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新
し
い
時
代
の
金
剛
禅
教
団
…
…
脚
下
照
顧
か
ら
未
来
へ

去
る
１
月
12
日
、
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
に
お
い
て
、
宗
由
貴
第
二
世
師し

家け

よ
り
宗
昂
馬
第
三
世
師
家
へ
の
承
継
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、

宗
昂
馬
新
師
家
と
大
澤
隆
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
管
長
、
そ
し
て
本
法
人
の
責
任
役
員
で
あ
る
須
田
剛
、
海
鋒
雅
之
、
東
山
忠
裕
の
各
氏
に
、
金
剛
禅
教
団

の
現
状
認
識
と
そ
の
展
望
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　皆様に、新春のお慶
よろこ

びを申し上げます。

　本年、 1月1日付にて、私は少林寺拳法第三世師家に就任い

たしました。

　これより経験を積み重ね、皆様のご支援を頂きながら、社会

に役立つ人づくりを目指し、少林寺拳法を創始された宗道臣初

代師家の志、また、二世師家が具現化された金剛禅運動を正し

く承継するために、力の限り尽くす所存ですので、よろしくお

願い申し上げます。

　さて、少林寺拳法は、創始から73年目に入りました。「一年

の計は元旦にあり」といわれますが、今一度、私たちの活動が

社会にどのように伝わっているのかをしっかりと考え、皆様と

ともに歩み出す一年にしたいと思います。

　また、ことしは東京オリンピック開催の年であり、にぎやか

な年となることでしょう。一方で、日本が抱える社会問題は

年々深刻になっており、掲げる理想や身近な目的と現実社会と

のギャップを埋めようとする私たちの役割も大きくなってきて

いるのではないでしょうか。

　自分の成長だけを目標とせず、人間力や社会とつながる心を

養わなければならない時代です。人と人がお互いに理解し合

い、協力して成し遂げる喜びや、自分が誰かに必要とされてい

る喜びを実感することが何よりも大切だと思います。

　少林寺拳法創始の目的でもある「人づくりによる国づくり」を

具現化できる場として、地域社会のニーズに合わせられる道院

による運動を最大限に生かして、他人との比較や競争ではない

生き方を、金剛禅とともに一年間歩んで参りましょう。

　最後に、本年も皆様の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

　昂
こう

馬
ま

 少林寺拳法第三世師家

新春のごあいさつ
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大澤隆金剛禅総本山少林寺管長

人
と
社
会
に
と
っ
て

価
値
あ
る
活
動

管
長　

ま
ず
は
、
師
家
ご
就
任
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
し
い
時
代

に
向
け
て
、
金
剛
禅
の
教
え
を
守
り

伝
え
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
も
師
家

の
下
、
教
団
を
発
展
さ
せ
て
い
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
本
日
は
師

家
を
お
迎
え
し
て
、
そ
の
た
め
に
何

を
す
べ
き
か
、
何
が
必
要
か
を
、
改

め
て
一
緒
に
お
話
し
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

師
家　

師
家
と
し
て
の
元
年
に
ま
ず

思
う
こ
と
は
、
門
信
徒
以
外
の
方
た

ち
に
と
り
ま
し
て
も
居
心
地
の
よ
い

組
織
、「
い
い
ね
」と
言
っ
て
い
た
だ

け
る
活
動
で
あ
り
た
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
本

山
内
局
の
質
を
よ
り
高
め
て
い
た
だ

き
た
い
し
、
私
も
そ
の
方
向
を
目
指

し
て
脚
下
照
顧
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

管
長　

社
会
が
必
要
と
し
て
い
る
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
や
ぬ
く
も
り
、

生
き
る
力
を
育
む
活
動
と
い
う
も
の

が
少
林
寺
拳
法
の
世
界
に
は
あ
り
ま

す
。
本
山
と
し

て
も
、
私
た
ち

の
活
動
を
社
会

に
も
っ
と
広
く

知
っ
て
い
た
だ

く
努
力
を
し
て

い
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

須
田　

ま
さ
に

道
院
は
、
そ
う

し
た
活
動
の
現

場
で
す
ね
。
し

か
も
道
院
長
は
、

仕
事
を
持
っ
た

う
え
で
日
々
奮

闘
し
て
い
る
。
お
金
で
は
な
く
、
人

づ
く
り
に
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
が
何
十
年
と
続
い
て

い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
も
っ
と
誇

り
に
し
、
そ
の
活
動
の
本
質
と
価
値

を
改
め
て
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
本
山
は
そ

う
し
た
価
値
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
組
織
の

運
営
や
管
理
だ
け
で
な
く
、
道
院
や

門
信
徒
に
と
っ
て
の
憧
れ
、
指
標
で

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

海
鋒　

広
く
正
し
く
知
っ
て
も
ら
う

た
め
に
は
、
ま
ず
道
院
長
や
幹
部

が
金
剛
禅
の
教
え
を
自
分
の
中
に
落

と
し
込
ん
で
、
さ
ら
に
今
の
時
代
に

あ
っ
た
言
葉
や
行
動
で
そ
れ
を
表
す

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
少
林
寺

拳
法
は
大
切
な
修
行
法
で
す
が
、
道

院
の
活
動
が
武
道
や
ス
ポ
ー
ツ
と
同

じ
だ
と
見
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
ま
っ
た
く
不
本
意
な
こ
と
で
す
。

東
山　

人
間
的
な
成
長
と
い
う
の
は
、

技
術
の
修
得
と
は
違
っ
て
目
に
見
え

に
く
く
、
自
覚
も
し
づ
ら
い
も
の
で

す
。
で
も
、
道
院
で
は
そ
れ
を
体
感

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
生
や
先

輩
に
見
守
ら
れ
て
、
人
と
し
て
の
生

き
方
を
学
び
、
修
行
を
コ
ツ
コ
ツ
と

長
く
続
け
な
が
ら
、
で
き
な
か
っ
た

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ

し
か
自
分
の
行
動
も
変
わ
る
。
す
る

と
周
り
の
人
た
ち
の
見
る
目
も
変
わ

り
、
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
喜
び
や
感
謝
、
人
と
の

絆
が
あ
る
。
そ
れ
が
本
来
の
道
院
の

姿
で
す
。

管
長　

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
人
と

し
て
の
生
き
方
と
い
う
こ
と
で
は
、

自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
、
と
い
う
世
界

は
そ
も
そ
も
道
院
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

心
と
体
の
調
和
、
人
と
人
と
の
調
和
、

そ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
修
練
に
取

宗昂馬第三世師家

宗
門
の
行
と
し
て
の

修
練
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次
世
代
の
育
成
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

須田剛責任役員

海
鋒　

道
院
が
活
動
し
や
す
く
な
る

海鋒雅之責任役員

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

師
家　

私
は
、
修
練
に
限
ら
ず
、
道

院
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
、
考
え
方

や
思
い
も
調
和
し
て
い
く
よ
う
に
思

い
ま
す
。
道
院
で
の
物
事
と
い
う
の

は
、
常
に
一
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て

つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
た
い
で
す
ね
。
そ
う
思
え

る
よ
う
に
な
る
ベ
ー
ス
と
し
て
、
少

林
寺
拳
法
を
皆
と
一
緒
に
修
練
す
る

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
の
で
す
。

須
田　

そ
う
で
す
ね
。
技
が
掛
か
れ

ば
痛
い
し
、
握
ら
れ
れ
ば
体
温
を
感

じ
る
。
そ
う
し
て
相
手
と
の
関
係
を
、

体
を
通
じ
て
理
解
し
て
い
く
と
い
う

修
練
に
な
っ
て
い
ま
す
。
体
と
心
と

を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
こ
と
を
学
ん

で
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
正

し
く
認
識
で
き
、
指
導
で
き
る
人
を

増
や
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

道
院
に
と
っ
て
も
非
常
に
大
切
で
す
。

例
え
ば
、
月
に
一
回
の
地
域
の
清
掃

活
動
で
あ
っ
て
も
、
続
け
れ
ば
認
め

ら
れ
、
認
め
ら
れ
れ
ば
そ
の
教
え
や

道
院
活
動
に
つ
い
て
も
皆
さ
ん
に
理

解
さ
れ
や
す
く
な
る
も
の
で
す
。

須
田　

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
金
剛

禅
で
修
行
し
た
人
た
ち
が
、
社
会
で

ど
の
よ
う
に
活
躍
し
て
い
る
か
と
い

う
広
報
が
も
っ
と
必
要
だ
と
思
い
ま

す
ね
。「
信
条
」に
あ
る「
平
和
と
福
祉

に
貢
献
す
る
」と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
現
場
で
こ
の
よ
う
に
実
践
さ

れ
て
い
る
と
い
う
紹
介
が
も
っ
と
あ

る
べ
き
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
と

ど
ま
ら
ず
、
こ
の
組
織
に
は
い
ろ
ん

な
リ
ー
ダ
ー
や
保
護
司
、
地
域
の
世

話
役
を
務
め
る
な
ど
、
本
当
に
す
ば

ら
し
い
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
が
大

勢
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
。

管
長　

同
感
で
す
。
金
剛
禅
の
価
値

を
し
っ
か
り
広
め
て
い
く
に
は
、
時

代
に
合
っ
た
適
切
な
広
報
、
今
ま
で

以
上
に
道
院
が
活
動
し
や
す
く
な
る

制
度
な
ど
、
多
く
の
課
題
や
改
善
点

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
ス

ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
本

山
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
師
家

も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
本
山
内
局
の

本
山
は
そ
う
し
た
修
行
体
系
を
整
備

し
、
高
め
、
維
持
し
な
い
と
い
け
な

い
。
こ
れ
は
こ
れ
で
大
き
な
課
題
の

一
つ
で
す
ね
。

海
鋒　

私
た
ち
の
活
動
を
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
点
で
は
、
武

道
と
し
て
の
少
林
寺
拳
法
の
魅
力
に

甘
ん
じ
る
の
で
な
く
、
大
き
く
方
向

転
換
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま

す
。
年
代
に
も
よ
り
ま
す
が
、
多
く

の
人
々
の
関
心
は
、
も
う
武
道
で
は

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
人
や
社
会
に

役
立
つ
人
づ
く
り
の
傍
ら
で
少
林
寺

拳
法
を
行
じ
て
い
る
、
く
ら
い
の
気

持
ち
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

師
家　

修
行
は
い
わ
ば
イ
ン
プ
ッ
ト

で
す
が
、
そ
の
価
値
を
感
じ
る
に
は
、

道
院
で
得
た
こ
と
を
実
践
し
表
現
す

る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
機
会
を
持
つ
こ

と
が
大
切
で
す
ね
。
昇
格
や
大
会
は
、

修
得
し
た
技
術
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の

機
会
と
な
り
え
て
き
ま
し
た
。
で
は
、

修
行
と
い
う
大
き
な
く
く
り
で
は
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

東
山　

そ
う
で
す
ね
。
特
に
地
域
社

会
で
の
活
動
と
い
う
の
は
、
教
団
や

道
院
で
得
た
こ
と
の

実
践
と
そ
の
広
報
を

仕
組
み
や
業
務
の
質
と
い
う
も
の
を
、

も
っ
と
高
め
た
い
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

師
家　

多
様
化
し
た
社
会
で
タ
イ
ム

リ
ー
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
て
い
く

た
め
に
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
グ
ル
ー

プ
各
法
人
内
局
の
横
の
つ
な
が
り
を
、

も
っ
と
密
に
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま

す
。
す
で
に
法
人
横
断
で
の
内
局
の

委
員
会
を
い
く
つ
か
立
ち
上
げ
ま
し

た
が
、
４
月
か
ら
有
意
義
な
活
動
が

で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
が
成
果

を
出
し
て
継
続
し
て
い
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
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東山忠裕責任役員

制
度
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
教
団
の
活
動
基
盤
を
維
持
す

る
た
め
に
も
重
要
な
課
題
だ
と
思
い

ま
す
。
昨
年
９
月
の
都
道
府
県
教
区

長
会
議
で
、
道
院
運
営
費
の
見
直
し

に
つ
い
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ

以
外
に
も
、
活
動
を
広
げ
た
い
道
院

や
、
設
立
間
も
な
い
道
院
の
活
動
を

支
援
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
既
存

の
制
度
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
工
夫
が
必

要
だ
と
思
う
の
で
す
。

師
家　

次
の
世
代
に
、
ど
う
意
欲
を

持
た
せ
る
か
が
大
事
で
す
ね
。
道
院

運
営
が
や
り
や
す
い
よ
う
に
、
制
度

を
一
つ
つ
く
る
な
ら
、
一
つ
削
る
く
ら

い
の
方
針
で
環
境
整
備
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
道
院
長
に
対
応

を
お
願
い
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も
大
切
で
す
。

東
山　

道
院
の
後
継
者
づ
く
り
は
差

し
迫
っ
た
課
題
で
す
。
か
つ
て
学
生

時
代
に
こ
の
道
に
入
り
、
道
院
長
に

な
っ
た
人
は
多
い
は
ず
で
す
。
私
も

そ
う
で
す
。
し
か
し
今
、
大
学
の
少

林
寺
拳
法
部
で
修
行
し
て
も
、
社
会

人
に
な
っ
て
継
続
す
る
人
が
少
な
い

と
い
う
こ
と
が
と
て
も
残
念
で
す
。
一

時
代
前
は
、
道
院
と
ク
ラ
ブ
の
交
流

も
盛
ん
で
し
た
。
卒
業
後
も
少
林
寺

拳
法
を
修
行
し
た
く
な
る
続
け
や
す

い
環
境
を
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
つ
く
っ

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

海
鋒　

各
地
に
、
や
る
気
の
あ
る
若

い
人
た
ち
は
結
構
い
る
の
で
す
。
専

有
道
場
を
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く

制
度
な
ど
を
整
備
す
れ
ば
、
道
院
は

存
続
し
て
い
き
ま
す
。
も
っ
と
若
い

人
が
活
躍
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
っ
て

あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
。
次
の
世
代

に
う
ま
く
つ
な
が
な
い
と
い
け
な
い
。

管
長　

昨
年
、
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
、
９

月
に
は
本
山
で
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
交
流
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
人
と

の
出
会
い
や
つ
な
が
り
に
よ
る
新
た

な
活
力
や
魅
力
を
つ
く
り
出
し
て
い

く
た
め
の
試
み
の
一
つ
で
す
。
私
た
ち

の
教
団
は
、
多
く
の
す
ば
ら
し
い
人

材
を
抱
え
て
い
ま
す
。
試
み
は
ま
だ

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
金
剛
禅
、

少
林
寺
拳
法
な
ら
で
は
の
大
き
な
可

能
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。

須
田　

若
い
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、

ご
高
齢
に
な
っ
た
道
院
長
に
ど
の
よ

う
な
形
で
活
躍
し
て
い
た
だ
く
か
も

大
事
で
す
。
私
た
ち
も
率
先
し
て
範

を
示
さ
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

ま
さ
に
生
涯
修
行
で
す
。

東
山　

金
剛
禅
の
修
行
に
引
退
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
と
え
体
力
的
に
は
衰

え
て
も
、
技
術
以
外
に
伝
え
た
い
も

の
が
あ
れ
ば
、
死
ぬ
ま
で
修
行
者
で

あ
り
、
指
導
者
、
布
教
者
で
あ
り
続

け
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。
年
齢
と
と
も

に
教
え
の
理
解
に
も
深
み
が
出
て
、

人
生
経
験
を
重
ね
る
こ
と
で
説
得
力

も
増
す
。

海
鋒　

開
祖
や
諸
先
輩
が
そ
う
だ
っ

た
よ
う
に
、
私
た
ち
も
も
っ
と
言
葉

に
出
し
、
行
動
に
も
示
さ
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
ね
。

管
長　

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
お
話
し
し

て
き
ま
し
た
が
、
師
家
は
冒
頭
に「
脚

下
照
顧
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。
や
は
り

大
切
な
の
は
、
こ
の
活
動
の
原
点
を

見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
人
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、

だ
か
ら
私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
、

社
会
が
幸
せ
で
あ
る
に
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
少
林
寺
拳

法
か
ら
学
び
、
皆
と
楽
し
く
修
行
す

る
と
こ
ろ
が
道
院
で
す
。
今
の
よ
う

な
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、「
生
き
る
力
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
」と
い
う
道
院
本
来
の

あ
り
方
、
価
値
を
も
っ
と
打
ち
出
し

て
い
き
た
い
し
、
誇
り
を
持
っ
て
前
進

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
最
後
に
師
家
か
ら
ひ
と
言

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

師
家　

ど
ん
な
木
も
根
や
幹
が
し
っ

か
り
し
て
い
れ
ば
、
枝
葉
も
青
々
と

し
て
い
ま
す
。
枝
葉
に
元
気
が
な

か
っ
た
り
、
お
か
し
な
病
気
に
な
っ
て

い
る
な
ら
、
今
一
度
、
足
元
で
あ
る
根

や
幹
を
再
点
検
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
個
人
も
組
織
も
、
も
ち
ろ
ん

本
山
も
、
脚
下
照
顧
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
金
剛
禅
運

動
の
原
点
、
志
が
し
っ
か
り
し
て
い

れ
ば
、
柔
軟
に
対
応
で
き
る
は
ず
で

す
か
ら
、
こ
の
活
動
が
よ
く
な
っ
て
い

く
可
能
性
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
で

す
か
ら
、
や
る
べ
き
こ
と
を
今
や
る
、

や
り
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

困
難
と
思
え
ば
困
難
で
す
が
、
で
き

る
と
思
え
ば
で
き
る
と
い
う
信
念
を

持
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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い
か
に
遠
か
ろ
う
と
、
進
む
に
値
す
る
道

「
天
下
国
家
は
か
く
あ
る
べ
し
」と
言
う
た
と

こ
ろ
で
、
汚
く
な
い
政
治
、
本
当
に
民
衆
の
側

に
立
っ
た
権
力
な
ん
て
あ
り
え
な
い
。

や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
考
え
方
を

変
え
、
そ
の
力
を
集
め
て
い
く
中
で
一
つ
一
つ

変
革
さ
せ
て
い
く
し
か
な
い
。
理
想
論
の
よ
う

で
は
あ
る
け
ど
、「
人
が
霊ひ

止と

と
し
て
の
自
覚

を
持
っ
た
と
き
の
力
」と
い
う
も
の
だ
。
だ
か

ら
私
は
本
気
で
考
え
、
君
ら
の
よ
う
な
若
い
人

を
集
め
、「
半
ば
は
他ひ

人と

の
幸
せ
も
考
え
よ
う

で
は
な
い
か
」な
ん
て
呼
び
か
け
を
始
め
た
。

本
当
に
人
間
が
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
に
は
、

「
半
ば
」と
い
う
考
え
方
を
多
く
の
人
が
持
つ
、

こ
れ
し
か
な
い
ん
だ
と
。
だ
っ
て
、
そ
う
だ
ろ

う
？　

目
先
の
利
益
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
人

と
し
て
自
分
を
大
切
に
で
き
な
い
よ
う
な
の

が
、
他
人
を
大
切
に
す
る
な
ん
て
で
き
な
い
ん

だ
よ
な
。
た
と
え
、「
恋
人
の
た
め
な
ら
、
愛

す
る
人
の
た
め
な
ら
死
ね
る
」と
、
口
で
言
う

こ
と
は
で
き
ま
す
。
で
も
、「
う
そ
抜
か
せ
」

だ
。
そ
ん
な
の
は
、
せ
っ
ぱ
詰
っ
た
こ
と
の
な

い
の
が
た
や
す
く
言
え
る
セ
リ
フ
で
ね
、
い
よ

い
よ
ギ
リ
ギ
リ
に
な
っ
た
ら
、
人
間
と
い
う
の

は
自
分
を
い
ち
ば
ん
大
切
に
す
る
、
そ
う
い
う

動
物
。
で
も
、
た
だ
、
そ
う
し
た
と
き
に
人
間

ら
し
く
あ
る
、
あ
っ
た
人
が
い
る
の
も
事
実
で

す
。
と
し
た
ら
、
自
分
を
こ
の
世
に
つ
く
り
、

育
て
て
く
れ
た
、
一
緒
に
育
ち
、
あ
れ
こ
れ
を

分
か
ち
合
っ
た
親
や
兄
弟
姉
妹
、
あ
る
い
は
自

分
の
周
辺
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
存
在
す
る
友
人

や
同
僚
、
ま
ず
は
そ
の
人
た
ち
の
こ
と
か
ら
で

い
い
よ
、
わ
れ
以
外
の
人
の
幸
せ
も
真
剣
に
思

い
や
り
、
そ
の
た
め
に
行
動
で
き
る
…
…
そ
う

い
う「
人
と
し
て
の
質
」を
、
わ
れ
わ
れ
も
養

い
、
つ
く
り
た
い
。

そ
し
て
、
理
想
の
社
会
を
こ
の
世
に
実
現
さ

せ
て
い
き
た
い
。

…
…
い
か
に
遠
か
ろ
う
と
、
大
切
な
の
は
、

進
む
に
値
す
る
、
ま
た
行
く
し
か
な
い
道
、
生

き
方
じ
ゃ
な
い
か
な
。

開祖語録
ダイジェスト

　1976年3月
　大学合宿

「絵本の読み聞かせから地域の活性化への繋がり」

岡山県絵本プロジェクトメンバー
伊達祐美子・薬師寺豊美（発表）

10月27日（日）、武専本部地区の地区設定講座におい
て、「絵本の読み聞かせから地域の活性化への繋がり」と
題し、岡山県絵本プロジェクトメンバーが活動報告を行
いました。報告では、岡山県内の道院単位や各地域合同
での絵本の読み聞かせを通して、子どもたちの想像力や
自主性を育み、積極的に人前で絵本を読んでみるといっ
た勇気を養うことの大切さを話しました。
また、昨年度より毎年春に、岡山県作東町で開催され
る少林寺拳法まつりにおいて、読み聞かせを行う活動を

※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。

◎あれこれたまご
文：とりやまみゆき
絵：中の　滋
出版社：福音館書店

卵は物価の優等生とよく言われます。また卵はさまざまな料理に
変身できるたのもしい素材でもあります。目立つようで目立たな
い、それが卵です。そうです、卵は「あれになりたいこれになり
たい」と、常に変身願望をもっています。はぎれのいい関西弁でつ
づった卵料理絵本です。（福音館書店ウェブサイトより引用）

始め、新たなコミュニケーションツールとして、拳士や
保護者、地域の方々ともつながる有効性があることが確
認できたと報告されました。
後半には、岡山県内の所属長にステージ前へ来ていた
だき、会場にいた皆さんと一緒に「パンダなりきりたい
そう」を行い、子どものころに戻った気持ちで、体を動
かしたりひねったりと、笑顔あふれる時間となりました。
絵本プロジェクトからの報告後には、健康プログラム
の報告もあり、両プロジェクトを活用した地域活性化の
具体例が示され、今後のさらなる展開に期待が持てる発
表になりました。（文：内局）
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法を問い　
学を修める

死
と
向
き
合
う

vol.66
文／濵﨑哲也

新
年
早
々
、
死
生
観
に
つ
い
て
書
く
と
は
い
か

が
な
も
の
か
と
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
一
休
禅
師
が「
正
月
は
冥
土
の
旅
の
一
里
塚　

め
で
た
く
も
あ
り　

め
で
た
く
も
な
し
」と
い
う
よ

う
に
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
歩
一
歩
死

に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
わ
け
で
、
正
月
だ
か
ら
こ

そ
死
を
考
え
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
ご
理
解
願
い
た
い
。

最
近
は
、
死
と
向
か
い
合
う
機
会
が
少
な
く
な
っ

た
。
自
宅
で
死
を
迎
え
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
葬

式
も
葬
儀
社
で
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
自
分

の
死
は
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
人
の
死
を
見
る
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
死
に
ゆ
く
過
程
を
見
る
こ
と

も
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
死
を
忌
み
嫌
う
こ
と
は
人

間
の
本
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
誰
も
が

行
き
つ
く
先
で
あ
る
。

人
は
、
死
と
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い

生
き
方
を
学
ぶ
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
限
り
あ

る
人
生
を
い
か
に
生
き
る
か
を
考
え
る
。
死
生
観
と

は
、
死
を
通
し
て
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と

思
う
。

開
祖
の
死
生
観
は
、「
誰
で
も
死
ぬ
と
き
は
死
ぬ
。

生
き
て
い
る
間
は
死
ん
で
い
な
い
。
と
に
か
く
一
所

懸
命
生
き
ろ
」と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

白
隠
禅
師
の
法
祖
父
、
至
道
無
難
禅
師
が
い
う
と
こ

ろ
の
、「
生
き
な
が
ら　

死
人
と
な
り
て　

な
り
は

て
て　

思
う
が
ま
ま
に　

す
る
わ
ざ
ぞ
よ
し
」と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
私
欲
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
や

る
こ
と
に
作
為
が
な
く
な
り
、
自
由
自
在
に
生
き
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
我
か
ら
く
る
欲
望
が

調
御
さ
れ
て
、
本
当
の
自
己
が
表
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

金
剛
禅
で
は
、
そ
の
よ
う
な
心
境
で
刹
那
を
生
き

き
れ
と
い
う
。
そ
れ
も
、
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
他
者
の
幸
せ
の
た
め
に
。
そ
こ
で
社
会
実
践
も

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
の
目
の
前
に
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
駆
け
ず

り
回
っ
て
い
る
道
院
長
が
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
彼

は
震
災
の
た
び
に
駆
け
つ
け
て
い
た
。
生
き
死
に
関

わ
る
病
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
今
も
、
こ
れ
ま

で
と
変
わ
る
こ
と
な
く
被
災
地
に
駆
け
つ
け
る
。
私

が
、「
体
に
よ
く
な
い
か
ら
、
休
ん
で
く
だ
さ
い
」と

言
う
と
、「
自
分
の
余
命
が
分
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

や
り
た
い
こ
と
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

鮮
明
に
見
え
て
き
た
。
今
は
生
き
て
い
る
。
だ
か

ら
、
自
分
が
す
る
べ
き
だ
と
思
う
こ
と
を
今
し
よ
う

と
思
う
」と
、
彼
は
笑
い
な
が
ら
言
う
。
彼
は
、
同

志
で
あ
り
導
師
な
の
だ
。

「
随
所
作
主　

立
処
皆
真
」…
…
ど
こ
に
い
よ
う
と

も
周
り
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
信
念

に
基
づ
き
、
純
粋
な
心
で
精
い
っ
ぱ
い
の
行
動
を
し

な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
人
生
の
真
実
や
、
生
き
る

と
い
う
意
味
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
か
。

開
祖
の
死
生
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
金
剛
禅
の
教

え
、「
半
ば
は
自わ
が
み己
の
幸
せ
を
、
半
ば
は
他ひ

人と

の
幸

せ
を
」と
い
う
自
他
共
楽
の
教
え
が
、
自
己
確
立
に

よ
っ
て
、
否
、
自
己
確
立
と
と
も
に
し
か
成
立
し
な

い
こ
と
を
、
今
頃
に
な
っ
て
気
づ
か
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。「
目
の
前
に
範
と
な
る
同
志
が
い
る
で
は

な
い
か
」「
お
前
は
何
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の

か
！
」と
、
開
祖
の
怒
り
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
気

が
す
る
。

人
は
人
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
人
と
と
も
に
成
長

す
る
の
だ
ろ
う
。
何
を
考
え
、
何
を
学
び
、
ど
う
行

動
し
て
い
る
の
か
。
生
涯
修
行
者
と
し
て
生
き
て
い

く
、
そ
の
覚
悟
や
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
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大分県・玖
く

珠
す

道院
道院長　穴

あな

井
い

俊
しゅん

一
いち

（54歳）

道院長

元気の素
vol.50

私
を
信
頼
し
て
、
玖
珠
道
院
に
入
門
し
た
門
信
徒
。

新
規
採
用
や
転
勤
に
て
北
山
田
郵
便
局
で
働
く
こ
と
に

な
っ
た
局
員
。
そ
の
ど
ち
ら
の
人
た
ち
に
も
幸
せ
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
道
院
活
動
の
中

で
、
仕
事
の
中
で
金
剛
禅
の
教
え（
自
己
啓
発
）に
自
然

に
触
れ
、
学
べ
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
を
、
私
は
常

に
考
え
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
例
と
し
て
、
郵
便
局
で
は
、
朝
の
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
時
間
を
使
い
、
金
剛
禅
の
教
え
と
自
己
啓
発

を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
、
全
員
で「
北

山
田
郵
便
局
社
員
信
条
」を
唱
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
3

年
前
か
ら
は
、
配
達
区
内
の
こ
ど
も
園
に
て
、
月
2
回
、

1
回
約
30
分
間
、
少
林
寺
拳
法
の
体
験
教
室
を
開
い
て

い
ま
す
。
特
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は「
聖
句
」。
5
歳

児
20
人
は
、「
お
の
れ
こ
そ
、
お
の
れ
の
よ
る
べ
…
…
」

と
、
大
き
な
声
で
唱
和
し
、
座
禅
を
し
て
い
ま
す
。
い

つ
の
日
か
、
こ
の「
聖
句
」を
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

結
果
、
幸
せ
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
思
っ
て
、

こ
ど
も
園
に
て
指
導
を
し
て
い
ま
す
。

「
人
様
の
子
ど
も
を
預
か
り
指
導
す
る
な
ら
、
ま
ず
は

身
内
を
」と
の
思
い
か
ら
、
私
の
2
人
の
子
ど
も
に
は
、

物
心
が
つ
く
こ
ろ
に
は
道
衣
を
着
さ
せ
、
道
場
で
練
習

を
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
長
女
と
次
女
、
思
春
期
も
何
と

か
乗
り
切
り
、
大
学
少
林
寺
拳
法
部
へ
入
部
。
長
女
は
、

北
九
州
大
学
で
、
す
ば
ら
し
い
指
導
者
と
福
岡
県
教
区

の
方
々
の
応
援
も
あ
り
、
夢
で
あ
っ
た
大
分
県
警
の
女

性
警
察
官
に
な
り
ま
し
た
。
次
女
は
、
熊
本
大
学
の
少

林
寺
拳
法
部
主
将
を
務
め
た
後
、
現
在
は
福
岡
市
内
で

高
校
の
教
員
を
し
て
い
ま
す
。
私
が
道
院
長
を
務
め
て

い
る
た
め
、
娘
た
ち
は
、
福
岡
、
熊
本
両
県
の
指
導
者

の
皆
さ
ん
に
と
て
も
よ
く
し
て
も
ら
い
、
感
謝
の
気
持

ち
と
、
少
林
寺
拳
法
グ
ル
ー
プ
の
組
織
に
は
開
祖
が
目

指
さ
れ
た
、
仲
間
を
大
切
に
す
る
互
助（
青チ

ン

幇パ
ン

）の
考
え

方
が
息
づ
い
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

私
は
、
地
元
高
校
の
P
T
A
会
長
と
し
て
、
大
分
県

教
育
委
員
会
を
何
度
も
訪
ね
、
折
衝
を
し
、
大
分
県
初

の
県
立
高
校
少
林
寺
拳
法
部
を
創
部
し
ま
し
た
。
最
初

は
交
渉
が
進
ま
ず
、「
当
身
の
五
要
素
」を
活
用
す
る
こ

と
を
思
い
出
し
、「
地
元
の
町
長
が
県
教
委
に
直
訴
す

る
」と
い
う
方
法
で
、
つ
い
に
設
立
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

ま
た
、（
一
財
）少
林
寺
拳
法
連
盟
主
催
の
全
国
大
会

を
、
大
分
県
少
林
寺
拳
法
連
盟
で
主
管
し
た
際
、
多
く

の
困
難
や
反
対
意
見
に
は
、
何
度
も
何
度
も
説
得
し
、

結
果
、
大
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
経
験
豊
か
な
日
本
武
道
館
の
有
志
、
そ
し
て
、
他

県
の
同
志
の
強
い
応
援
と
、
開
祖
の「
百
度
転
ん
で
も

百
一
度
立
ち
上
が
る
」、
こ
の
教
え
の
実
践
が
実
を
結
ん

だ
結
果
で
し
た
。
私
は
、
心
に
迷
い
が
生
じ
る
と
、
開

祖
が
説
か
れ
た「
行
動
す
る
少
林
寺
」、
こ
の
言
葉
を
口

ず
さ
み
、
常
に
行
動
に
移
し
て
い
ま
す
。

行
動
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
職
場
に
お
い
て
も
同

じ
で
す
。
大
分
県
で
１
局
の
み
の
新
形
態
、
統
合
局（
配

達
、
渉
外
、
窓
口
）と
し
て
先
陣
を
切
っ
て
運
営
し
て
い

ま
す
。
ど
ん
な
と
き
も
、
金
剛
禅
の
教
え
を
実
践
す
る

の
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
近
読
ん
だ
本
に
、「
肉
体
の
死
の
後
、
現
生
に
残
っ

た
人
々
の
記
憶
に
残
る
生
き
方
が
あ
る
」。
記
憶
に
残
っ

た
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
が
、
2
度
目
の
死
だ
そ
う
で

す
。
私
の
記
憶
が
、
こ
の
世
に
少
し
で
も
生
き
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
関
わ
っ
た
門
信
徒（
拳
士
）を
も
う
少
し

増
や
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
35
歳
で
玖
珠
道
院
二
代
道

院
長
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
師
は
、
東
京
の
祖そ

師し
が
や谷

道

院
、
故
・
内う
ち

山や
ま

滋し
げ
る

先
生
の
下
で
修
行
し
た
方
で
す
。
そ

し
て
、
私
の
兄
弟
子
は
、
日

本
武
道
館
武
道
学
園
支
部

長
。
弟
弟
子
は
、
現
・
大
分

県
連
盟
理
事
長
。
こ
の
よ
う

な
中
、
拳
歴
40
年
を
迎
え
ま

す
。
金
剛
禅
の
教
え
を
広
げ

る
た
め
に
、
そ
し
て
、
こ
の

世
に
生
き
た
証
を
残
す
た
め

に
、
今
後
も「
新
た
な
こ
と
」

に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
と
考

え
る
毎
日
で
す
。

「
縁
」が
あ
っ
た
方
に
、

幸
せ
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い

※プロフィールなど、金剛禅オフィシャルサイトもぜひご覧ください。

人
間
は
2
度
死
ぬ
。

肉
体
の
死
と
、
精
神（
他
人
の
記
憶
）の
死

無
理
な
こ
と
な
ど
な
い
。
停
滞
期
が

あ
る
だ
け
。
そ
こ
に
留
ま
っ
て
は
い
け
な
い

多
く
の
指
導
者
に
お
世
話
に
な
っ
た
、

自
慢
の
子
ど
も
た
ち
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本
山

⃝
本
山
公
認
教
区
講
習
会（
派
遣

講
師
）

［
10
月
５
日
］北
海
道
教
区（
竹
田
則
幸
）

［
10
月
13
日
］愛
知
県
教
区（
迎
田
展
孝
）

［
10
月
20
日
］徳
島
県
教
区（
濵
﨑
哲
也
）

⃝
教
区
研
修
会

［
４
月
28
日
］新
潟
県
教
区

［
５
月
５
日
］新
潟
県
教
区

［
８
月
４
日
］新
潟
県
教
区

［
９
月
８
日
］長
野
県
教
区

［
９
月
15
日
］香
川
県
教
区

［
９
月
29
日
］岐
阜
県
教
区

［
10
月
14
日
］大
阪
府
教
区

⃝
小
教
区
研
修
会

［
７
月
31
日
］山
形
置
賜
小
教
区

［
８
月
25
日
］沖
縄
小
教
区

［
９
月
１
日
］熊
本
南
小
教
区

［
９
月
６
日
］兵
庫
西
播
第
一
小
教
区

［
９
月
７
日
］奈
良
桜
井
小
教
区

［
９
月
21
日
］山
形
庄
内
小
教
区

［
９
月
28
日
］東
京
第
九
小
教
区
、
東

京
第
十
一
小
教
区

［
９
月
29
日
］東
京
第
一
小
教
区
、
東

京
第
十
四
小
教
区

［
10
月
２
日
］東
京
第
四
小
教
区

［
10
月
５
日
］奈
良
桜
井
小
教
区
、
岡

山
備
南
・
児
島
小
教
区

［
10
月
６
日
］青
森
南
部
小
教
区

［
10
月
７
日
］長
崎
島
原
小
教
区

［
10
月
20
日
］和
歌
山
海
南
・
中
紀
小

が
、
今
回
は
D
V
D
を
作
成
し
、「
50

年
の
歩
み
」と
し
て
上
映
し
、
さ
ら

に
祝
賀
会
当
日
の
模
様
を
撮
影
し
、

後
日
、
参
列
者
宛
て
に
送
付
し
ま

し
た
。

山
口
西
小
教
区

10
月
22
日
、
小
教
区
内
の
道
院
か

ら
約
1
2
0
名
の
門
信
徒
が
参
集

し
、
山
口
西
小
教
区
だ
る
ま
祭
・
金

剛
禅
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。「
だ

る
ま
祭
」で
は
、
佐
々
木
小
教
区
長

が
法
要
の
導
師
を
務
め
ら
れ
、
達

磨
大
師
の
話
や
金
剛
禅
の
教
え
を
、

子
ど
も
に
も
分
か
り
や
す
く
法
話

さ
れ
ま
し
た
。

NEWS   活動報告
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今
回
の
目
玉
の
一
つ
は
、「
少
林

寺
拳
法
カ
ル
タ
」。〝
少
林
寺
拳
法
の

教
義
〟を
盛
り
込
ん
だ
、
道
院
長
に

よ
る
お
手
製
の
カ
ル
タ
で
楽
し
み
な

が
ら
学
び
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、

「
阿あ

羅ら

漢は
ん

の
拳
」。
少
年
部
と
一
般
の

拳
士
が
、
初
顔
合
わ
せ
で
あ
り
な
が

ら
創
作
演
武
を
仕
上
げ
、
発
表
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
皆

で
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
楽
し
い
も

の
で
し
た
。

秋
晴
れ
の
中
、
志
を
一
つ
に
し
、

同
志
と
一
緒
に
過
ご
し
、
何
物
に
も

代
え
が
た
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

福
岡
西
道
院

10
月
16
日
、
福
岡
西
道
院
設
立
50

周
年
記
念
祝
賀
会
を
、
盛
大
に
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

第
一
部
は
、
道
院
長
あ
い
さ
つ
、

来
賓
祝
辞
、
宗
由
貴
少
林
寺
拳
法
グ

ル
ー
プ
代
表
・
大
澤
隆
金
剛
禅
総
本

山
少
林
寺
管
長
の
祝
電
披
露
に
始
ま

り
、
拳
士
た
ち
に
よ
る
元
気
い
っ
ぱ

い
の
演
武
を
披
露
し
て
締
め
く
く
り

ま
し
た
。

第
二
部
は
、
祝
宴
を
開
催
。
保
護

者
、
OB
拳
士
を
は
じ
め
参
加
し
た
関

係
者
全
員
で
、
和
や
か
に
交
流
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

従
来
、
周
年
記
念
に
お
い
て
は
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
き
ま
し
た

教
区
、
茨
城
県
南
西
小
教
区

［
10
月
27
日
］東
京
第
七
小
教
区
、
神

奈
川
西
湘
小
教
区

静
岡
県
教
区

2
0
1
9（
令
和
元
）年
10
月
6

日
、「
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
第
3

回
静
岡
県
教
区
金
剛
禅
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

大

会
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の「
金

剛
禅
易
筋
行
大
会
」も
、
無
事
3
回

目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

毎
回
、「
ど
う
あ
る
べ
き
か
？
」を
模

索
し
な
が
ら
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

大
会
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
つ
つ
あ

り
、「
と
て
も
楽
し
み
」と
い
う
声
も

聞
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
金
剛
禅
大
会
」は
、「
拳
技
錬
成
」

「
法
座
」「
演
武
披
露
」の
3
部
構
成
と

し
、
道
院
の
垣
根
を
越
え
て
、
易
筋

行
の
交
流
や
意
見
を
交
わ
し
合
う
有

意
義
な
場
と
な
り
ま
し
た
。
中
で
も

「
拳
技
錬
成
」で
は
、
保
護
者
の
方
に

も
易
筋
行
を
体
験
し
て
も
ら
い
、
共

に
体
を
動
か
す
こ
と
で
、
充
実
し
た

時
間
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、

「
演
武
披
露
」で
は
、
兄
弟
の
部
や
師

弟
の
部
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設

け
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
演
武

を
披
露
し
、
会
場
は
温
か
い
拍
手
に

包
ま
れ
ま
し
た
。

小
教
区
の
道
院
が
一
丸
と
な
り
、

金
剛
禅
運
動
に
邁
進
し
て
い
く
意
識

が
さ
ら
に
強
ま
っ
た
、
す
ば
ら
し
い

大
会
と
な
り
ま
し
た
。

開
催
報
告

山
口
西
小
教
区

だ
る
ま
祭
・
金
剛
禅
大
会

第
３
回
静
岡
県
教
区

金
剛
禅
易
筋
行
大
会

福
岡
西
道
院
設
立

50
周
年
記
念
祝
賀
会
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2019年11・12月度　認証

I N F O R M A T I O N

●設立
■2019年12月1日付 山梨桃の里道院 川植 悟 橋本紀ノ光道院 松田 千明

少導師
■2019年12月1日付
一兜 信也（名寄ピヤシリ道院）
高橋 美喜男（千歳東道院）
大野 靖治（千歳東道院）
宮澤 智子（旭川東道院）
瀬野 裕（札幌円山道院）
坂本 幸博（札幌円山道院）
小山 卓雅（札幌円山道院）
斎藤 一輝（札幌篠路道院）
斎藤 桃花（札幌篠路道院）
西田 遼太郎（札幌篠路道院）
池田 流尉（札幌篠路道院）
髙木 龍輝（札幌篠路道院）
西尾 友花（札幌篠路道院）
大槻 夏鈴（札幌篠路道院）
前田 友吾（札幌篠路道院）
秋田谷 来（札幌篠路道院）
細野 晴楓（札幌篠路道院）
樋口 悟（青森中部道院）
福澤 晃至（青森藤崎道院）
亀谷 裕紀（仙台南道院）
安部 照俊（仙台南道院）
二宮 洋一（仙台南道院）
藤澤 恵美子（仙台西道院）
坂野 祐介（米沢道院）
柚木 大祐（米沢道院）
安斉 重夫（いわき南道院）
河原井 啓子（茨城竜ケ崎道院）
長瀬 広樹（つくば中部道院）
梶野 智史（つくば中部道院）
菅谷 隆男（茨城千代田道院）
櫻井 健一（茨城千代田道院）
宇梶 哲夫（栃木鹿沼道院）
渡辺 久美子（栃木鹿沼道院）
藤川 剛（高根沢東道院）
石川 眞俊（河内龍興寺道院）
富永 貴司（河内龍興寺道院）
酒井 利樹（河内龍興寺道院）
近藤 安伸（渡良瀬道院）
飯島 敏幸（川越道院）

丸岡 諒太（埼玉深谷道院）
嶋﨑 俊作（埼玉鶴瀬道院）
ジェイムズ・ショート（埼玉鶴瀬道院）
重吉 大悟（埼玉鶴瀬道院）
髙野 隼希（埼玉平方道院）
塩澤 健太（埼玉平方道院）
小林 竜一（埼玉平方道院）
笹井 弘一（入間藤沢道院）
上永吉 宏樹（千葉山王道院）
武野 雄一郎（浦安北栄道院）
林田 順（千葉小見川道院）
宮﨑 雄成（千葉小見川道院）
秋葉 一樹（千葉海匝道院）
松井 茂樹（東京東小岩道院）
久能 滉大（東京東小岩道院）
宮脇 仁美（東京錦糸道院）
齋藤 正継（東京築地道院）
小室 行央（八王子富士森道院）
平田 真介（八王子富士森道院）
菅野 春雄（調布道院）
東山 秀之（調布道院）
渕上 聡平（調布道院）
柴田 芳孝（調布道院）
狩野 純一（東京蒲田道院）
北川 裕子（東京蒲田道院）
宮本 隆昭（西東京保谷道院）
吉永 鮎美（西東京保谷道院）
吉永 公（西東京保谷道院）
田邉 律希（国立道院）
長谷川 恭子（国立道院）
中島 功（八王子陵北道院）
小林 政尚（八王子陵北道院）
内田 昭（東京東陽町道院）
橋本 肇（東京東陽町道院）
内田 翔也（東京東陽町道院）
川口 史子（東京月島道院）
河合 俊博（東京表参道道院）
松岡 亮爾（東京西品川道院）
吉田 長司（東京滝野川道院）
小山 里生（東京滝野川道院）

矢野 佳代（東京滝野川道院）
野村 幸司（東京滝野川道院）
小川 拓也（東京滝野川道院）
吉永 由里子（東京昭島道院）
緑川 真理（東京昭島道院）
石川 悠太（秦野道院）
丹下 裕雄（厚木道院）
武田 武司（横浜霊峰道院）
桂 礼（川崎西道院）
蔵持 保英（横浜片倉道院）
伊藤 達生（綾瀬上土棚道院）
若林 正美（相模林間道院）
小坂 実沙（富山婦中道院）
永平 廣則（金沢東道院）
内堀 佑樹（箕輪中部道院）
千葉 典胤（箕輪中部道院）
小池 克典（岐阜可児道院）
須田 啓次（岐阜御嵩道院）
木下 陽裕（浜松神久呂道院）
大樂 益章（浜松渡瀬道院）
川西 眞津也（尾張瀬戸道院）
髙橋 聡（尾張瀬戸道院）
土方 政和（名和道院）
阿草 太郎（名和道院）
後藤 琢克（金山西道院）
橋田 健太郎（金山西道院）
久野 公司（東海大田川道院）
川村 侑平（喜多山道院）
平野 美奈子（名古屋高針道院）
小川 義史（名古屋高針道院）
齊藤 範彦（名古屋中村道院）
鈴木 葵（四日市桜道院）
赤松 毅史（三重津東道院）
平田 竜也（四日市富田道院）
柴田 宙（近江八幡道院）
藤岡 俊介（滋賀伊吹道院）
鈴木 規生（滋賀伊吹道院）
古田 耕二（滋賀草津道院）
甲斐 健一郎（滋賀草津道院）
岩本 千明（京都北野道院）

高橋 弘次（京都修学院道院）
高屋 智之（京都園部道院）
渡邉 賢登（京都明珠道院）
本部 広樹（精華下狛道院）
白山 英明（大阪港道院）
中家 教則（大阪港道院）
原田 俊宏（大阪新淀川道院）
松田 剛明（大阪神宮寺道院）
川口 裕三（大阪摂津和道院）
上山 学（大阪摂津和道院）
高橋 宏幸（大阪摂津和道院）
後藤 隆志（大阪摂津和道院）
笹川 理菜（大阪摂津和道院）
山本 瀬菜（大阪摂津和道院）
蓬莱 一矢（小野道院）
菅田 将汰（加西道院）
青山 碧（加西道院）
櫻井 優輝（加西道院）
森口 美奈子（加西道院）
宗接 智美（播磨山崎道院）
松野 瑠愛（播州志方道院）
嶋谷 優一（高砂南道院）
松浦 佑月（川西南道院）
岡田 芳奈（川西南道院）
藤澤 慶大（川西南道院）
長門 奈 （々川西中部道院）
黎 徳誠（加古川氷丘道院）
山田 粧子（播磨南道院）
杉浦 政則（西脇南道院）
布一 和也（西脇南道院）
島田 敬一郎（神戸垂水道院）
吉岡 聖一（奈良中央道院）
丘田 英人（奈良中央道院）
茂手木 文治（奈良中央道院）
今城 奏（奈良中央道院）
大倉 信政（大和郡山道院）
マックラウドマッド・ローレンス（木津道院）
長坂 隆司（紀州本町道院）
稲田 考浩（紀州本町道院）
山中 行人（紀州本町道院）

山枡 隆一（米子東道院）
田邊 貴翔（米子東道院）
片山 一三（児島西道院）
津山 秀春（岡山真庭道院）
和智 澄雄（備後新市道院）
近藤 智和（備後新市道院）
関戸 昌次（福山東道院）
得能 穣（尾道因島道院）
渡邉 伸二（宇部常盤道院）
石丸 拓也（宇部常盤道院）
上岡 真依（鴨島道院）
上岡 誠司（鴨島道院）
坂東 智樹（大麻道院）
柏原 光太郎政貴（坂出専修道院）
大西 蓮汰（坂出専修道院）
平尾 栄吉（坂出専修道院）
河野 隼斗（坂出専修道院）
西山 卓弥（丸亀京極道院）
鈴木 翔貴（別子道院）
小谷 基（高知安芸道院）
中島 拓郎（博多道院）
大塚 昌廣（博多道院）
山下 雄史（博多道院）
山中 一真（博多道院）
宇那木 崇（博多道院）
梶原 健（博多道院）
姉崎 秀生（福岡正法道院）
竹田 隆彦（福岡正法道院）
眞﨑 省吾（福岡中央道院）
下田 真弓（福岡中央道院）
山下 淳二（長崎浦上道院）
岩木 浩（長崎浦上道院）
佐藤 友宏（長崎浦上道院）
原 一文（湯布院道院）
河野 大吉（湯布院道院）
松下 実（宮崎青島道院）
髙島 友祐（宮崎青島道院）
児玉 智弘（宮崎霧島道院）
神野 豊喜（宮崎霧島道院）

中導師
■2019年9月1日付
塩見 孔爾（精華下狛道院）

■2019年11月1日付
宇田 善浩（伊達道院）

石堂 昌稚（名古屋高蔵道院）

権中導師
■2019年12月1日付
花田 功（盛岡中部道院）
渡辺 朋房（須賀川道院）
工藤 慎一（茨城千代田道院）
細貝 誠一（栃木白鷺道院）
小田橋 武美（草加道院）
藤原 国之（草加道院）
小林 正幸（埼玉越谷道院）

細谷 雪太郎（君津道院）
清水 一志（千葉清見台道院）
森上 貴司（千葉宮野木道院）
石川 新一（東京目黒道院）
老沼 護（東京平井道院）
ヴェーバー・イェスパー

（東京茶屋坂道院）
磯野 慈武（東京西品川道院）

黒岩 明彦（横浜鶴見道院）
石合 克弘（海老名道院）
中村 謙吾（黒部道院）
宮崎 拓（長野中部道院）
畑中 元（各務原東道院）
平井 壯一郎（伊豆韮山道院）
稲本 卓也（三重津東道院）
大河内 直人（三重津東道院）

秋田 ちひろ（三重津東道院）
八木 克敏（大阪住吉道院）
三野 淳之（大阪茨木道院）
柴田 敦之（児島西道院）
冨田 みか（本部道院）
後藤 真裕（福岡大野城道院）
田上 幸生（高千穂道院）

●交代
■2019年12月1日付 郡山道院 佐久間 靖 中板橋道院 安倍 浩正

●参与道院長
■2019年11月1日付
八王子陵北道院 馬場 雄太郎

八王子陵北道院 中森 英勝
八王子陵北道院 小林 聡

■2019年12月1日付
東京大塚道院 小林 博紀

※「法階昇格者」「お布施」につきましては、次号に掲載させていただきます。

僧階昇任者
少法師
■2019年11月4日付
駒田 裕（山梨峡東道院）
■2019年11月16日付
山川 慶美（長井南道院）
舩生 雅秀（栃木鹿沼道院）
平山 一雄（東京浮間道院）

藤井 省吾（東京大塚道院）
百百 邦廣（横浜星川道院）
草山 真紀夫（秦野東道院）
車田 喜男（愛知梅坪道院）
宮地 峰樹（日進南道院）
林 勝敏（松阪西道院）

中西 勝彦（伊賀名張道院）
山本 進（京都春日道院）
服部 弘（大阪北道院）
黒田 裕子（東大阪小阪道院）
馬場 辰巳（笠岡道院）

権大導師
■2019年12月1日付 白井 秀明（東京千代田道院）
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新しい時代と、不変の真理
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編集後記▶宗昂馬氏が新師家に就任されまし
た。今回の「特集」では、管長、役員とともに、
金剛禅への思いの一端を語っていただきまし
た。これからは第三世師家として、その思いを
事あるごとに発信されることでしょう。▼宗由
貴前師家は、開祖が亡くなられてからこれま
で40年、少林寺拳法グループの舵取りをして
こられました。就任時に掲げた方針「開祖の遺
産の継承と発展」のとおり、常に社会や世界を
見据えて時代に応じた発展を模索し、実行さ
れました。例えば、テーマソングや統一マー
クの制定も、時代の要請に大胆に応えられた
ものの一つでした。▼師家のバトンをリレー
し終えた今、第二世として成されたご功績に、
心から敬意を表します。そして、これからの
第三世師家のご活躍を期待いたします。（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。

　

私
が
少
林
寺
拳
法
に
出
会
っ
た
の
は
、
小
学
５

年
生
の
こ
ろ
で
し
た
。
当
時
非
常
に
仲
の
よ
い
友

達
が
お
り
、
あ
る
と
き
ケ
ン
カ
に
な
り
負
け
、

そ
の
相
手
が
少
林
寺
拳
法
を
や
っ
て
い
た
の

で
、「
俺
、〝
少
林
寺
拳
法
〟や
る
か
ら
、
お
前

も
一
緒
に
や
ろ
う
！
」と
言
う
の
で
す
。
彼
は

非
常
に
気
が
強
く
、
気
弱
な
私
は
半
ば
強
引
に

誘
わ
れ
る
ま
ま
に
道
場
見
学
に
行
き
ま
し
た
。

　

一
応
見
学
し
て
断
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
師

匠
と
出
会
い
、
初
め
に
か
け
て
い
た
だ
い
た
言

葉
に
妙
に
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
今
で
も

覚
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
嶋
澤
君
、
初

め
か
ら
強
い
人
間
は
少
林
寺
拳
法
を
や
る
必
要

は
な
い
！　

弱
い
か
ら
少
林
寺
拳
法
を
修
練
す

る
ん
や
！
」と
い
う
言
葉
で
し
た
。

　

そ
れ
で
も
半
信
半
疑
の
私
で
し
た
が
、
と
り

あ
え
ず
入
門
し
、
で
き
る
と
は
思
え
な
い
少

林
寺
拳
法
を
修
行
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
誘
っ
て
く
れ
た
友
達
は
、
入
門
か
ら

１
年
目
で
辞
め
、
同
時
に
彼
と
は
疎
遠
と
な
り
ま
し

た
が
、
私
は
入
門
か
ら
ま
も
な
く
30
年
目
を
迎
え
ま

す
。
そ
の
間
、
先
生
が
ご
逝
去
さ
れ
、
道
院
長
を
引

き
継
が
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

予
想
し
て
い
た
人
生
と
は
違
い
ま
す
が
、
私
は
そ

う
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、
目
に
見
え
な
い
働
き〝
ダ
ー
マ
〟

に
よ
っ
て
導
か
れ
、
多
く
の
ご
縁
に
よ
っ
て
育
て
て

い
た
だ
き
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
す
。

　

平
成
か
ら「
令
和
」へ
と
変
わ
り
、
少
林
寺
拳
法
も

ま
た
、
新
師
家
の
新
時
代
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。

体
制
は
変
わ
れ
ど
も
、
変
わ
ら
ず
人
と
の
縁
を
大
切

に
、
ま
だ
見
ぬ
自
分（
可
能
性
）を
見
い
だ
そ
う
と
す

る
、
同
志
の
力
に
な
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
今
伝
え
た
い
こ
と
は
、
強
引
に
誘
っ
て
く

れ
た
、
当
時
親
友
だ
っ
た
彼
に
対
す
る「
あ
り
が
と

う
！
」の
気
持
ち
で
す
。

検索金剛禅
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人生を思いどおり生きるには、自分の体と心をコントロールすることが必要である。拳
禅一如の修行は、そのための訓練でもある。
肉体と精神の修行を重ねることで、自分自身を自在にコントロールできるようになり、
その行動の結果である人生は、みずからが望むものに変えられるのである。

撮影／志村　力　　文／冨田雅志　　演武者／中川　純 正範士七段、冨田雅志 大拳士六段

の としての少林寺拳法

自己コントロール

龍王拳第一系 相対
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


