
い
う
世
界
に
な

る
と
、
結
局
、
体
力
の
あ
る
奴や
つ

、
素
質
の
あ
る
奴
に
は

か
な
わ
な
い
。
選
手
し
か
残
ら
な
い
の
で
す
。

い
い
で
す
か
。
今
い
ち
ば
ん
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
徳
性
で
す
。
自
分
の
存
在
も
大
切
だ
が
、
相
手
の
幸

せ
も
考
え
ら
れ
る
、
こ
れ
が
徳
な
の
で
す
。
そ
れ
を

や
っ
て
き
た
か
ら
少
林
寺
は
発
展
し
て
き
た
。

本
筋
の
技
術
を
ち
ゃ
ん
と
学
ん
で
、
そ
う
し
て
理

論
の
裏
付
け
も
あ
る
指
導
者
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。

技
術
面
の
理
論
だ
け
で
な
く
、
思
想
的
な
、
も
の

の
考
え
方
、
人
間
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
感
情
世
界
を
支

配
し
て
い
る
徳
育
の
問
題
、
そ
れ
を
含
め
て
の
指
導
者

が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
。

す
べ
て
は
人
の
質
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
運
動
の
成

否
を
決
め
る
の
も
、
指
導
者
層
の
量
よ
り
は
む
し
ろ
質

に
か
か
っ
て
い
る
。
大
き
く
飛
躍
す
る
た
め
に
は
、
一

度
足
場
を
固
め
、
身
を
か
が
め
る
こ
と
が
必
要
な
よ
う

に
、
今
こ
そ
少
林
寺
の
す
べ
て
の
道
院
長
は
無
論
、
道

院
の
幹
部
た
る
も
の
は
脚
下
を
照
顧
し
て
、
足
元
を
見

直
し
て
、
指
導
者
と
し
て
の
み
ず
か
ら
の
姿
勢
を
厳
し

く
見
直
す
べ
き
と
き
に
、
今
、
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

開祖語録
ダイジェスト

　1979年９月
　指導者講習会

絵本の読み聞かせが育むもの

浜松渡瀬道院
道院長　浅

あさ

井
い

昌
まさ

典
のり

私の絵本選びは、図書館で拳士の反応を想像しながら
吟味し、毎回10冊程度借りてきます。
今回読んだ絵本は『パパのしごとはわるものです』で
した。悪役レスラーと息子さんのお話ですが、プロレス
の臨場感たっぷりに読みました。そして、「世の中の職
業は、すべて必要なもの。誰もが誇りを持って仕事をし
ているんだよ」という話をしました。道院で絵本の読み
聞かせを開始してすぐ、拳士の母親から協力の申し出が
ありました。その輪が広がり、現在４名の母親と２名の

幹部が協力し、みんな張り切って読み聞かせを行ってい
ます。
私を含めた７人７様の読み聞かせは拳士も楽しみで、
イスを準備した瞬間、ギュッと集まります。読み聞かせ
の効果が明確になるのはまだ先かもしれません。しかし
先日、少年部主将を務めている拳士が「少年部卒業まで
に読み聞かせをやりたい」と申し出てくれたことは、大
きな成果だと感じています。

※この開祖語録中の「少林寺」
は、金剛禅総本山少林寺
または少林寺拳法を意味
しています。

◎パパのしごとはわるものです
作：板橋雅弘
絵：吉田尚令
出版社：岩崎書店
パパの仕事を調べに行くと、なんと、
“わるものレスラー ”だった。
ずるいことばかりするパパ。最後にはやられてしまうパパ。
観客は大喜び。そんな姿、見たくなかった！　でも……。
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法を問い　
学を修める

法
座
の
す
す
め

vol.60
文／飯塚久雄

『
私
達
は
信
を
お
な
じ
う
し
、
道
を
と
も
に
す
る
人
々

の
結
合
に
よ
っ
て
、
真
の
意
味
に
お
け
る
僧さ

ん

伽が（
佛
教
者

の
結
合
）を
設
立
せ
ん
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
。』（『
教

範（
初
版
・
復
刻
版
）』第
四
章
宗
教
編
三「
主
張
」）

金
剛
禅
は
人
の
心
を
改
造
す
る
こ
と
で
拝
み
合
い
、

援
け
合
い
の
理
想
境
建
設
を
目
指
し
て
い
る
。

そ
の
手
段
と
し
て
主
行
た
る
易
筋
行
と
鎮
魂
行
と
を

両
輪
の
修
行
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
道
を
行
じ
る
た
め
の
意
味
を
改
め
て

確
認
す
る
機
会
と
し
て
、
金
剛
禅
の
儀
式
に
は「
入
門

式
」「
新
春
法
会
」「
開
祖
忌
法
要
」「
達
磨
祭
」な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
儀
式
は
布
教
の
一
環
と
し
て
、
門
信
徒
は

も
ち
ろ
ん
、
家
族
や
金
剛
禅
の
活
動
を
支
援
し
て
く
れ

る
人
達
に
教
え
を
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
絶
好
の

チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

法
話
を
通
じ
て
繰
り
返
し
こ
の
道
が「
人
づ
く
り
」の

た
め
に
創
始
さ
れ
た
目
的
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
一

人
で
も
多
く
の
人
々
に
理
解
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
日
々
の
修
練
の
節
目
に
金
剛
禅
門
信
徒
の
修

行
法
で
あ
る
内
修
の
消
極
的
に
分
類
さ
れ
て
い
る「
感
謝

行
」「
反
省
行
」「
持
戒
行
」に
も
心
を
配
り
、
調
和
の
と
れ

た
修
行
を
行
う
の
に
適
し
た「
法ほ

う

座ざ

」が
あ
る
。

阿あ

羅ら

漢は
ん

会え

＝「
感
謝
行
と
し
て
の
場
」、
布ふ

薩さ
つ

会え

＝「
反

省
行
と
し
て
の
場
」、
法
座
＝「
修
行
内
容
の
点
検
や
行

動
目
標
設
定
な
ど
の
場
」が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

阿
羅
漢
会
と
し
て
の
感
謝
行
は
、
拳
士
は
お
互
い
住

居
は
別
々
で
も
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
で
食
養
の
意
義

や
共
食
を
通
し
て
共
に
僧
伽
の
仲
間
意
識
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

拳
士
や
保
護
者
は
、
お
菓
子
や
飲
み
物
、
果
物
な
ど

を
持
ち
寄
り
、
場
を
盛
り
上
げ
る
よ
う
な
企
画
を
し
て
食

卓
準
備
を
整
え
、
儀
式
の
中
に「
鎮
魂
行
」「
褒
賞
」「
感
謝

の
こ
と
ば
」「
法
話
」な
ど
の
式
次
第
を
入
れ
、
阿
羅
漢
会

の
意
味
を
伝
え
る
。
褒
賞
に
は
大
会
へ
の
出
場
者
や
、
昇

級
・
昇
段
試
験
で
の
合
格
者
、
さ
ら
に
は
学
校
等
で
の
表

彰
者
を
お
祝
い
し
、
日
常
生
活
の
中
で
些
細
な
事
に
も

感
謝
の
心
を
持
ち
、
そ
の
心
境
を
全
員
の
前
で
発
表
す

る
。
そ
こ
に
は
喜
び
が
あ
り
、
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

布
薩
会
と
し
て
の
反
省
行
は
、
初
期
の
仏
教
教
団
に

お
い
て
も
僧
伽
に
所
属
す
る
出
家
修
行
者
が
一
ヶ
月
の

う
ち
二
度
、
懺
悔
す
る
時
期
が
決
ま
っ
て
い
た
。
例
え

ば『
満
月
の
晩
に
な
る
と
必
ず「
ウ
ポ
ー
サ
タ
＝
布
薩
」と

い
う
儀
式
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
時
に
代
表
に
な
っ
た
人

が
真
中
に
出
て「
戒
本
」と
い
う
も
の
を
唱
え
る
。
戒
本

と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ぬ
、
こ

う
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
規
則
で
あ
る
。

そ
の
規
則
を
一
カ
条
ず
つ
唱
え
る
。
暗
記
し
て
い
る
の

を
唱
え
る「
こ
う
い
う
罪
を
犯
し
た
者
は
い
な
い
か
」と

一
カ
条
ず
つ
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
罪
の
な
い

も
の
は
沈
黙
し
て
い
た
。
黙
っ
て
い
た
。
経
典
に「
罪
の

な
い
も
の
は
沈
黙
し
て
い
よ
。
罪
を
犯
し
た
も
の
は
そ

れ
を
懺
悔
せ
よ
」と
書
い
て
あ
る
。
た
と
え
ば「
嘘
は
言

わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
な
」と
い
う
こ
と
を
い
う
と
、
嘘

を
つ
い
た
者
は
立
ち
上
が
っ
て「
わ
た
し
は
実
は
こ
う
こ

う
い
う
と
き
に
嘘
を
申
し
ま
し
た
」と
い
っ
て
懺
悔
す

る
。
自
発
的
に
い
う
の
で
あ
る
。』（「
い
の
ち
の
風
光
」紀

野
一
義
著　

筑
摩
書
房
）

道
院
に
お
い
て
も「
布
薩
会
＝
反
省
行
」を
不
定
期
に
実

施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
行
に
向
き
合
う
人
が
真
実
の
魂

に
触
れ「
良
く
整
え
し
己
れ
こ
そ
」へ
と
変
わ
っ
て
い
け
る
。

多
く
の
法
話
が
一
方
的
に
布
教
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

参
加
者
全
員
が
車
座
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ（
例

え
ば
修
行
内
容
の
点
検
や
行
動
目
標
の
設
定
）を
相
互
に

話
し
合
い
な
が
ら
教
化
し
合
う
方
法
に「
法
座
」が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
座
が
信
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
に
よ
り
、

日
常
生
活
の
具
体
的
な
悩
み
や
悲
し
み
に
も
向
き
合
い
、

と
も
に
語
り
合
っ
て
苦
悩
を
乗
り
越
え
、
人
生
を
精
神

的
に
強
く
、
安
ら
か
な
心
で
生
き
て
い
け
る
教
化
の
場

と
な
れ
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
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技術科目については、拳士自身がある程度修得できたか
なと感じたら、私の確認や評価を受けさせるようにしてい
ます。その際、８点なら赤色の判子、９点なら銀色の判子、
10点なら金色の判子を押してあげます。点数によって色分け
すると、子どもたちは「金」を目指して頑張るようになりま
す。そのためには、一つ一つの法形を正確にできなければ
なりません。ですから、おのずと集中力も高まるようです。
なお、私の道院では、一般拳士の仲が非常にいいんですね。
少年部時代から始めて、今では副道院長として私を支えて
くれている丹波忠晴さんや、私が道院長になる前から、30
年以上共に歩んできた監事の舘光彦さんをはじめ、多くの
仲間に支えられています。青森武専には、八戸から会場ま
で皆で車に便乗して、片道２時間かけて行くのですが、武
専の帰りには、毎回「反省会」と称して、お酒を飲まない運転

手以外は缶ビールとおつまみを片手に、武専の話はもちろ
ん、プライベートでのいろんな出来事や相談事も含め、人
情味ある会話を交えながら互いの親睦を深めています。こ
ういうのも、掛けがえのないひとときなのだと思います。

青森県・八
はち

戸
のへ

東
ひがし

道院
原
はら

　 宏
ひろし

 道院長

第　　
10
　　回

担当／飯野貴嗣

拳技も大切なのですが、鎮魂行と法話も大切にしていま
す。鎮魂行では、どんな子でも主座や打棒の役が務められ
るよう、輪番で経験させています。人前で一所懸命何かを
しようとする経験を積むことは、一歩踏み出す勇気を培っ
てくれると思います。また、法話では、単に金剛禅の教え
を通り一辺倒で話すのではなく、拳士に問いかけながら、
対話形式で進めるようにしています。日常身近な事例と教
えとの「接点」を切り口に、法則や自然の摂理につなげ、身心
共に法則に適

かな

った生き方ができるよう、教え導くようにし
ています。もちろん、そのためには私自身が物事を正しく
見ることができるよう、日頃から勉強していないといけま
せん。金剛禅には教えがあります。それは、人間が人間ら
しく生きていくための、自然の法則に適った教えです。そ
れを学べる道院でありたいと思っています。
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本
山

⃝
教
区
研
修
会

［
10
月
14
日
］佐
賀
県
教
区

［
11
月
4
日
］富
山
県
教
区

⃝
小
教
区
研
修
会

［
7
月
8
日
］東
京
第
十
小
教
区

［
10
月
7
日
］埼
玉
第
一
小
教
区

［
10
月
14
日
］東
京
第
七
小
教
区

［
10
月
20
日
］千
葉
北
部
小
教
区

［
10
月
21
日
］和
歌
山
海
南
・
中
紀
小

教
区

京
都
府
教
区

2
0
1
8（
平
成
30
）年
10
月
7
日

（
日
）、
京
都
明
珠
道
院
に
お
い
て
、

教
区
長
、
道
院
長
、
大
学
生
を
含
め

20
名
以
上
が
集
い
、
京
都
府
教
区
達

磨
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
法
話

は
、
京
都
明

珠
道
院
の
三

井
道
院
長
か

ら「
自
他
共

楽
は
身
近
な

と
こ
ろ
か

ら
」と
い
う

お
話
を
頂
戴

し
ま
し
た
。

ま
た
奉
納
演

武
は
、
大
島

拳
士
、
中
村

本
山11

月
18
日（
日
）、
金
剛
禅
総
本

山
少
林
寺
金
剛
殿
に
お
い
て
、
少

法
師
補
任
講
習
が
行
わ
れ
た
。

講
習
は
、
講
義
の
ほ
か
、
受
講

者
同
士
の
布
教
報
告
と
布
教
討
議
、

ま
た
、
面
接
審
査
が
行
わ
れ
た
。

少
法
師
は
高
位
に
当
た
る
僧
階

で
あ
る
た
め
、
受
講
者
は
ベ
テ
ラ

ン
の
道
院
長
ば
か
り
で
あ
り
、
布

教
に
つ
い
て
熱
心
に
討
議
す
る
姿

が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

最
後
に
は
、
大
澤
隆
金
剛
禅
総

本
山
少
林
寺
代
表
か
ら
受
講
者
12

名
に
辞
令
が
交
付
さ
れ
、
無
事
に

講
習
を
終
え
た
。　　
　
　
（
宗
務
局
）

NEWS   活動報告
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上
は
61
歳
ま
で
の
演
武
会
で
あ
っ
た

の
で
、「
少
林
寺
拳
法
の
修
練
過
程

が
よ
く
分
か
る
演
武
会
で
あ
っ
た
」

と
の
声
を
頂
い
た
。
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
少
年
部
拳
士
に
よ
る
寸
劇

「
正
義
な
き
力
は
暴
力
な
り
、
力
な

き
正
義
は
無
力
な
り
」が
演
じ
ら
れ
、

会
場
は
笑
い
と
拍
手
に
包
ま
れ
た
。

第
二
部
の
祝
賀
会
で
は
、
山
口
県

少
林
寺
拳
法
連
盟
会
長
の
高
村
正
彦

様
を
は
じ
め
、
長
田
正
紀
山
口
西
京

道
院
道
院
長
、
桝
野
象
堂
光
峨
嵋
山

道
院
・
徳
山
道
院
道
院
長
か
ら
も
ご

祝
辞
を
頂
い
た
後
、
山
口
県
少
林
寺

拳
法
連
盟
副
会
長
の
三
浦
美
光
様
の

乾
杯
の
音
頭
で
祝
宴
に
入
っ
た
。

最
後
に
、
日
頃
の
感
謝
の
意
を
込

め
私
か
ら
妻
に
花
束
を
贈
呈
。
そ
し

て
、
山
口
県
少
林
寺
拳
法
連
盟
副
会

長
の
陰
山
和
子
様
に
万
歳
三
唱
の
音

頭
を
取
っ
て
い
た
だ
き
、
全
員
で
万

歳
三
唱
し
て
会
は
閉
じ
ら
れ
た
。

（
渡
邊
晴
夫
）

拳
士
に
よ
る
慎
ま
し
く
厳
か
な
演
武

が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
京

都
別
院
が
あ
っ
た
法
輪
寺（
達
磨
寺
）

へ
移
動
し
、
石
碑
参
詣
を
し
ま
し
た
。

京
都
別
院
は
、
開
祖
が
一
時
、
月

の
半
分
を
滞
在
し
、
直
接
ご
指
導
な

さ
っ
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
現
在
で

は
京
都
別
院
は
な
い
も
の
の
、「
少

林
寺
拳
法
根
本
道
場
発
祥
地
」と
い

う
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
川
上
教
区
長

か
ら
は
、
こ
の
場
に
集
ま
る
こ
と
の

で
き
る
貴
重
さ
と
喜
び
を
語
ら
れ
、

京
都
府
教
区
と
し
て
一
丸
と
な
っ
て

京
都
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
を
話
し

合
っ
た
日
と
な
り
ま
し
た
。

（
京
都
修
学
院
道
院
・
永
江
健
将
）

周
南
南
道
院

10
月
21
日（
日
）、
周
南
南
道
院
設

立
20
周
年
を
記
念
し
、
県
内
の
各
道

院
長
・
支
部
長
に
ご
出
席
い
た
だ

き
、
演
武
会
お
よ
び
祝
賀
会
を
盛
大

に
開
催
し
た
。

演
武
会
は
、
鎮
魂
行
の
あ
と
、
全

員
で
基
本
演
練
を
行
い
、
保
育
園
拳

士
・
小
学
生
低
学
年
拳
士
に
よ
る
団

体
演
武
か
ら
始
ま
り
、
小
学
生
高
学

年
拳
士
の
団
体
演
武
、
単
独
演
武
、

組
演
武
と
進
み
、
続
い
て
一
般
拳
士

の
単
独
演
武
、
組
演
武
が
行
わ
れ
、

最
後
に
森
拳
士
と
私
の
組
演
武
で
第

一
部
は
終
わ
っ
た
。
下
は
5
歳
か
ら

本
山11

月
24
日（
土
）、
25
日（
日
）の
二

日
間
、
11
月
度
指
導
者
講
習
会
が
本

山
に
て
開
催
さ
れ
、
69
名
の
参
加
が

あ
り
、「
少
林
寺
拳
法
が
な
ぜ
金
剛

禅
の
主
行
た
り
得
る
か
」と
い
う

テ
ー
マ
で
進
め
ら
れ
た
。
講
義
、
易

筋
行（
技
術
修
練
）の
ほ
か
、
ト
ー
ク

ラ
イ
ブ
と
い
う
本
山
職
員
3
名
が
、

指
導
現
場
や
自
身
の
修
行
で
感
じ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
今
回
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
気
楽
に
語
り
合
う
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
非
常
に
好
評
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
初
日
の
日
程
終
了
後
に

は
、
大
食
堂
に
て
懇
親
会
が
行
わ

れ
、
希
望
者
43
名
が
参
加
し
、
受
講

生
同
士
の
懇
親
が
図
ら
れ
た
。

（
宗
務
局
）

開
催
報
告

京
都
府
教
区
の
達
磨
祭

設
立
20
周
年
記
念

演
武
会
・
祝
賀
会

少
法
師
補
任
講
習

11
月
度
指
導
者
講
習
会
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I N F O R M A T I O N

坂
さか

本
もと

 利
とし

通
みち

　尾張旭道院・尾張旭南道院 道院長、 517期生、大導師大拳士五段、 2018年10月12日逝去、満65歳

訃報

正範士
■2018年11月18日付
三⻆ 進弥（尼崎潮江道院）
船ケ山 日出光（宮崎西道院）

准範士
■2018年11月18日付
田山 文夫（金沢文庫道院）
田中 徳幸（NTT西日本）

法階昇格者

布施
▷伊万里道院　瀬戸口 信夫・瀬戸口 和子 20,000円
▷宮崎橘道院　大西 桂一郎   10,800円
▷豊田末野原道院　服部 俊美   10,000円
▷綾歌道院　村山 隆   10,000円
▷南中野道院　永井 比佐志   10,000円
▷三重志摩道院　内田 穏克   10,000円

公認講習会
▷東海地方教区    70,000円
▷埼玉県教区    30,000円
▷神奈川県教区    30,000円
▷四国地方教区    30,000円

お布施

僧階昇任者
少法師
■2018年11月18日付
石井 悦雄（三沢中部道院）
夭内 司（青森藤崎道院）
高野 誠一（八戸南郷道院）
鎌田 礼二（宮城塩竈道院）

中野 祐則（茨城牛久道院）
古賀 秀晴（埼玉川鶴道院）
福沢 昭文（山梨石和道院）
田村 昌夫（佐久平南道院）
塚本 一（岐阜三田洞道院）
遠藤 浩克（名古屋高針道院）

渡辺 浩志（滋賀瀬田道院）
瀬戸口 信夫（伊万里道院）
中導師
■2018年9月1日付
日野 義弥（大和高田道院）
藤岡 孝壽（門司港道院）

2018年10・11月度　認証
●交代
東京桜台道院   不破 健富
砥部大南道院   福岡 健一

札幌栄道院   白戸 淳一
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投稿大募集　 道場や拳士のちょっといい話を募集しています。※ペンネーム可ですが、必ず、名前、
所属、連絡先もご記入ください。なお、原稿内容の整理・編集をさせていただく場合があります。
原稿の選択はご一任ください。〒764-8511 香川県仲多度郡多度津町本通3-1-48　金剛禅総本山少
林寺 広報誌担当宛　TEL.0877-33-1010　FAX.0877-56-6022　e-mail：aun@shorinjikempo.or.jp

イラスト／大原由軌子
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や
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こめ

田
だ

正
まさ

寛
ひろ

 道院で新春法会・修練始め

2019年１月１日発行（奇数月１日発行）
発行人：大澤　隆
発行所：金剛禅総本山少林寺
　　　　　〒764-8511
　　　　　香川県仲多度郡多度津町本通3-1-48
　　　　　☎0877-33-1010
　　　　　http://www.shorinjikempo.or.jp
編集人：坂下　充
印刷・製本：株式会社ムレコミュニケーションズ　
広報誌『あ・うん』追加発送について
現在、広報誌『あ・うん』は、道院の在籍門信徒数
に応じて10〜20部ずつ、一般財団支部は１部ず
つ、毎号ご提供させていただいております。さら
に追加をご希望の方は、本山布教課にお申し出く
ださい。
　TEL.0877-33-1010
　e-mail：aun@shorinjikempo.or.jp
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編集後記▶心新たに一年のスタートを切られたこ
とと思います。例年、元旦には神社やお寺にたく
さんの人々が初詣に訪れます。日本人の宗教離れ
が話題にされたりもしますが、結婚式がそうであ
るように、人生や生活において威儀を正す節目に
は、やはり宗教の持つ厳かさや深遠さが必要とさ
れています。▶金剛禅の門信徒にとって、礼拝施
設のある道院での初稽古は、いわば初詣です。ど
この道院でも、道院長から新年にあたってのお話
を聞き、変わらない精進を心に誓うことと思いま
す。また、保護者や関係する皆さんを招いての新
春法会も、道院にとっては年の始めの大切な催し
事です。厳粛さの中にも温かみのある、金剛禅ら
しい初稽古や新春法会にいたしましょう。（さ）　
表　　紙 ▶ 志村　力 一般財団法人少林寺拳法
連盟 振興普及部事業課。准範士七段。
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイト▶

http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/
代表法話をはじめ、「宗門の行としての少林寺
拳法」を動画でご覧いただけるほか、誌面に掲
載しきれなかった記事・写真も掲載されてい
ます。

検索金剛禅

　

冷
た
い
道
衣
を
羽
織
り
、
帯
を
締
め
る
。

不
思
議
と
身
心
と
も
に
引
き
締
ま
り
、
寒
さ

を
感
じ
な
い
。
寒
さ
よ
り
、
こ
と
し
一
年
の

修
練
が
始
ま
る「
喜
び
」が
勝
る
。
心
新
た
に

新
年
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。

　

早
朝
よ
り
社
会
人
や
学
生
拳
士
が
中
心
と

な
っ
て
会
場
準
備
を
行
い
ま
し
た
。
法
要
は
、

保
護
者
や
関
係
者
が
見
守
る
中
、
鎮
魂
行
を

行
い
、
演
武
奉
納
、
年
間
出
席
優
秀
者
へ
の

記
念
品
贈
呈
、
そ
し
て
合
格
証
書
の
授
与
や

新
し
い
色
の
帯
の
贈
呈
を
行
い
ま
し
た
。
一

年
の
節
目
に
関
係
者
全
員
が
集
ま
り
、
昨
年

の
功
績
を
認
め
合
い
、
新
た
な
年
の
決
意
を

行
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
何
気
な
い
日
々
の
暮

ら
し
に
感
謝
し
、
修
練
を
通
じ
て
自
己
を
磨

き
、
他
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
も
振
り
返
り

ま
す
。
そ
ん
な
空
間
を
、
み
ん
な
で
一
緒
に

つ
く
れ
た
こ
と
が
何
よ
り
も
喜
び
で
す
。

　

そ
の
後
は〝
修
練
始
め
〟。
朝
か
ら
元
気
な

子
ど
も
た
ち
、
学
生
や
社
会
人
も「
ヤ
ァ
ー
」

「
ヤ
ァ
ー
」と
久
し
ぶ
り
の
基
本
修
練
に
、
一
段

と
大
き
な
気
合
が
道
院
の
周
囲
に
響
き
渡
り
ま

す
。
仲
間
た
ち
と
の
修
練
は
心
地
よ
い
も
の
で
、

楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
餅
つ
き
大
会
も
行
い
ま
し
た
。
も
ち

米
の
蒸
し
加
減
は
ベ
テ
ラ
ン
が
確
認
し
、
ペ
ッ

タ
ン
ペ
ッ
タ
ン
と
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
全

員
で
つ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
つ
き
た
て
は
最

高
に
お
い
し
く
、
８
個
も
食
べ
た
子
ど
も
も
い

て
大
盛
況
で
し
た
。
ま
た
、
道
院
の
近
隣
の
方

に
も
餅
を
ふ
る
ま
い
、
喜
ん
で
も
ら
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

新
し
い
年
を
健
康
で
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
感

謝
し
、
一
日
一
日
を
大
切
に
し
、
こ
の
一
年
を

実
り
あ
る
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
2
0
1
8
年
1
月
6
日
開
催
）
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相対演練とは、相手と向き合う「行」である。
自分本位に動いていては、相手の動きに応じられなくなるばかりか、自分自身が崩れ
てしまう。
相手も同じようにダーマの分霊を持った霊

ひ

止
と

であることを認識し、相手の存在を認
め、相対演練を重ねる中で互いの呼吸、テンポ、リズムを整え、他者との関わり方を
学んでいくのである。
さて、日常生活において、周りの人と真剣に向き合う時間はどれぐらいあるだろうか。

撮影／志村　力　文／冨田雅志　演武者／守者：冨田雅志 大拳士六段・攻者：永安正樹 准範士七段

の としての少林寺拳法

一本背投から空中転回
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイトで
動画をご覧いただけます。

相手と向き合う

検索金剛禅


