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特集
2019年度方針

――「広報の充実」と「道院の充実」 



２
０
１
９
年
度
方
針

               

―
―「
広
報
の
充
実
」と「
道
院
の
充
実
」

金剛禅総本山少林寺

特集
「
金
剛
禅
の
充
実
」を
目
的
に
、
２
０
１
１
年
施
行
の
組
織
機
構
改
革
か
ら
９
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
間
、
道
院
の
充
実
に
向
け
て
そ
の
活
動
形
態
の
整
備
を
始
め
、

道
院
長
の
僧
階
昇
任
へ
の
取
り
組
み
、
道
院
の
下
支
え
と
な
る
教
区
活
動
の
充
実
を
図
っ
て
き
た
結
果
、
徐
々
に
そ
の
成
果
が
表
れ
始
め
て
き
ま
し
た
。
２
０
１
９
年
度

は
内
外
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
べ
く
、「
広
報
の
充
実
」と「
道
院
の
充
実
」と
い
う
大
方
針
の
下
に
事
業
を
展
開
し
て
ゆ
き
ま
す
。

布教助成制度を活用して、ホールを借りてイベントを開催し、拳士が一般
の人にプレゼンテーションを行った（東京表参道道院）

２
．七
つ
の
施
策
の
推
進

　
「
未
来
志
向
で
新
し
い
教
団
の
姿
を
創
造

し
企
画
す
る
」と
い
う
視
点
で
打
ち
出
し
た

七
つ
の
施
策
の
実
施
に
向
け
て
制
度
設
計
を

完
成
さ
せ
、
モ
デ
ル
運
用
・
実
運
用
へ
向
け

て
推
進
し
ま
す
。

　

施
策
の
一
つ
で
あ
る
布
教
助
成
制
度
は
、

予
算
面
か
ら
基
礎
体
力
の
充
実
を
支
え
、

ノ
ウ
ハ
ウ
の
構
築
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
主
な

目
的
と
し
て
い
る
制
度
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
集
合
道
院
制
度
は
、
専
有
道
場

の
活
用
を
目
的
に
、
複
数
の
道
院
長
で
一
つ

の
道
院
を
運
営
す
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、

２
０
１
８
年
度
は
７
人
が
参
与
道
院
長
と
し

て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

（
補
足
）布
教
助
成
制
度
の
活
用
事
例
が『
あ
・

う
ん
』vol.63

「
わ
た
し
の
工
夫
」に
お
い
て
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

同
制
度
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
基
幹
シ
ス
テ
ム
の
お

知
ら
せ
画
面（
３
月
28
日
付
）で
確
認
で
き
ま
す
。

ま
た
、
集
合
道
院
制
度
は
、
同
画
面（
２
０
１
８
年

６
月
７
日
付
）で
確
認
で
き
ま
す
。

“発信力”を高めませんか？

　

本
山
内
局
で
は
昨
年
、
門
信
徒
増

加
に
向
け
た
研
究
に
取
り
組
み
、
そ

の
成
果
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ（
ツ
イ
ッ

タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
）の
普
及
な
ど
、
情
報
社
会

に
応
じ
た
効
果
の
高
い
広
報
の
あ
り

方
を
、
資
料『
現
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し

い
広
報
を
考
え
る
』

１
．〝
発
信
力
〟の
向
上

に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
、
希
望
者
を
対
象

に
、
道
院
長
研
修
会
終
了
後
に

オ
プ
シ
ョ
ン
研
修（
所
要
時
間

は
３
時
間
）を
実
施
し
、
以も

っ

て

道
院
長
の〝
発
信
力
〟の
向
上
に

役
立
て
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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３
．次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
  

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

５
．僧
階
昇
任
の
推
進

　

２
０
１
９
年
度
に
新
設
さ
れ
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
、
正
式
名
は「
次
世
代
の

育
成
制
度
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
検
討
・

推
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
す
。

　

持
続
性
あ
る
教
団
づ
く
り
、
道
院
承

継
、
次
期
道
院
長
の
輩
出
に
向
け
て
、

30
代
後
半
か
ら
50
代
前
半
ま
で
の
9
人

体
制
で
本
山
事
務
局
と
タ
イ
ア
ッ
プ

し
て
進
め
て
い
き
ま
す（
構
成
員
は
9

ペ
ー
ジ
に
記
載
）。

　

主
な
事
業
は
、「
広
報
戦
術（
本
山
提

唱
）の
実
践
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」「
次

世
代
指
導
者
が
連
携
・
結
束
し
や
す
い

環
境
づ
く
り
」「
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

交
流
会（
９
月
７
〜
８

日
）の
企
画
・
運
営
」

な
ど
で
す
。

　

次
世
代
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
交
流
会
で
は
、

「
少
林
寺
拳
法
や
金
剛

禅
を
心
の
底
か
ら
楽

し
も
う
！
」を
コ
ン
セ

プ
ト
に
、
少
林
寺
拳

法
は
も
ち
ろ
ん
、
異

文
化
交
流
も
行
う
予

定
で
す
。

　

交
流
会
を
通
じ
て
、

世
代
や
地
域
を
超
え

て
、
一
人
一
人
が

つ
な
が
り
、〝
思

い
〟や〝
特
技
〟や

〝
悩
み
〟な
ど
を
あ

り
の
ま
ま
に
交
換

し
合
え
る
関
係
づ

く
り
を
目
指
し
ま

す
。
道
院
長
は
も

ち
ろ
ん
、
若
手
拳

士
も
奮
っ
て
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

　

金
剛
禅
布
教
者
と
し
て
自
身
の
僧
階
を

高
め
る
べ
く
研け

ん

鑽さ
ん

を
積
む
こ
と
は
、
大
変

重
要
な
こ
と
で
す
。
組
織
機
構
改
革
後
、

中
導
師
か
ら
大
導
師
補
任
を
受
け
た
道
院

長
、
あ
る
い
は
大
導
師
か
ら
少
法
師
補
任

を
受
け
た
道
院
長
は
、
増
加
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

　

一
方
で
、
な
か
な
か
僧
階
昇
任
に
向
け

た
取
り
組
み
が
進
ま
な
い
道
院
長
も
い
る

よ
う
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
方
に
お
勧
め
す
る
の
が

「
僧
階
補
任
講
習
」で
す
。
こ
の
講
習
会

は
、
上
位
僧
階
補
任
時
に
受
講
い
た
だ
く

も
の
で
す
が
、
補
任
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、〝
聴
講
〟す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

現
在
、
中
導
師
の
方
で
あ
れ
ば
中
導
師
補
任
講
習
を
、

ま
た
、
大
導
師
の
方
で
あ
れ
ば
大
導
師
補
任
講
習
を
聴
講

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
講
者
か
ら
は
毎
回
高
い
評
価

を
頂
い
て
い
る
講
習
会
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
受
講

く
だ
さ
い
。

（
補
足
）聴
講
さ
れ
た
方
に

は
、
特
典
と
し
て
、
僧
階

履
修
科
目
の
一
部
代
替
を

適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
た
だ
し
、
科
目
の
履

修
状
況
に
よ
っ
て
は
適
用

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

人と人をつなぐネットワークづくりを

僧階補任講習では、金剛禅の布教者としての認識、儀式
における所作などを一つ一つ確認します

「生涯修行としての少林寺拳法」をいつまでも楽しん
でいただくために……

４
．生
涯
修
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

同
じ
く
、
２
０
１
９
年
度
に
新
設
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
、
正
式
に
は「
生
涯
修
行
と
し
て
の
少
林
寺
拳
法
修
行
法

検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
す
。

　

高
年
世
代
が
入
門
し
、
無
理
な
く
修
行
を
楽
し
め
る
シ

ス
テ
ム
―
―
修
練
法
や
指
導
法
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作

成
を
は
じ
め
、
一
般
社
団
法
人 SH

O
RIN

JI K
EM

PO
 

U
N

IT
Y

や
一
般
財
団
法
人
少
林
寺
拳
法
連
盟
と
も
連
携

し
、
昇
格
考
試
の
あ
り
方
や
大
会
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い

て
も
提
案
し
て
い
き
ま
す（
構
成
員
は
9
ペ
ー
ジ
に
記
載
）。
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終
わ
り
に

　

い
よ
い
よ
新
し
い
年
度
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
道
院（
道
院
長
）の
個

性
、
長
所
、
魅
力
を
存
分
に
発
揮
し

て
、
拳
士
一
人
一
人
の
笑
顔
が
あ
ふ

れ
る
道
院
を
つ
く
っ
て
ま
い
り
ま

し
ょ
う
。

◆
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺

役
員
人
事
異
動
の
お
知
ら
せ

●
退
任

　
（
２
０
１
９
年
３
月
31
日
付
）

・
責
任
役
員

　
　

宗　

昂
馬

      

中
川
英
昭

・
総
代　

　
　

田
中
勝
義

　
　

宮
本　

繁（
定
年
）

　
　

久
保
田
利
幸（
定
年
）

こ
れ
ま
で
の
ご
功
労
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

●
就
任

　
（
2
０
１
９
年
４
月
１
日
付
）

・
総
代

　
　

原　

宏

　
　

玉
村　

好

　
　

有
村
利
雄

６
．ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
根
絶

　

昨
今
、
ス
ポ
ー
ツ
指
導
現
場
に
お
け
る
暴
言
や
暴
行
・
体

罰
、
あ
る
い
は
性
的
嫌
が
ら
せ
な
ど
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
メ

デ
ィ
ア
を
騒
が
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
私
た
ち
に
と
っ

て
、
決
し
て
無
関
係
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
々
の
道
院
活
動
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
根
絶
に
向
け
て

最
善
の
注
意
を
払
え
る
よ
う
、
道
院
長
研
修
会
に
お
い
て
は
、

専
門
家
に
よ
る「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
基
礎
研
修
」を
実
施
し
ま
す
。

７
．本
山
参
禅
体
験
に
よ
る

　

  

布
教
事
業

　

本
山
の
施
設
を
利
用
し
て
、
一
般
の
方
が
金
剛
禅
の
文

化
に
触
れ
る
機
会
を
創
出
し
、
参
加
者
の
心
と
体
に
安
ら

ぎ
を
提
供
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
参
禅
体
験
や
館
内
見

学
の
受
け
入
れ
を
行
い
ま
す
。

　

内
容
は
、
坐ざ

禅ぜ
ん

会
、
動
禅（
少
林
寺
拳
法
技
法
体
験
も
し

く
は
少
林
寺
拳
法
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
体
験
）、
法
話
、
講
演

会（
不
定
期
）な
ど
で
す
。

金剛禅の文化に触れていただく機会を創出

一人一人と向き合うことを大切にしたい

　

  今 回 読 ん だ 絵 本
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  今 回 読 ん だ 絵 本

信
仰
の
確
立
…
…
自
己
を
信
じ
る

自う
ぬ

惚ぼ

れ
は
い
け
な
い
。
け
れ
ど
、
自
己
の
尊
厳
と

い
う
も
の
を
本
当
に
確
認
し
な
い
か
ぎ
り
、
指
導
者
に

は
な
れ
な
い
の
で
す
。
フ
ラ
フ
ラ
し
て
お
っ
て
、「
さ

あ
、
ど
う
し
よ
う
」「
誰
か
の
意
見
を
聞
い
て
か
ら
返
事

し
よ
う
」な
ん
て
、
も
う
げ
っ
そ
り
す
る
。

自
信
が
な
い
と
い
う
の
は
、
信
ず
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
、
自
分
で
自
分
を
信
じ
な
く
な
っ
た
、
つ
ま
り

自
分
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
行
き
詰

ま
る
と
い
う
の
は
、
自
信
を
喪
失
し
た
と
き
に
始
ま

る
。
諸
君
よ
り
私
は
は
る
か
に
複
雑
怪
奇
な
人
生
を
歩

み
、
勉
強
も
し
、
そ
う
し
て
こ
う
し
た
心
境
を
話
し
て

い
る
が
、
20
代
で
覚さ
と

れ
た
人
も
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
、

諸
君
だ
っ
て
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
。
で
、
そ
の
覚
り

と
は
何
か
と
い
え
ば「
自
覚
」で
す
。
自
覚
と
自
信
、
私

は
同
じ
だ
と
思
う
。
自
ら
覚
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
す
。

自
分
な
ん
で
す
、
や
は
り
。
人
が
覚
ら
せ
て
く
れ
る
の

で
は
な
く
、
自
分
で
見
つ
け
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
で
す
。

泣
き
事
を
並
べ
て
い
る
連
中
、
自
信
を
喪
失
し
た
や

つ
だ
。
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
は「
自
己
確
立
」。
文
字

で
書
け
ば
、
た
っ
た
の
四
文
字
で
す
。
で
も
、
そ
れ
を

君
た
ち
が
分
か
る
に
は
か
な
り
の
努
力
が
い
る
。
自
信

喪
失
症
に
か
か
っ
て
い
る
者
、
い
な
い
か
？ 

「
俺
は
だ

め
だ
」「
俺
は
先
生
に
つ
い
て
い
け
な
い
」で
は
な
い
。
つ

い
て
行
く
気
が
な
い
、
そ
れ
だ
け
で
す
。「
俺
は
つ
ま

ら
な
い
人
間
だ
か
ら
、
俺
み
た
い
な
者
が
天
下
国
家
を

言
っ
た
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」「
そ
ん
な
こ
と

は
、
政
治
家
に
任
せ
た
ら
い
い
」と
。
け
れ
ど
、
戦
争
を

始
め
て
い
る
の
は
政
治
家
じ
ゃ
な
い
の
か
？　

汚
職
を

し
た
り
、
ろ
く
で
も
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
は
、
政

治
家
や
役
人
と
違
う
か
？　
「
自
分
の
国
を
よ
く
す
る
。

世
界
の
平
和
を
維
持
す
る
」、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
族

の
最
高
目
標
で
す
。
誰
か
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
誰
か
が
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」で
は
だ
め
な
ん
で
す
。

で
、
ま
ず
君
ら
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、「
信
仰
の
確
立
」で
す
。
つ
ま
り
、
自
己
を
信
じ

る
、
人
間
の
存
在
の
意
義
を
本
当
に
確
認
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
偶
像
を
拝
む
こ
と
を
信
仰

と
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
宇
宙
の
実
在
を
信
じ
、
そ
の

中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
自
己
を
信
じ
る
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
、
ど
う
し
て
も
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
自
ら
の
使
命
と
し
て
認
識
す

る
こ
と
で
す
。

開祖語録
ダイジェスト

　1967年8月
　第1次指導者講習会

難しいことは考えず、ただただ楽しむ

富良野光明寺道院
道院長　青

あお

木
き

賢
けん

隆
りゅう

 

わが道院では、儀式行事と、定期的に行っている学
科集中講義で読み聞かせを行っています。「道院長～、
きょうも絵本あるんですか？」と楽しみにしてくれてい
るようです。初めのころは、絵本選びもいろいろと考え
すぎていましたが、“読み聞かせをすることありき”に
なっていることにふと気付き、「それは違うな……」と。
「まずは私自身が楽しまなければ、拳士には伝わらな

い」と思い、子どもたちの笑顔を思い浮かべながら選ぶ
ようにしています。物語などなく、ただただ無意味（？）

な言葉がひたすら続く絵本などでは、子どもたちは身
振り手振りで大笑い。すると、「この子はこんな表情を
持っているんだ」と発見があったりします。いつも顔を
合わせ、分かっているつもりになっているけど、まだま
だ分かっていないんですね。易筋行でも、こんな表情を
引き出せるようにしたいと思いました。小１の拳士が、
楽しさ余って立候補して読み聞かせを行ってくれたこと
が、最近のうれしかった出来事でした。

※この開祖語録中の「少林寺」
は、金剛禅総本山少林寺
を意味しています。

◎ぐやん よやん
作：長谷川摂子
絵：ながさわまさこ
出版社：福音館書店

「この絵本は、読むというより、リズムと抑揚を自在につけて、思い切って
声を出し、歌って楽しんでほしいのです」と作者の言うとおり、「ぐやん よや
ん」「ほんやー ぞぞぞぞ びーん」「じんじ じんじ ずー」など、絵の中の不思議
なものの動きに合わせて、声をひそめたり、大きくしたり、リズムを付けた
り、自由自在に読むことによって、子どもは大喜びで絵とことばに反応する
ことができ、読み手の大人も一緒に楽しみながら読み聞かせができます。
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法を問い　
学を修める

変
わ
る
こ
と
を
楽
し
む
修
行

vol.62
文／春日部裕樹

高
校
１
年
生
の
と
き
に
友
人
か
ら「
こ
れ
か
ら
流は

行や

る

ら
し
い
か
ら
一
緒
に
や
ら
な
い
か
」と
誘
わ
れ
、
四よ

っ

日か

市い
ち

道
院
に
入
門
。
入
門
し
た
き
っ
か
け
は
こ
の
よ
う
に
安

易
な
も
の
で
あ
っ
た
。

20
代
後
半
に
な
る
と
、
本
山
で
の
講
習
会
を
き
っ
か

け
に
し
て
修
練
が
楽
し
く
な
っ
て
き
た
。
四
日
市
道
院

で
は
道
院
長
よ
り
、
つ
ど
、
金
剛
禅
の
目
指
す
べ
き
方

向
へ
と
軌
道
修
正
し
て
い
た
だ
い
た
。
例
え
ば
、
昇
級

試
験
レ
ポ
ー
ト
か
ら
、
自
分
の
考
え
は
ど
う
な
の
か
、

そ
し
て
ど
う
行
動
す
る
か
が
大
事
で
あ
る
な
ど
。
そ
ん

な
中
、
三
段
の
と
き
、
金
剛
禅
の
教
え
を
学
び
な
が
ら
、

そ
れ
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
自
分
に
気
が
つ
く
。
靴
を

そ
ろ
え
る
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
忙
し
い
と
き
や
慌
て
て

い
る
と
き
は
で
き
て
い
な
い
。
周
り
の
拳
士
を
見
て
も

同
様
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
す
ら
当
た
り
前
に
で
き
て

い
な
い
現
実
を
考
え
る
と
、
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
うに
よ
っ
て
本
当
に

自
分
は
目
指
す
べ
き
方
向
へ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
膨
ら
み
、
自
問
自
答
す
る

日
々
が
続
き
、
参
座
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
休
眠
し

て
し
ま
っ
た
。

休
眠
後
も
本
を
読
ん
だ
り
映
像
を
見
た
り
し
て
自
問

自
答
を
続
け
、
半
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、「
…
…
で
き
て
い

な
い
か
ら
こ
そ
、
言
い
続
け
る（
や
り
続
け
る
）」と
い
う

言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
今
の
自
分
に
必
要
な
も
の
は
こ

れ
だ
と
思
っ
た
。

少
林
寺
拳
法
か
ら
離
れ
て
い
て
は
答
え
に
近
づ
け
な

い
、
続
け
な
け
れ
ば
と
思
い
直
し
、
四
日
市
道
院
の
道

院
長
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
環
境
を
変
え
て
み
る
と
い

う
考
え
に
至
り
、
四
日
市
僧さ

ん

伽が

道
院
へ
転
籍
を
後
押
し

さ
れ
た
。
四
日
市
僧
伽
道
院
の
先
代
道
院
長
は
、
考
え

る
視
点
が
自
分
と
は
大
き
く
違
う
。
自
分
の
想
定
を
超

え
た
言
動
に
感
心
し
な
が
ら
も
、
つ
い
て
い
く
の
が
精

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

10
年
が
た
ち
、
先
代
道
院
長
か
ら「
道
院
を
任
せ
た
い

が
ど
う
だ
」と
声
を
か
け
ら
れ
た
。
仕
事
と
私
生
活
の
調

整
と
気
持
ち
の
整
理
に
一
年
以
上
か
か
っ
た
が
、
お
引

き
受
け
い
た
し
ま
す
と
返
事
。
先
代
道
院
長
か
ら
後
日
、

「
無
理
を
言
え
ば
引
き
継
ぐ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
本
意
で

は
な
く
、
道
院
長
に
な
る
と
い
う
自
覚
が
で
き
、
自
分

か
ら
道
院
を
引
き
継
ぐ
と
申
し
出
る
ま
で
じ
っ
と
待
っ

た
」と
い
う
話
を
聞
き
、
師
と
は
人
が
育
つ
と
き
を
待

ち
、
そ
れ
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
る

と
教
え
ら
れ
た
。

私
の
道
院
長
一
年
目
は
、
先
代
と
同
じ
よ
う
に
指
導

し
て
い
た
つ
も
り
だ
が
、
し
ょ
せ
ん
は
真ま

似ね

に
し
か
す
ぎ

ず
、
子
ど
も
た
ち
は
見
抜
い
て
い
る
。
大
人
の
拳
士
も
自

ら
が
行
動
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
技
術
指
導
が
で
き
て

も
、
そ
れ
以
上
の
何
か
が
欠
け
て
い
て
道
院
長
ら
し
く

な
い
、
道
院
長
と
し
て
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
。

生
来
無
口
で
人
の
前
に
立
つ
こ
と
を
好
ま
な
い
私
は
、

道
院
幹
部
と
な
り
、
指
導
を
通
じ
て
徐
々
に
変
わ
っ
て

き
た
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

道
院
は
寄
り
場
だ
。
道
院
長
は
日
々
の
修
練
に
来
た
く

な
る
場
の
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
拳
士
や
保
護
者
と
の
間

に
人
間
的
信
頼
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
だ
。

自
分
が
変
わ
る
こ
と
で
、
門
下
生
と
道
院
長
が
お
互

い
よ
い
方
向
に
変
わ
っ
て
い
く
。
自
分
は
少
林
寺
拳
法

の
指
導
者
と
し
て
い
つ
も
見
ら
れ
て
い
る
と
意
識
し
、

門
下
生
に
は
一
人
一
人
の
特
性
を
見
極
め
、「
任
せ
る
」

こ
と
を
心
が
け
た
。
徐
々
に
門
下
生
が
自
信
を
持
っ
て

行
動
す
る
姿
に
変
わ
っ
て
い
く
。
金
剛
禅
に
お
け
る
生

涯
修
行
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
い
う
思
い
に

至
っ
た
。
道
院
長
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
世
界

は
気
づ
か
な
い
し
、
自
分
が
ど
う
変
わ
る
必
要
が
あ
る
か

と
い
う
修
行
課
題
も
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
他
人
の
こ
と

を
考
え
、
教
え
、
導
く
力
を
つ
け
る
に
は
、
道
院
長
を
目

指
し
、
道
院
長
に
な
る
こ
と
が
一
番
の
近
道
と
い
え
る
。

よ
き
二
人
の
師
に
出
会
え
た
こ
と
に
感
謝
し
、
生
涯

修
行
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
。
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担当／倉本亘康

道院長は、金剛禅の“布教者”であるととも
に、拳士を育てる“指導者”でもありますが、も
う一つ忘れてはいけないことがあります。それ
は、道院長も一人の“修行者”である、というこ
とです。

修練では、開祖の教えのとおり、できるだけ
一度は一人一人の手を取って指導するように心
がけています。

一方で、私もみんなの中に交じって、一緒に
なって修練に汗を流します。一緒に汗を流すか
らこそ、拳士から学べることもたくさんあり、
それは私自身の成長の糧にもなっています。

これからも一人の修行者として、謙虚な姿勢
で、道を求めていきたいと思います。

京都府・舞
まい

鶴
づる

道院
清
きよ

野
の

　 姿
すがた

 道院長

第　　
11

　　回

みんなと一緒になって汗を流す

人間性を高めてもらう気持ちで拳士に向き合う
大人も子どもも「ただいまー！」と、まるでおうちに帰っ

てきたかのような道院でありたいと思っています。
かつては厳しい指導もしていましたが、今は違います。

「よう帰ってきたなあ」と、参座してきた拳士をおうちに迎
え入れるようにしています。

今の専有道場は40畳ほどで、５年前にご縁を頂きまし
た。広さや天井の高さもほどよく、家庭的な道院をつくる
のにふさわしい環境になったと思っています。

少林寺拳法というものを通じて、拳士たちに人間として
の素直さや強さ、他者を思いやる気持ちなどを身につけて
もらいたい。そんな気持ちで拳士と向かい合っています。

おかげさまで、少年部のころに入門した拳士が、今では
社会人となり、子どもたちを指導してくれるようになりま
した。このようなものが財産なのだと思います。

7   あ・うん　2019　皐月・水無月



連載　金剛禅オフィシャルサイト連動企画　http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/

担当／中川　純

全文はサイトへ

愛知県・岡
おかざきちゅうぶ

崎中部道院
道院長　加

か

藤
とう

利
とし

彦
ひこ

（39歳）

道院長

元気の素
vol.46

私
の
父
は
、
道
院
長
と
し
て
、
二
つ
の
道
院
を
運
営

し
て
い
た
た
め
、
生
ま
れ
た
こ
ろ
か
ら
少
林
寺
拳
法
は

非
常
に
身
近
な
存
在
で
し
た
。
そ
し
て
、
私
が
28
歳
の

と
き
、
父
が
運
営
し
て
い
る
道
院
の
一
つ
を
引
き
継
ぐ

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
道
院
内
に
は
、
高
段
者

の
先
輩
拳
士
も
多
数
在
籍
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
私
に
道

院
長
が
務
ま
る
の
だ
ろ
う
か
」と
悩
み
ま
し
た
が
、
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
道
院
に
行
く
父

の
姿
を
見
て
い
た
こ
と
と
、
父
か
ら
よ
く
聞
い
た「
継
続

は
力
な
り
」と
い
う
法
話
を
思

い
出
し
、〝
や
る
な
ら
今
し
か

な
い
〟と
奮
起
し
、
道
院
長
を

交
代
す
る
決
意
を
し
ま
し
た
。

私
は
、
地
元
の
高
校
を
卒
業

し
た
あ
と
に
日
本
少
林
寺
武
道

専
門
学
校（
当
時
）に
入
学
し
、

そ
こ
で
多
く
の
先
生
方
か
ら
学

ん
だ
こ
と
や
、
共
に
学
ん
だ
仲

間
が
全
国
各
地
で
活
躍
し
て
い

る
こ
と
。
ま
た
、
地
元
の
武
専

愛
知
地
区
で
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
た

め
、
道
院
長
の
や
り
が
い
も
肌
で
感
じ
て
い
た
こ
と
も

道
院
長
に
な
る
後
押
し
に
な
り
ま
し
た
。

道
院
で
は
、
あ
い
さ
つ
が
し
っ
か
り
で
き
る
よ
う
に

指
導
し
て
い
ま
す
。
あ
い
さ
つ
は
、
人
と
人
に
よ
っ
て

交
わ
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
人
間
関
係
の
基
本
と
な
る

も
の
で
す
の
で
、
独
り
言
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
り
、

下
を
向
い
て
あ
い
さ
つ
し
て
い
る
子
が
い
れ
ば
、
何
度

も
や
り
直
し
を
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
あ
い
さ

つ
が
し
っ
か
り
で
き
る
こ
と
を
ま
ず
教
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
へ
の
あ
い
さ
つ
だ
け
で
な
く
、
道
場
に
対

し
て
の
あ
い
さ
つ
も
し
っ
か
り
で
き
る
よ
う
に
教
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
道
院
長
を
交
代
し
て
４
回
修

練
場
所
を
変
更
し
て
い
る
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
ま

す
。
修
練
場
所
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
た
び

に
、
幹
部
拳
士
を
は
じ
め
保
護
者
の
方
々
が
い
ろ
い
ろ

探
し
回
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
ご
助
力
を
拳
士

に
知
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

て
ほ
し
く
な
い
こ
と
も
あ
り
、
道
場
に
対
す
る
あ
い
さ

つ
も
徹
底
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

道
院
で
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
元
気
い
っ
ぱ
い
修
練

す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
自
身
、
道
院

長
に
な
っ
て
か
ら
も
、
拳
士
た
ち
と
一
緒
に
基
本
か
ら
目

い
っ
ぱ
い
修
練
し
、
汗
を
か
く
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

道
院
長
は
、
指
導
す
る
立
場
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は

修
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
た
め
に
も
、
日

頃
の
修
練
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
各
種
大
会
に
も
参

加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
教
区
や
県
連
、
武
専
で
の
修

練
や
指
導
な
ど
、
で
き
る
範
囲
で
協
力
し
て
い
ま
す
。

仕
事
は
自
営
業（
建
築
関
係
）で
す
の
で
、
修
練
日
は

時
間
を
つ
く
れ
る
よ
う
、
仕
事
を
他
の
日
に
振
る
な
ど

工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
取
り
引
き
関
係
の
方
な
ど
に
は

道
院
長
を
や
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
で
き
る
か
ぎ
り

理
解
し
て
い
た
だ
く
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

道
院
長
を
始
め
た
こ
ろ
は
、
仕
事
の
調
整
も
な
か
な

か
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、「
と
に
か
く
一
生
懸
命
や
り

き
る
し
か
な
い
！
」と
思
い
続
け
、
実
行
し
て
い
る
う

ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と
周
り
も
理
解
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
修
練
に
遅

れ
て
し
ま
う
と
き
は
、
父
や
幹
部
拳
士
の
方
に
お
願
い

し
て
道
場
に
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
自

分
の
時
間
の
使
い
方
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の

こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
と
実
感
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
道
院
長
で
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
も
多
い
と
、
最
近
は
感
じ
て
い
ま
す
。

前
述
し
ま
し
た
が
、
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
と
、
自

然
と
周
り
の
人
が
協
力
し
て
く
れ
た
り
助
け
て
く
れ
た

り
す
る
も
の
で
す
。
妻
や
子
ど
も
た
ち
も
、
道
院
長
と

い
う
立
場
を
理
解
し
、
修
練
日
は
何
か
と
協
力
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。
家
族
だ
け
で
な
く
、
本
当
に
困
っ
て
い

る
と
き
に
協
力
し
て
も
ら
え
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を

し
み
じ
み
感
じ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
経

験
を
通
し
て
、「
私
自
身
も
誰
か
の
た
め
に
協
力
し
よ

う
」と
考
え
、
実
践
す
る
こ
と
が
年
々
増
え
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
後
も
、
自
身
が
修
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
ず
、
拳
士
と
と
も
に
成
長
で
き
る
よ
う
に
精
進
し
、

父
か
ら
学
ん
だ〝
継
続
は
力
な
り
〟の
教
え
を
実
践
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

幼
少
よ
り
身
近
な
存
在

ま
ず
は
あ
い
さ
つ
が

し
っ
か
り
で
き
る
よ
う
に

※プロフィールなど、金剛禅オフィシャルサイトの全文もぜひご覧ください。

自
然
と
協
力
者
が
現
れ
る
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本
山

⃝
本
山
公
認
教
区
講
習
会（
派
遣
講
師
）

［
1
月
27
日
］千
葉
県
教
区（
片
岡
三
郎
）

［
2
月
3
日
］茨
城
県
教
区（
鈴
木
裕
）

［
2
月
17
日
］栃
木
県
教
区（
柏
井
伸
一
）、

奈
良
県
教
区（
川
端
哲
）、
山
口
県
教
区

（
高
辻
吉
治
）、
鹿
児
島
県
教
区（
大
澤
隆
）

［
2
月
24
日
］中
国
地
方
教
区（
坂
下
充
）、

京
都
府
教
区（
濵
﨑
哲
也
、
川
上
鐘
成
）

⃝
教
区
研
修
会

［
1
月
19
日
］青
森
県
教
区

［
1
月
20
日
］大
阪
府
教
区

［
1
月
26
日
］佐
賀
県
教
区

［
1
月
27
日
］埼
玉
県
教
区

［
2
月
2
日
］東
京
都
教
区

［
2
月
3
日
］和
歌
山
県
教
区
、
愛
知
県

教
区
、
長
崎
県
教
区

［
2
月
17
日
］長
野
県
教
区
、
滋
賀
県
教

区
、
香
川
県
教
区

⃝
小
教
区
研
修
会

［
11
月
23
日
］宮
城
塩
釜
小
教
区

［
12
月
23
日
］三
重
四
日
市
小
教
区

［
1
月
8
日
］奈
良
桜
井
小
教
区

［
1
月
14
日
］東
京
第
二
小
教
区
、
東
京

第
三
小
教
区

［
1
月
20
日
］群
馬
東
毛
小
教
区
、
神
奈

川
横
浜
第
三
小
教
区
、
兵
庫
丹
有
小
教
区

［
1
月
21
日
］東
京
第
六
小
教
区

［
1
月
26
日
］愛
知
西
三
河
第
一
小
教
区

［
1
月
27
日
］東
京
第
十
六
小
教
区

［
2
月
2
日
］長
野
東
信
小
教
区

NEWS   活動報告

投稿大募集　〒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　※投稿記事は400字を目安とし、名前、所属、連絡先を忘れずにご記入ください。なお、誌面の都合上、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。ホームページには誌面以外の投稿も掲載しています。

法
創
始
72
周
年
に
向
け
、
よ
り
一
層
信

念
を
持
っ
て
布
教
に
邁
進
す
る
こ
と
を

誓
い
合
い
ま
し
た
。

心
新
た
に
2
0
1
9
年
の
一
歩
を
踏

み
出
す
有
意
義
な
集
い
で
し
た
。

（
北
海
道
教
区
）

三
木
道
院

２
月
10
日
、
高
松
正
純
先
生
の
勤
続

40
年
を
記
念
し
、
祝
賀
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
近
隣
の
所
属
長
や
懐
か
し
い
OB

も
駆
け
つ
け
、
今
ま
で
の
軌
跡
を
振
り

返
り
、
感
動
す
る
内
容
で
し
た
。
ま
た
、

奥
様
の
登
代
子
様
に
も
ご
臨
席
い
た
だ

き
、
幼
少
か
ら
お
世
話
に
な
っ
た
者
も

多
く
、
感
謝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
播
磨
南
道
院
／
吉
野
雅
文〈
発
起
人
〉）

［
2
月
3
日
］東
京
第
八
小
教
区
、
神
奈

川
川
崎
小
教
区
、
山
梨
小
教
区

［
2
月
6
日
］山
形
庄
内
小
教
区

［
2
月
10
日
］静
岡
中
部
小
教
区

［
2
月
11
日
］奈
良
桜
井
小
教
区

［
2
月
17
日
］北
海
道
石
狩
小
教
区
、
青

森
南
部
小
教
区
、
茨
城
県
南
小
教
区
、

神
奈
川
西
湘
小
教
区

［
2
月
24
日
］北
海
道
胆
振
苫
小
牧
小
教

区
、
北
海
道
十
勝
小
教
区
、
三
重
四
日

市
小
教
区

北
海
道
教
区

2
0
1
9（
平
成
31
）年
１
月
19
日
、

北
海
道
教
区
新
春
法
会
を
白
戸
淳
一
教

区
長
が
導
師
を
務
め
、
厳
粛
に
挙
行
さ

れ
ま
し
た
。
参
列
者
一
同
、
少
林
寺
拳

開
催
報
告

勤
続
40
年
記
念
祝
賀
会

新
春
法
会
を
挙
行

◆教学委員会
須田 剛（委員長）、東山 忠裕（副委員長）、春日
部 裕樹、坂下 充、中山 文夫、濵﨑 哲也、藤
井 省吾、松本 好史
◆次世代の育成制度やネットワークを検討・推

進するプロジェクト委員
浅井 昌典、池内 一文、海沼 実、永江 健将、
中島 正樹、藤本 哲章、増井 友哉、三井 純一、
村田 素彦

◆生涯修行としての少林寺拳法修行法検討プロ
ジェクト委員

石井 利直、伊東 一男、片岡 三郎、河面 豊光、
鈴鹿 成正、森川 弘仁、米田 正寛
◆運営指導委員
秋葉 みどり、川上 鐘成、片岡 三郎、川端 哲、
河面 豊光
◆本山教師
青島 勉、井戸家 正旺、宇都宮 俊二、江原 謙
治、沖山 聖徳、海鋒 雅之、柏井 伸一、春日部 
裕樹、片岡 三郎、川上 鐘成、川端 哲、小林 
登、近藤 悦朗、齊藤 政実、坂下 充、鈴鹿 成

正、鈴木 義勝、鈴木 裕、須田 剛、高辻 吉治、
竹田 則幸、土佐 久、永井 比佐志、中川 英昭、
中山 文夫、野口 雅司、濵﨑 哲也、原 宏、東
山 忠裕、藤井 省吾、前田 保男、松本 好史、
三柴 始、迎田 展孝、柳川瀬 一美、湯浅 裕二
◆僧階論文審査員
飯野 貴嗣、海鋒 雅之、春日部 裕樹、片岡 三
郎、川端 哲、倉本 亘康、坂下 充、鈴木 義勝、
須田 剛、高辻 吉治、竹田 則幸、多月 文博、
中川 純、中川 英昭、濵﨑 哲也、原 宏、東山 
忠裕、藤井 省吾、松本 好史、三柴 始、宮本 
公己

　門信徒の方々が心の故郷である本山において、
金剛禅のすばらしさを実感し、さらに修行に励
めるよう“帰山日”を設けております。
　周年行事や複数道院での行事の一つとしてみ
てはいかがでしょうか。
　保護者や後援者の方々もお越しいただきます
よう、お待ちしております。

❖開催日：4月21日、5月26日、7月28日、8月4日、
10月27日、 2020年1月26日、 2月16日、 3月15日
❖帰山のプログラム：鎮魂行、管長挨拶、修練、
演武見学、記念撮影

◇◇◇◇◇
※詳細は、基幹システム／お知らせの「▪金剛
禅総本山少林寺／2019年度 帰山行事のご案内

【道院長各位】」（2019年3月15日掲載）をご覧く
ださい。

本山委員名簿
（2019 年度）

⃝⃝⃝▶ 帰山行事の案内 ◀︎⃝⃝⃝
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根
ね

本
もと

 良
よし

一
かず

　朝霞道院元道院長、 187期生、大導師正範士七段、 2019年1月31日逝去、満86歳

菅
すが

 敏
とし

光
みつ

　御船道院元道院長、 94期生、大導師正範士七段、 2019年2月8日逝去、満86歳

古
こ

林
ばやし

 晋
すすむ

　神戸北道院道院長、 184期生、大導師正範士八段、 2019年2月27日逝去、満72歳

訃報

僧階昇任者
大導師
■2019年3月10日付
海沼 実（東京西品川道院）
戸田 耕二（岐阜金華道院）
桒原 誠司（名古屋港道院）
伊藤 作次（名古屋瀬古道院）
佐脇 幸良（三重津城北道院）
矢野 馨（大津比良道院）
冨山 稔（伊予宮下道院）
■2019年3月31日付
遠藤 康二（宮城大河原道院）
尾崎 諭司（茨城牛久道院）
清水谷 正道（千葉宮野木道院）
小倉 潔（千葉弁天道院）
竹中 司（東京滝野川道院）
飯田 昌一（秦野道院）
深澤 宏（海老名道院）

庄司 不二雄（横須賀馬堀道院）
吉田 尚生（川崎小杉道院）
山田 恵修（清水中部道院）
宇佐美 智（静岡竜爪道院）
中導師
■2019年1月1日付
小林 美一（大阪新淀川道院）
■2019年3月10日付
佐藤 晋（秋田仁賀保道院）
島 英夫（横浜戸塚道院）
日野 勝利（横浜戸塚道院）
前出 健太郎（三重津城北道院）
田中 徳幸（大阪東淀川道院）
松村 洋輝（宇部常盤道院）
■2019年3月30日付
伊藤 慎也（酒田中部道院）
𠮷田 和雄（山形天童道院）

𠮷田 宏子（山形天童道院）
豊田 健（東京築地道院）
木内 格志（三軒茶屋道院）
小久保 貴光（町田南道院）
津川 辰己（湘南誠志道院）
吉田 雅恵（横浜戸塚道院）
阿部 徹彦（厚木道院）
小山 実（横浜本郷道院）
内藤 正智（川崎柿生道院）
吉田 愛美（東戸塚道院）
浦辺 洋介（横浜星川道院）
鈴木 伸定（横浜名瀬道院）
鈴木 大忠（浜北道院）
中村 孝之（静岡三島道院）
杉下 久夫（伊豆韮山道院）

2019年2月度　認証
●交代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡宗像道院　　　　　　　　　　　　　　　　中島 秀幸

正範士
■2019年3月17日
本田 穰司（川之江道院）

准範士
■2019年3月17日
岸本 章良（篠山中部道院）

三浦 勇（三田東道院）
小玉 恵三（倉敷北道院）
國富 佑治（本部道院）

法階昇格者

布施
▷第七期 宗道臣塾 塾生一同   50,000円
▷埼玉早瀬道院　林 昌幸   50,000円
▷東京都教区    10,000円
▷豊田末野原道院　服部 俊美   10,000円
▷周南南道院　渡邉 晴夫   10,000円
▷千葉県教区      5,000円

公認講習会
▷栃木県教区    30,000円
▷千葉県教区    30,000円
▷茨城県教区    30,000円
▷京都府教区    30,000円
▷中国地方教区    30,000円
▷熊本県教区    30,000円
▷鹿児島県教区    30,000円

お布施

新春法会
北海道教区、群馬県教区、東京都教区、三重県教区、岐阜県教区、徳島県教区、牧野 清、牧野 明美、藤本 義政、小池 孝忠、小野寺 米蔵、庄
野 雅巳、山本 潮、本田 演昭、加藤 義秋、石井 宏明、今城 隆廣、峠 徹、小川 肇、大野木 憲三、篠原 正、田原 正晴、川口 宗勇、今井 明
雄、三重千種道院、三重津東道院、梅津道院、京都向日町道院、大阪伊吹道院、本部道院、林 正次郎、中村 敏之、鈴木 源治、青島 勉、伊澤 
啓介、前野 美則、米澤 和雄、五十嵐 好一、清野 姿、永井 比佐志、柏井 伸一、高野 實、木村 弘史、石井 武俊、丸野 俊一、池本 孝一、東浦 
寿成、木戸 薫、内海 武彦、内海 昌浩、川崎 敏行、岡田 孝、畑中 武弘、中村 袈裟巳、小磯 信一、江原 謙治、淺妻 嘉光、橋本 佳子、女性拳
士交流会イン京都、本部道院OB会、株式会社高松三越、株式会社一鶴、西野金陵株式会社、株式会社百十四銀行多度津支店、トリックスター
ズ・アレア有限会社、山﨑生花店、民宿ちぐさ、有限会社長尾酒店、お食事処まんぷく食堂、買田果物店、山﨑 高雄、西山 俊一郎、近藤 典子

⃝少林寺拳法グループ関係団体代表者の役職呼称変更について
　2019年４月１日より、少林寺拳法グループ代表者の呼称を「総裁」改め「代表」、金剛禅総本山少林寺代表役員の呼称
を「代表」改め「管長」とします。

I N F O R M A T I O N
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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。
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イラスト／大原由軌子

追
おう

手
て

門
もん

学
がく

院
いん

大
だい

学
がく

　大
おお

城
しろ

浩
こう

司
じ

僕たちは恵まれている

2019年５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（追加１部につき50円・送料別途要）。
　TEL.0877-33-1010
　e-mail：aun@shorinjikempo.or.jp
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編集後記▶「特集」にあるように、新たな取り組みと
して「次世代ネットワークプロジェクト」「生涯修行プロ
ジェクト」がスタートしました。情報社会、少子高齢社
会といわれる中、遅ればせながら、これからの金剛禅
運動がその活動の幅をより広げるために必要なプロ
ジェクトです。▶これまでとは違う社会を迎え、同じ発
想、同じやり方のままでは、活動の幅は恐らく狭まる
ばかりです。すでにある「健康プログラム」や「絵本プ
ロジェクト」のように、道院だからこそできる、道院に
しかできない、そんな活動がますます価値を持ってい
くことでしょう。▶新天皇陛下が即位され、元号が令
和となりました。そんな節目の変わりも味方につけて、
果敢に時代にチャレンジしていきたいものです。（さ）
表　　紙▶三野 智大 北海道出身。専門学校
札幌ビジュアルアーツ卒業。 2016年3月より

「ダーマ」をテーマに『あ・うん』の表紙撮影に
取り組む。正拳士四段。
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイト▶

http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/
管長法話をはじめ、「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。

　

こ
と
し
も
春
季
大
学
連
盟
本
部
合
宿
に
参

加
し
ま
し
た
。
こ
と
し
は
少
林
寺
拳
法
記
念

館（
五
畳
半
道
場
）を
見
学
で
き
る
と
案
内
が

あ
っ
た
の
で
、
最
終
日
解
散
の
後
、
同
じ
大

学
の
仲
間
と
時
間
が
許
す
か
ぎ
り
見
学
し
ま

し
た
。〝
狭
い
道
場
〟と
漠
然
と
予
想
し
て
い

た
の
で
す
が
、
本
当
に
普
通
の
民
家
の
一
室

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
少
し
驚
き
ま
し
た
。
六

畳
間
に
半
畳
の
祭
壇（
と
い
っ
て
も
押
し
入
れ

の
上
部
）が
あ
り
、
道
場
と
い
え
る
部
分
は
本

当
に
五
畳
半
で
し
た
。
職
員
の
方
か
ら「
当
時

は
廊
下（
ほ
ん
の
２
～
３
ｍ
）で
待
っ
て
い
て
、

開
祖
の「
次
」と
い
う
言
葉
で
道
場
に
入
り
、

一
人
ず
つ
指
導
を
受
け
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
は
他
の
門
下
生
と
外
で
修
練
を
積
ん

で
い
て
、
時
に
は
一
緒
に
食
事
し
、
夜
遅
く

ま
で
語
り
合
っ
て
い
た
そ
う
で
す
」と
説
明
を

受
け
、
創
生
期
の
少
林
寺
拳
法
の
苦
労
と
工

夫
、
そ
し
て
開
祖
と
大
先
輩
た
ち
の
熱
い
思

い
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た

〝
僕
た
ち
は
恵
ま
れ
て
い
る
〟と
も
感
じ
ま
し

た
。
道
院
で
少
林
寺
拳
法
を
し
て
い
た
と
き

も
、
現
在
大
学
で
少
林
寺
拳
法
を
し
て
い
る

と
き
も
、
広
い
道
場
で
修
練
で
き
る
こ
と
が

当
然
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は

す
ご
く
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

私
は
小
学
校
１
年
生
の
と
き
道
院
に
入
門

し
、
そ
の
後
も
高
校
、
大
学
と
少
林
寺
拳
法

を
続
け
て
い
ま
す
が
、
大
学
を
卒
業
す
る
と

就
職
し
、
新
社
会
人
と
し
て
今
ま
で
の
よ
う

に
修
練
を
続
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
可
能

な
か
ぎ
り
修
行
に
取
り
組
み
、
人
づ
く
り
の

道
に
携
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

検索金剛禅

●お詫びと訂正
「あ・うん」第63号（2019年3月1日発行）9ページに誤り
がありました。
　誤）竹下市長 → 正）竹上市長
関係者の皆様ならびに読者の皆様にご迷惑をおかけしま
したことを深くお詫

わ

び申し上げます。

11   あ・うん　2019　皐月・水無月



本当の強さを得るには、拠
よ

り所となる自分をつくることである。それは、相手を倒す強
さを身につけることや、他人との比較や競争によって得られるものではない。
無手で身を護

まも

る技術を修めながら胆力を養い、どのような状況に陥ろうと自分の可能
性を信じ、途中で諦めることなく事に当たっていく。
これらの努力を積み重ねる先に本当の強さがあり、自分を信じているからこそ、人は
身心ともに逞

たくま

しく成長していけるのである。

撮影／志村　力　文／冨田雅志　演武者／守者：倉本亘康　准範士六段　攻者：飯野貴嗣　准範士七段

の としての少林寺拳法

強さ

中段返より内受突
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。

検索金剛禅


