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特集

コ
ロ
ナ
収
束
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
考

え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
使
用
し
た
活
動
に
変
更

も
し
く
は
併
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
各
種

事
業
を
進
め
て
い
く「
ス
テ
ッ
プ
」の
年
度
と

い
た
し
ま
し
た
。

―
―「
ス
テ
ッ
プ
」の
手
応
え
は
あ
り
ま
し
た

か
。

大
澤

そ
う
で
す
ね
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
将

来
的
に
個
々
の
道
院
の
活
動
を
外
部
へ
発
信

し
、
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
基
盤

と
な
る
も
の
で
す
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
充
実

さ
せ
る
と
い
う
方
針
の
も
と
、
教
区
長
を
は

じ
め
、
教
区
広
報
委
員
の
方
々
の
ご
尽
力
も

あ
っ
て
、
４
月
１
日
現
在
、
九
割
の
教
区
で

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ま
た
、
残
り
一
割
の
教
区
も
あ
と
も

う
ひ
と
頑
張
り
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て

い
ま
す
。

一
方
、
教
区
や
小
教
区
で
集
ま
る
機
会
が

金
剛
禅
教
団
の
理
念

　
　
　
　
　
　
　

そ
こ
に
懸
け
た
一
念

金
剛
禅
教
団
は
、
こ
の
た
び「
教
団
の
理
念
」を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
組
織
体
と
し
て
社
会
の
中
で
存
在
し
、
永
続
的
に
活
動
し
て
い
く
た
め
の
、

い
わ
ば「
最
上
位
の
目
的
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
具
体
的
な
活
動
に
は
各
々
の
目
的
が
あ
る
が
、
教
団
の
理
念
は
、
そ
れ
ら
諸
活
動
の
す
べ
て
を
束

ね
る
目
的
の
中
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
号
で
は
、
大
澤
隆
管
長
に
教
団
の
理
念
に
懸
け
た
一
念
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

―
―
い
よ
い
よ
新
し
い
年
度
が
始
ま
り
ま
し

た
。
大
澤
管
長
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

大
澤

2
0
2
0
年
度
が「
ホ
ッ
プ
」、

2
0
2
1
年
度
が「
ス
テ
ッ
プ
」、
そ
し
て

2
0
2
2
年
度
は「
ジ
ャ
ン
プ
」の
年
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
振
り
返
る
と
2
0
2
0
年

度
は
、
い
つ
収
ま
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
コ

ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
、
大
変
苦
し
い
一
年
で

し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、「
門

信
徒
増
加
」に
向
け
て
で
き
る
こ
と
は
何
か

を
考
え
た
結
果
、
教
区
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
作
り
そ
れ
を
充
実
さ
せ
て
い
こ
う
と
い

う
、
一
つ
の
大
き
な
方
針
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
2
0
2
0
年
度
は

「
ホ
ッ
プ
」の
年
と
定
め
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
翌
2
0
2
1
年
度
も
お
そ
ら
く

２
０
２
２
年
度
の
抱
負

得
ら
れ
ず
、
研
修
会
・
講
習
会
の
予
定
が
立

た
な
い
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
今
も
っ
て

コ
ロ
ナ
が
収
束
し
て
い
な
い
状
況
に
鑑か

ん
が

み

る
に
、
決
し
て
楽
観
視
は
で
き
な
い
も
の

の
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
普
及
も
進
ん
で
き
て

い
る
こ
と
か
ら
、
活
動
を「
し
な
い
」の
で
は

な
く
、「
注
意
し
て
実
施
す
る
」、
あ
る
い
は

「
や
り
方
を
変
え
て
実
施
す
る
」と
い
う
考
え

方
で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
過
去
２
年
間
、
布
教
活
動
充
実
の
た

め
の
下
拵ご

し
らえ

と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
事
業

を
、
今
年
度
は
何
と
し
て
も
実
を
結
ば
せ
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
２
０
２
２
年
度
は「
ジ
ャ
ン
プ
」の
年
で

す
ね
。

大
澤

2
0
2
2
年
度
に
掲
げ
た
事
業
計
画

を
着
実
に
遂
行
し
ま
す
。
私
を
先
頭
に
本
山
職

員
も
、
教
区
長
、
道
院
長
の
活
動
を
支
え
る
べ

く
、
誠
心
誠
意
取
り
組
ん
で
い
く
覚
悟
で
す
。

全門信徒・道院長・役職員が人格を高め、幸福を追求するとともに、
金剛禅の価値を創造し、物心両面において調和のとれた、平和で豊か
な社会づくりに貢献する。
一、人間本来の使命を自覚し、たゆまず自己変革し続ける人をつくる。
一、社会変革に果敢に取り組む、志あるリーダーをつくる。
一、金剛禅運動（幸福運動）を先導する、優れた道院長をつくる。

金剛禅教団の理念

あ・うん　2022　皐月・水無月   2



間
関
係
の
あ
る
べ
き
姿
を
教
育
シ
ス
テ
ム
と

し
て
体
系
化
さ
せ
た
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
今
度
は
、
令
和
を
生
き
る
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
、
社
会
に
目
を
向
け
、
有
形

無
形
の
シ
グ
ナ
ル
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
少
林
寺

拳
法
に
内
在
し
て
い
る
宝
を
現
代
に
適
し
た

形
で
創
造
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

―
―
こ
の
た
び
、
金
剛
禅
教
団
の
理
念
が
新

し
く
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

大
澤

金
剛
禅
に
は
確
固
た
る
教
義
――

ダ
ー
マ
信
仰
――
が
存
在
し
ま
す
。
人
間
は

大
宇
宙
の
大
霊
力
ダ
ー
マ
の
分
身
と
し
て
存

在
し
、
そ
の
分
霊
た
る
霊
魂
を
所
有
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
霊
魂
と
そ
の
住す

み

家か

で
あ
る

肉
体
を
修
養
す
る
こ
と
で
、
真
に
己
を
拠
り

所
と
し
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
役
立
つ
人

間
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
が
教
義
の

根
本
で
す
。

金
剛
禅
門
信
徒
に
と
っ
て
は
、
教
義
が
修

行
の
背
骨
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
教
団
と
い

う
一
つ
の
組
織
体
が
事
業
を
展
開
す
る
に
あ

た
っ
て
の
背
骨
と
な
る「
理
念
」を
定
め
る
こ

と
の
必
要
性
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。

―
―
教
団
の
理
念
に
は
ど
の
よ
う
な
思
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

大
澤

ま
ず
、
門
信
徒
・
道
院
長
・
役
職
員

の
全
員
が
自
己
の
人
格
を
磨
き
、
こ
れ
を
高

め
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
出
発
し
ま
す
。

私
た
ち
は
修
行
す
る
こ
と
を
旨む

ね

と
す
る
団
体

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
己
の

人
格
、
霊
魂
を
修
養
し
て
い
く
こ
と
が
出
発

点
で
あ
り
、
正
し
い
姿
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
自
己
の
人
格
を
磨
き
、
高
め
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
判
断
力
や
決
断

力
、
行
動
力
を
体
得
し
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
困
難
な
こ
と
に
遭
遇
し
て
も
取
り
乱
す

こ
と
な
く
、
泰
然
自
若
と
し
た
心
を
持
っ
て

対
処
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
と
異
な
る

主
義
・
主
張
を
持
っ
た
人
を
も
排
除
せ
ず
、

相
互
理
解
が
得
ら
れ
る
道
を
探
る
努
力
を
し

よ
う
と
し
ま
す
。

―
―
修
行
に
よ
っ
て
心
を
磨
き
、
高
め
る
の

で
す
ね
。

大
澤

金
剛
禅
は
拳
禅
一
如
、
力
愛
不
二
の

法
門
で
す
か
ら
、
肉
体
と
精
神
を
一
つ
と
し

て
鍛
え
ま
す
。
開
祖
は
、
こ
の
よ
う
に
示
さ

れ
ま
し
た
。

「
本
当
の
強
さ
と
い
う
も
の
は
裸
に
な
っ

た
と
き
の
強
さ
な
の
で
す
。
そ
れ
は
精
神

力
が
半
分
以
上
。
…
…（
中
略
）…
…
あ
る

信
念
を
持
っ
て
行
動
す
れ
ば
裸
で
身
を
守

る
こ
と
が
で
き
、
命
あ
る
限
り
努
力
す
れ

ば
何
事
か
も
成
せ
る
」（『
強
さ
と
は
何
か
』

文
春
新
書
、
p
3
9
）

加
え
て
、「〝
幸
せ
〟と
か〝
生
き
が
い
〟

と
い
う
も
の
は
、
人
に
よ
っ
て
捉
え
方
は

さ
ま
ざ
ま
で
し
ょ
う
。
が
、
私
は
、
人
間

関
係
の
豊
か
さ
、
こ
れ
し
か
な
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
金
で
も
地
位
で
も
、
力

で
も
強
さ
で
も
な
い
、〝
人
間
関
係
の
豊

か
さ
に
価
値
を
感
じ
る
〟、
こ
の
考
え
方

が
人
類
規
模
ま
で
深
ま
っ
て
い
っ
た
と

き
、
真
に
幸
せ
な
世
界
が
可
能
に
な
る
と

信
じ
て
い
る
」（
前
掲
書
、
p
4
4
）

と
幸
福
感
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

大
澤

続
い
て
、
教
団
の
理
念
で
は「
金
剛

禅
の
価
値
を
創
造
」す
る
こ
と
を
掲
げ
ま
し

た
。
開
祖
は
、
少
林
寺
拳
法
を「
身
心
一

如
・
自
他
共
楽
の
新
し
い
道
」と
定
め
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
少
林
寺
拳
法
が
創
始
さ
れ

た
時
代
に
お
い
て
、
た
い
へ
ん
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
、
道
を
求
め
る
若
者

た
ち
の
心
を
グ
ッ
と
掴
ん
だ
こ
と
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
た
と
え
当
時
は
真
新
し
か
っ

た
も
の
で
も
、
そ
れ
を
刷
新
し
て
い
か
な
い

限
り
、
や
が
て
古
び
て
い
っ
て
し
ま
う
も
の

で
す
。
き
っ
と
開
祖
は
、「
お
前
ら
、
何
を

や
っ
と
る
ん
だ
。
75
年
も
経
っ
て
、
ま
だ
わ

し
が
作
っ
た
レ
ベ
ル
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
の

か
。
も
っ
と
進
化
さ
せ
な
さ
い
」と
お
叱
り

に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
に
は
金
剛
禅
の

価
値
を
創
造
し
て
い
く
役
割
が
あ
る
の
で

す
。

―
―
開
祖
が
創
造
さ
れ
た
金
剛
禅
の
価
値
と

は
何
で
し
ょ
う
か
。

大
澤

開
祖
の
目
の
付
け
所
の
偉
大
な
と
こ

ろ
は
、
2
5
0
0
年
前
に
釈
尊
が
説
か
れ
た

教
え
と
１
５
０
０
年
前
に
達
磨
大
師
が
伝
え

た
と
い
う
行
法
を
現
代
に
新
し
い
形
で
蘇

よ
み
が
えら

せ
た
こ
と
で
す
。
加
え
て
、
自
己
を
修
め
、

自
己
を
確
立
す
る
と
い
う
釈
尊
の
正
し
い
教

え
に
立
ち
返
っ
た
だ
け
で
な
く
、
組
手
主
体

に
よ
る
自
他
共
楽
の
実
現
と
い
う
豊
か
な
人

価
値
を
創
造
す
る

教
団
の
理
念
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ら
に
三
つ
の
小
項
目
を
付
加
し
て
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、「
人
間
本
来
の
使
命
を
自
覚
し
、

た
ゆ
ま
ず
自
己
変
革
し
続
け
る
人
を
つ
く

る
」で
す
。

―
―「
人
間
本
来
の
使
命
」と
は
何
で
し
ょ
う

か
。

大
澤

そ
れ
は
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
答
え
を

出
す
べ
き
命
題
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
が
、

私
た
ち
は
信
条
の
第
一
で
、「
我
等
は
、
魂

を
ダ
ー
マ
よ
り
う
け
、
身
体
を
父
母
よ
り
う

け
た
る
こ
と
を
感
謝
し
、
報
恩
の
誠
を
つ
く

さ
ん
こ
と
を
期
す
」と
唱
え
て
い
ま
す
。
や

は
り
根
っ
こ
は
ダ
ー
マ
信
仰
で
す
。
自
分
が

こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

続
け
て
、「
世
界
の
平
和
と
福
祉
に
貢
献

せ
ん
こ
と
を
期
す
」、「
平
和
を
守
る
真
の
勇

者
た
る
こ
と
を
期
す
」、
最
後
に「
理
想
境
建

設
に
邁
進
す
」と
唱
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

一
人
ひ
と
り
が
心
の
底
に
ま
で
思
え
る
か
ど

う
か
、
い
や
思
え
る
よ
う
な
集
団
に
し
て
い

き
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
人
間
本
来
の
使
命
が
自
覚
で
き

た
な
ら
、
そ
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
た
ゆ

ま
ず
自
己
変
革
し
続
け
る
自
分
に
な
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

―
―
使
命
感
を
持
っ
た
人
の
心
は
ブ
レ
ま
せ

ん
。

大
澤

そ
れ
が
信
念
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
し
て
二
つ
目
が
、「
社
会
変
革
に
果
敢

に
取
り
組
む
、
志
あ
る
リ
ー
ダ
ー
を
つ
く

―
―
時
代
が
変
わ
れ
ば
、
社
会
問
題
も
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
ね
。

大
澤

つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
人
の
質
」の
一
言

に
帰
着
し
ま
す
が
、
私
た
ち
は
人
の
質
を
高

め
て
い
く
活
動
に
よ
っ
て
、
人
間
愛
に
満
ち

た
社
会
を
創
っ
て
い
く
こ
と
に
本
気
で
取
り

組
ん
で
い
く
運
動
体
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

社
会
の
変
化
へ
の
感
性
を
高
め
、
社
会
問
題

に
対
し
て
確
固
た
る
考
え
方
、
信
念
、
価
値

観
を
持
っ
て
人
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

昨
今
、
本
山
で
は「
少
林
寺
拳
法
を3

教
え

る
」で
は
な
く
、「
少
林
寺
拳
法
で3

教
え
る
」

と
指
導
者
に
呼
び
掛
け
、
確
認
を
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
目
的
と
手
段
を
取
り
違
え
る
こ

と
な
く
、
開
祖
が
何
を
し
た
か
っ
た
の
か
、

金
剛
禅
は
何
の
た
め
に
誕
生
し
、
存
在
し
て

い
る
の
か
、
と
い
う
根
源
的
な
問
い
掛
け
を

常
に
自
ら
に
発
し
続
け
る
こ
と
に
他
な
り
ま

せ
ん
。

―
―
少
林
寺
拳
法
で3

教
え
る
…
…
、
重
要
な

問
い
掛
け
で
す
ね
。

大
澤

教
区
や
道
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
道
院
活
動
を
、

価
値
と
し
て
発
信
す
る
た
め
の「
ツ
ー
ル（
道

具
）」で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
積
極
的
に
更
新
し
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

大
澤

今
回
定
め
た
教
団
の
理
念
で
は
、
さ

る
」で
す
。
言
わ
ず
も
が
な
、
開
祖
の
志
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
世
界
に
お
い
て

戦
争
、
紛
争
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
一
国
の

リ
ー
ダ
ー
の
考
え
方
の
如
何
に
よ
っ
て
、
国

民
の
命
運
が
左
右
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
し
て

や
、
国
の
リ
ー
ダ
ー
が
利
己
的
な
考
え
方
で

政
治
を
執
り
行
っ
た
な
ら
ば
ど
う
な
る
の

か
。
国
内
は
も
と
よ
り
国
際
社
会
の
秩
序
は

乱
れ
、
戦
争
に
発
展
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

改
め
て
、
国
の
リ
ー
ダ
ー
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
組
織
を
率
い
る
リ
ー
ダ
ー
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
私
た
ち
は
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

ゆ
え
に
、
私
た
ち
が
目
指
す
べ
き
リ
ー

ダ
ー
と
は
、
平
和
の
た
め
に
果
敢
に
取
り
組

み
、
人
々
を
幸
福
な
生
活
へ
と
導
い
て
い
く

リ
ー
ダ
ー
で
す
。

―
―
人
々
を
率
い
る
リ
ー
ダ
ー
が
志
半
ば
で

あ
き
ら
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

大
澤

だ
か
ら
こ
そ
不
撓
不
屈
の
達
磨
大
師

を
見
習
う
の
で
す
。
リ
ー
ダ
ー
は
学
び
続

け
、
自
ら
の
人
格
を
高
め
、
志
を
確
立
し
、

課
題
を
克
服
す
る
だ
け
の
気
力
・
体
力
を

養
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
三
つ
目
が
、「
金
剛
禅
運
動（
幸
福

運
動
）を
先
導
す
る
、
優
れ
た
道
院
長
を
つ

く
る
」で
す
。
道
院
長
は
、
先
の
二
つ
の
項

目
を
兼
ね
備
え
た
手
本
と
な
る
べ
き
存
在
と

言
え
ま
す
。
開
祖
は
、
金
剛
禅
運
動
指
導
者

と
し
て
ど
う
在
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

具
体
的
三
項
目

「
ま
ず
自
己
の
信
念
を
確
立
し
、
そ
れ

に
基
づ
く
的
確
な
情
勢
判
断
を
下
す
能

力
、
次
に
は
決
断
力
、
そ
し
て
決
断
し
た

ら
率
先
陣
頭
に
立
ち
、
万
難
を
排
し
て
実

行
に
移
す
真
の
勇
気
と
行
動
力
等
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
必
要
に
し
て
不
可
欠
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
指
導
者
を
育
て
る
運
動

の
指
導
者
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ

る
」（
1
9
7
4
年
度
全
国
道
院
長
講
習
会
資

料
よ
り
抜
粋
）

で
す
か
ら
、
金
剛
禅
運
動
を
拡
げ
て
い
く

た
め
に
は
、
優
れ
た
道
院
長
を
一
人
で
も
多

く
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
、
優
れ
た

道
院
長
の
下も

と

で
育
っ
た
門
信
徒
が
、
や
が
て

優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
社
会
変
革
に
果

敢
に
取
り
組
む
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
金
剛
禅

教
団
が
理
想
と
す
る
運
動
の
姿
な
の
で
す
。

―
―
こ
れ
ら
三
つ
の
小
項
目
は
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
ね
。

大
澤

教
団
の
理
念
で
は
、
ま
ず
幹
と
し

て「
全
門
信
徒
・
道
院
長
・
役
職
員
が
人
格

を
高
め
、
幸
福
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、

金
剛
禅
の
価
値
を
創
造
し
、
物
心
両
面

に
お
い
て
調
和
の
と
れ
た
、
平
和
で
豊

か
な
社
会
づ
く
り
に
貢
献
す
る
」と
定
め
、
さ

ら
に
そ
の
細
目
と
し
て
三
項
目
を
定
め
ま
し

た
。
ぜ
ひ
道
院
長
、
門
信
徒
の
皆
さ
ん
に
は
、

教
団
の
理
念
を
自
ら
の
肚
に
落
と
し
込
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ゆ

る
ぎ
な
い
信
念
を
持
っ
て
、
共
に
金
剛
禅
運

動
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
ょ
う
。
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普
通
の
人
間
の
心
や
良
心
に
芽
生
え
る
思
い
に
は

国
境
な
ど
な
い

私
だ
っ
て
人
間
に
対
す
る
深
い
失
望
を
感
じ
る
こ
と
、

正
直
言
っ
て
あ
る
。
た
と
え
ば
近
代
の
戦
争
、
と
り
わ

け〝
大
量
殺
人
〞に
対
す
る
我
々
人
間
の
鈍
さ
、
無
関
心

で
す
。
広
島
や
長
崎
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
が
ま
さ
に
そ

う
で
し
た
。
殺
す
側
は
遥
か
上
空
で
ス
イ
ッ
チ
を
押
す

だ
け
。
地
上
で
子
供
た
ち
が
焼
け
た
だ
れ
、
赤
ん
坊
や

母
親
が
熱
で
溶
け
て
し
ま
お
う
が
︙
︙
。
瞬
時
に
処
理

さ
れ
る
あ
ま
り
に
も
大
規
模
な
殺
人
だ
か
ら
、
や
っ
た

ほ
う
は〝
任
務
完
了
〞と
平
然
と
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
の

可
能
性
が
再
び
近
い
明
日
に
も
あ
り
え
る
。
そ
れ
が
今

日
の
環
境
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
人
間
は
い
ま
だ
に
無

関
心
を
装
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

が
、
そ
れ
で
も
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
私
は
考

え
続
け
た
い
。
人
間
と
し
て
の
良
心
を
一
人
ひ
と
り
が

取
り
戻
し
、
自
分
以
外
の
他
者
の
幸
せ
も
半
分
は
考
え

ら
れ
る
、
感
じ
ら
れ
る
――
そ
う
い
う
世
の
中
に
変
え

て
い
き
た
い
と
や
は
り
思
う
。

こ
れ
は
君
ら
の
将
来
に
か
か
わ
る
大
事
な
問
題
な
ん

だ
ぞ
。
権
力
を
握
っ
た
一
部
の
連
中
が
、
て
め
え
ら
の

勝
手
な
理
屈
を
振
り
か
ざ
し
、
我
々
を
戦
場
に
駆
り
出

し
て
人
殺
し
せ
い
と
命
令
す
る
日
が
、
も
う
一
度
来
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き「
ど
う
し
て
も
嫌
だ
」と
頑

張
れ
る
人
間
に
、
今
か
ら
で
も
い
い
、
自
分
を
鍛
え
直

し
て
い
け
よ
。

君
た
ち
は
戦
争
を
知
ら
な
い
か
ら
、「
オ
ー

バ
ー
な
こ
と
ば
か
り
言
い
や
が
っ
て
」な
ん
て

思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
だ
、
い
ざ

と
い
う
と
き
が
来
た
な
ら
、
君
ら
は
確
実
に
単

な
る
消
耗
品
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の

と
き
は
外
国
に
逃
げ
ま
す
だ
の
ヘ
チ
マ
だ
の
と

い
っ
た
台
詞
は
通
用
し
な
い
。
世
の
中
が
本
当

は
ど
う
動
い
て
い
る
の
か
、
も
っ
と
勉
強
し
て

「
正
気
」に
な
れ
よ
。

そ
し
て
、
普
通
の
人
間
の
心
や
良
心
に
芽
生

え
る
思
い
に
は
国
境
な
ど
な
く
、
俺
に
と
っ
て

も
悲
し
い
こ
と
は
、
あ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も

悲
し
い
こ
と
だ
と
い
う
――
こ
の
単
純
な
道
理
、

わ
か
ろ
う
と
し
て
み
ろ
よ
。
人
と
し
て
の
喜
び
、

痛
み
や
怒
り
、
ま
た
親
子
の
情
や
恋
人
、
友
達

を
愛
し
む
気
持
ち
、
そ
こ
に
は
国
の
別
、
人
種

の
違
い
は
基
本
的
に
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
こ
と

が
多
少
で
も
理
解
で
き
た
な
ら
、
ど
こ
で
ど
う

起
き
る
か
も
分
か
ら
な
い
悲
劇
、
あ
る
い
は
今

他
の
民
族
が
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
痛
み
、

そ
れ
ら
を
自
分
た
ち
の
こ
と
と
し
て
考
え
た
り

感
じ
た
り
す
る
こ
と
、
必
ず
で
き
る
は
ず
だ
。

開祖語録
ダイジェスト

1973年8月

大学合宿

質問で子どもの反応を引き出す

絵本で広げよう
金剛禅プロジェクト

 顧問   三浦伸也

ぼくは、子どもの反応が楽しいから絵本を読んでいます。
もっと反応を引き出したいから質問をします。思いもよらな
いことが起こって、刺激的ですよ。

例えば、『ぴょんたのたいそう』という絵本を読んだときの
こと。この絵本はそれぞれのページの仕掛けを動かすと、か
えるのぴょんたが屈伸したり、腹筋したりするしかけ絵本で
す。

子どもたちに「みんなはできる？」と聞くと、一斉に屈伸が
始まったりします。最後のページは、ぴょんたが両手両足を

※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。

◎ぴょんたのたいそう

作・絵： ルース・ティルデン
訳： かがわ けいこ
出版社： 大日本絵画

ゆかいなかえるが、みょうちくりんなたいそうをする、
なんとも変なしかけえほん。
それが、けっこう面白いのでひっぱりだこになってい
ます。

開いたり閉じたりする動きですが、ぼくの絵本は、ぴょんた
の片手がちぎれてしまっています。でも、あえてそのままに
しています。なぜなら、子どもたちから「なんで片手なの？」
と聞かれたことがないからです。彼らは何の疑いもなく、片
手で同じ動きをしてくれます。「みんなはできる？」の一言が、
こんなステキな反応につながることもあります。

絵本から脱線しても気にせず、質問をしてみてください。
思わぬ反応が待っていますよ。

最近読んだお薦めの絵本
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法を問い　
学を修める

勘
に
つ
い
て

vol.79
文／濵﨑哲也

「
勘
」と
は
、「
人
間
の
も
つ
、
最
も
す
ぐ
れ
た

感
覚
は
、
眼
で
見
て
感
じ
た
り
耳
で
聴
く
五
官

の
感
覚
で
は
な
く
、
響
き
の
な
い
声
を
聞
き
、

形
の
な
い
心
を
感
じ
る
よ
う
な
、
時
間
と
空
間

と
を
超
越
し
た
或
る
種
の
感
覚
で
あ
る
。
俗
に

六
感
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」（『
少
林

寺
拳
法
教
範
』）

我
々
は
組
手
主
体
の
修
練
に
お
い
て
、
他
と

我
と
の
間
合
い
を
学
び
、
八
方
目
も
学
ん
で
い

る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
道
院
内
の
修
練
に
終

始
せ
ず
、
社
会
実
践
し
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
と

も
教
え
ら
れ
て
き
た
。

八
方
目
で
眼
を
配
り
、
気
を
遣
い
、
心
を
配

る
。
そ
ん
な
こ
と
を
開
祖
は
教
え
て
い
た
。
人

の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に

と
ら
え
共
に
泣
き
、
ま
た
喜
び
に
つ
い
て
も
、

自
分
事
の
よ
う
に
喜
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
人

た
ら
し
た
る
所
以
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
っ

と
荷
物
を
持
っ
て
あ
げ
る
、
困
っ
て
い
る
人
に

声
を
か
け
る
、
人
の
嫌
が
る
こ
と
を
言
わ
な
い
、

し
な
い
、
さ
せ
な
い
。
自
分
自
身
に
は
厳
し
く
、

つ
ら
い
時
に
も
暗
い
顔
を
し
な
い
、
マ
イ
ナ
ス

言
葉
を
発
し
な
い
。
そ
ん
な
当
た
り
前
の
こ
と

を
淡
々
と
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
の
で
あ

る
。

我
々
金
剛
禅
門
信
徒
は
、
少
林
寺
拳
法
を
学

び
な
が
ら
、
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
す
る
、

行
動
で
き
る
よ
う
に
鍛
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
人
か
ら
信
用
さ
れ
、
更
に
は
信

頼
さ
れ
る
、
そ
ん
な
人
格
に
な
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

「
こ
の
勘
は
我
々
の
生
活
の
中
に
、
か
な
り

重
要
な
存
在
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
場
合
に
於

て
、
左
せ
ん
か
右
せ
ん
か
と
判
断
に
迷
う
と
き

に
、
こ
れ
を
決
め
る
の
は
即
ち
こ
の
勘
な
の
で

あ
る
。」と
続
く
。

そ
の
判
断
も
一
か
八
か
の
も
の
で
は
決
し
て

な
く
、
日
頃
か
ら
積
み
重
ね
た
経
験
と
磨
き
上

げ
た
感
性
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

延
長
線
上
に
自
己
確
立
な
る
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
の
か
、
そ
れ
故
に
自
他
共
楽
も
存
在
す

る
の
で
は
な
い
の
か
。

縁
起
の
理
法
を
学
ん
で
い
る
我
々
は
、
こ
う

で
あ
っ
た
か
ら
こ
う
な
っ
た
、
こ
う
な
っ
て
い

る
か
ら
将
来
こ
う
な
る
だ
ろ
う
、
と
絶
え
ず
考

え
る
習
慣
が
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
指
導
者
か
ら
、

自
分
の
周
り
に
は
人
が
集
ま
っ
て
こ
な
い
、
人

が
少
な
く
な
っ
た
と
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
社
会
環
境
や
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
、

必
然
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
必
ず
そ
の
原
因
と

な
る
も
の
を
自
分
自
身
が
持
っ
て
い
る
の
は
容

易
に
気
が
付
く
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
分

自
身
の
こ
と
に
な
る
と
ど
う
し
て
も
目
が
曇
っ

て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
苦
言
を
呈
し
て
く
れ

る
人
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
立
場
や
年
齢
が
上

が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、
言
っ
て
く
れ
る
人
は
少

な
く
な
る
。
生
涯
修
行
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
開

祖
の
思
い
は
こ
こ
に
あ
る
。

勘
を
養
う
に
は
、
感
性
を
磨
く
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
受
性
が
高
ま
る
の

で
あ
る
。
今
後
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
社
会
的

な
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
る
。

今
後
ま
す
ま
す
少
子
化
、
高
齢
化
が
進
ん
で

い
く
社
会
に
お
い
て
、
我
々
は
い
か
に
生
き
れ

ば
良
い
の
か
。
漫
然
と
生
き
て
は
い
け
な
く
な

る
。
自
分
自
身
が
気
付
き
、
後
進
の
人
た
ち
に

伝
え
教
え
導
く
。

眼
光
紙
背
に
徹
す
る
ま
で
教
範
を
読
め
と
い

う
。
そ
の
中
に
は
、
人
と
し
て
の
生
き
方
を
指

し
示
す
、
道
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

自
分
自
身
の
勘
を
働
か
せ
、
日
常
に
活
か
し
て

い
く
、
そ
う
す
れ
ば
も
っ
と
平
和
で
豊
か
な
世

界
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

「
平
素
か
ら
の
た
ゆ
み
な
い
真
剣
な
修
行
こ

そ
、
勘
を
良
く
す
る
方
法
で
あ
る
。」
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この道
どうじょう

場、すごくいいな。
「いいね！」と思

おも

うところを
なるべくたくさん見つけて
みよう。

なぜ少
しょう

林
りん

寺
じ

拳
けん

法
ぽう

の拳
けん

士
し

は、
靴
くつ

をそろえるのでしょう？
そろえることで何

なに

かいいこ
とはありますか？

チャレンジ① チャレンジ②

かんがえてみよう
やってみよう

『少
しょう

年
ねん

読
とく

本
ほん

』 p.28-29 『少
しょう

年
ねん

読
とく

本
ほん

』 p.28
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全
国
の
拳
士
へ

感
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
上
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
い
う
何

と
も
言
え
な
い
嬉
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
道
院
長
冥

利
に
尽
き
る
時
で
す
。

ま
た
、
家
で
稽
古
し
た
こ
と
を
見
せ
て
く
れ
た
り
、
学
校

や
家
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
話
し
て
く
れ
た
り
と
、
小
学
生

低
学
年
の
拳
士
た
ち
は
非
常
に
純
粋
で
癒
さ
れ
ま
す
。
毎
回

の
修
練
が
私
に
力
を
与
え
て
く
れ
、
修
練
に
行
く
こ
と
に
よ

り
、
仕
事
の
疲
れ
は
吹
き
飛
び
ま
す
。

高
砂
道
院
に
は
、
道
院
で
修
得
し
た
こ
と
を
家
庭
や
学
校

で
生
か
し
て
く
れ
て
い
る
素
直
で
積
極
的
な
拳
士
が
在
籍
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
家
庭
で
は
家
族
の
手
伝
い
を
す
る
、

学
校
で
は
生
徒
会
役
員
、
学
級
委
員
長
、
運
動
会
で
応
援
合

戦
の
団
長
に
な
る
、
音
楽
会
で
代
表
の
楽
器
を
担
当
す
る
、

卒
業
式
で
代
表
挨
拶
を
担
当
す
る
な
ど
で
す
。
こ
れ
は
、
道

院
の
拳
士
た
ち
が
作
り
出
し
て
い
る
雰
囲
気
が
よ
く
、
拳
士

同
士
が
良
い
意
味
で
刺
激
し
合
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。ま

た
、
中
学
生
に
な
っ
て
も
継
続
す
る
拳
士
も
増
え
て

お
り
ま
す
。
最
近
で
は
学
校
の
試
験
勉
強
や
部
活
動
等
で
忙

し
い
中
、
２
人
の
拳
士
が
互
い
に
協
力
し
、
援
け
合
い
な
が

ら
試
験
準
備
を
行
い
、
見
事
弐
段
に
合
格
し
ま
し
た
。
２
人

に
と
っ
て
ま
た
新
た
な
自
信
に
つ
な
が
る
経
験
に
な
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
副
道
院
長
の
久
保
田
三
郎
拳
士
を
は
じ

め
、
一
般
拳
士
の
方
々
に
は
道
院
活
動
に
協
力
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
、
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
井
明
雄
先
生
が
設
立
し
た
高
砂
道
院
を
、
私
が
５
代

目
と
し
て
引
き
継
い
で
か
ら
、
早
い
も
の
で
10
年
が
経
過
し

「
み
ん
な
無
限
の
可
能
性
を
持
っ
た
可
能
性
の
種
子
で
あ

る
。
目
標
を
も
っ
て
努
力
す
れ
ば
叶
う
と
信
じ
、
行
動
し
続

け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
を
日
々
の
修
練
の

中
で
伝
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、「
自
分
は
、
や
れ
ば
で
き
る
」と
実
感

さ
せ
て
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば

受
身
は
、
何
日
も
繰
り
返
し
練
習
す
る
と
一
定
の
レ
ベ
ル
ま

で
皆
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時

は
、
本
当
に
嬉
し
そ
う
な
表
情
を
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が

自
信
に
な
り
、
後
は
楽
し
い
の
で
放
っ
て
お
い
て
も
自
分
で

稽
古
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
経
験
を
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
り
、
努
力
す
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
学
び
、
そ

し
て
継
続
す
る
こ
と
の
大
切
さ
も
会
得
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。あ

り
が
た
い
こ
と
に
、
私
の
同
級
生
や
知
人
が
道
院
に
お

子
さ
ん
を
預
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
自
分
に
託
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
し
っ
か
り
応
え
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
責
任

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

担当／内藤大将

全文はサイトへ

兵庫県・高
たか

砂
さご

道院
道院長　大

おお

内
うち

信
しん

弥
や

（48歳）

道院長

元気の素

ま
し
た
。
現
在
の
夢
は
専
有
道
場
を
持
つ
こ
と
で
す
。
現
在

は
、
少
年
拳
士
中
心
の
道
院
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
一
般
拳

士
も
増
え
て
く
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
道
院
は
地
域
の

活
動
拠
点
で
す
。
い
つ
で
も
拳
士
が
集
ま
る
場
所
が
で
き
れ

ば
、
拳
士
が
よ
り
活
動
し
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、
い
つ
か

は
専
有
道
場
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

少
林
寺
拳
法
の
修
行
は
、
道
院
長
に
な
っ
て
こ
そ
の
部
分

が
非
常
に
大
き
い
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

忙
し
い
毎
日
、
私
た
ち
が
自
由
に
使
え
る
時
間
は
限
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
使
い
方
は
考
え
方
次
第
で
す
。
そ
の
中
で

私
は
、
道
院
長
を
選
択
し
、
や
っ
て
み
た
結
果
、
本
当
に
満

足
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
変
な
時
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
以
上
に
得
ら
れ
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
素
晴
ら
し
い

人
た
ち
と
の
出
会
い
や
貴
重
な
経
験
が
現
在
の
仕
事
や
社
会

活
動
で
非
常
に
役
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
私
自
身
の
財
産
で

す
。
ま
た
多
く
の
指
導
者
の
方
々
の
活
躍
が
自
分
の
励
み
に

も
な
り
ま
す
。

私
は
周
囲
の
方
々
の
縁
に
よ
り
、
道
院
長
に
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

運
が
良
か
っ
た

と
感
謝
し
て
い

ま
す
。
チ
ャ
ン

ス
が
あ
れ
ば
、

い
や
、
チ
ャ
ン

ス
を
掴
ん
で
、

是
非
と
も
道
院

長
に
な
ら
れ
る

こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

※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。

道
院
長
冥
利
に
尽
き
る
と
思
う
時

指
導
の
方
針

高
砂
道
院
の
自
慢

今
後
の
夢

あ・うん　2022　皐月・水無月   8
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研
修
会
・
講
習
会（
地
方
）

●
本
山
公
認
教
区
講
習
会

開
催
報
告（
派
遣
講
師
）

［
１
月
10
日
］
福
岡
県
教
区（
鈴
鹿  

成
正
）

［
１
月
30
日
］
三
重
県
教
区（
多
月  

文
博
）

●
教
区
研
修
会

［
１
月
23
日
］
群
馬
県
教
区
、
東
京
都
教

区
、
静
岡
県
教
区

［
２
月
27
日
］
静
岡
県
教
区

［
３
月
13
日
］
和
歌
山
県
教
区

●
小
教
区
研
修
会

［
12
月
11
日
］
山
口
西
小
教
区

［
１
月
30
日
］
神
奈
川
西
湘
小
教
区
、
奈

良
桜
井
小
教
区
、
横
浜
第
四
小
教
区

［
２
月
６
日
］
奈
良
市
北
部
小
教
区
・
奈

良
市
西
部
小
教
区
合
同
、
東
京
第
十
六

小
教
区

［
２
月
13
日
］
香
川
中
讃
第
一
小
教
区
・

中
讃
第
二
小
教
区
合
同

［
２
月
19
日
］
静
岡
西
部
第
一
小
教
区

［
２
月
27
日
］
東
京
第
八
小
教
区
、
奈
良

西
大
和
小
教
区
・
奈
良
郡
山
小
教
区
合

同［
３
月
４
日
］
兵
庫
西
幡
第
一
小
教
区

［
３
月
９
日
］
静
岡
西
部
第
二
小
教
区

［
３
月
13
日
］
東
京
第
一
小
教
区
、
香
川

中
讃
第
一
小
教
区
・
中
讃
第
二
小
教
区

合
同

［
３
月
19
日
］
愛
知
西
三
河
第
一
小
教
区

NEWS   活動報告
開
催
報
告

I N F O R M A T I O N
●交代
■2022年4月1日付
札幌豊平道院  　　柿谷 隆之
熊谷道院  　　　　松本 駿
熊谷西道院  　　　橋本 敏春
千葉清見台道院  　清水 一志
東京清瀬元町道院  島澤 良次
東京蒲田道院  　　南 充広
一宮富士道院  　　江坂 翔太
鈴鹿中部道院  　　板井 一良

洛南道院  　　　　鈴木 拓史
洛陽道院  　　　　山下 信
京都鴨川道院  　　安道 亮
岸和田道院  　　　桶土井 一博
豊中岡町道院  　　大塚 隼斗
岡山中央道院  　　尾﨑 次德
本部道院  　　　　飯野 貴嗣
別子道院  　　　　鈴木 翔貴
松山中央道院  　　丸山 恭
八代道院  　　　　福嶋 裕樹

●参与
■2022年4月1日付
三沢中部道院  　　松村 高志
八戸南郷道院  　　森 鉄也
埼玉行田道院  　　向井 基樹
伊豆韮山道院  　　杉下 久夫
熱田道院  　　　　小穴 秀樹
大阪池田道院  　　北島 孝教
姫路西道院  　　　中本 悟史
川西南道院  　　　本慶 忠士

阿波池田道院 　　 岩田 泰彦
伊予津島道院  　　松浦 和也
宇和島道院  　　　濱田 公正
新居浜瀬戸道院  　原 秀作
愛媛宇和道院  　　山本 堅一朗

昇格おめでとうございます 法階昇格者
正範士
■2022年3月13日付
髙松 正純 （三木道院）
荒井 章士 （本部道院）

准範士
■2022年3月13日付
前司 道弘 （長井ひなた村道院）
中安 正 （多摩豊田道院）

瀬古 智哉 （西宮津門道院）
松岡 哲也 （岩国東道院）

昇任おめでとうございます 僧階昇任者
大導師
■2022年3月21日付
國吉 衛 （流山道院）
大脇 早知子 （西東京保谷道院）
福本 修平 （横須賀衣笠道院）
大家 国人 （石川大聖寺道院）
大塚 𣳾夫 （名古屋一社南道院）
松田 孝弘 （三重桑名道院）
児島 ひかる （京都園部道院）
大西 敏和 （鷲敷道院）
中島 秀幸 （福岡宗像道院）
権大導師
■2022年4月1日付
日野 勝利 （横浜戸塚道院）
島 英夫 （横浜戸塚道院）
小山 実 （横浜本郷道院）
中導師
■2022年2月1日付
𠮷田 泰彦（厚木道院）
亀井 貴司 （山梨郡内道院）
■2022年3月20日付
草野 勝弘 （平道院）
榊原 淳 （埼玉鶴瀬道院）
稲村 直樹 （東京目黒道院）
加藤 明 （東京大塚道院）
永井 巌 （松江中部道院）

権中導師
■2022年4月1日付
菅原 勝人 （いわき南道院）
吉野 敏之 （川越道院）
袴田 一明 （浜松中央道院）
八田 孝弘 （播磨山崎道院）
西岡 利晃 （榛原道院）
岡本 憲治 （奈良中央道院）
奥村 浩 （奈良片桐道院）
前田 史雄 （紀州本町道院）
少導師
■2022年4月1日付
庄子 尚典 （伊達道院）
澤 正樹 （江別大東道院）
高橋 伸行 （長井ひなた村道院）
比佐 和美 （平道院）
松本 唯 （平道院）
永井 錬 （福島中央道院）
絵面 照子 （宇都宮青雲道院）
高浜 文夫 （真岡中部道院）
佐藤 萌子 （前橋橘道院）
小田切 紗羅 （群馬北毛道院）
原口 恵 （群馬富岡道院）
藤原 沙玖弥 （草加道院）
奥山 毅 （東京東品川道院）
芹野 孝信 （東京大崎道院）

野々部 圭一 （亀有道院）
稲増 和馬 （亀有道院）
田島 茂 （日野桜道院）
松本 延人 （日野桜道院）
成井 英夫 （日野桜道院）
井上 淳 （東京飛鳥道院）
竹田 清美 （八王子東道院）
橋本 翔 （東京東陽町道院）
千葉 直樹 （東京大塚道院）
平野 謙太 （東京表参道道院）
海沼 酉希 （東京西品川道院）
渡辺 知昭 （横浜日吉道院）
門川 治郎 （横浜日吉道院）
阿部 祥平 （川崎西道院）
木村 剛 （横浜和泉道院）
吉川 亮 （金沢東道院）
蜜澤 豊彦 （塩尻桔梗道院）
飯妻 航希 （清水袖師道院）
中野 士温 （尾張旭道院）
松浦 啓子 （尾張小牧道院）
松浦 有志 （尾張小牧道院）
松浦 竜彦 （尾張小牧道院）
九渡 健慎 （湯の山道院）
服部 真宝 （三重上野道院）
中山 真一郎 （三重白山道院）
白仁田 聡 （伏見桃山道院）

認証おめでとうございます 道院認証
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公認講習会
▷福岡県教区　　　　　　　　　　　 30,000円
▷三重県教区　　　　　　　　　　　 30,000円

布施
▷埼玉早瀬道院  林 昌幸　　　　　　　　　　　 100,000円
▷豊田末野原道院  服部 俊美　　　　　　　　  　 10,000円

 お布施

I N F O R M A T I O N

心より感謝申しあげます

池
い け だ

田 昭
ま さ お

雄　洛陽道院元道院長、第157期生、大導師正範士八段、 2021年12月30日逝去、満78歳
久
く ぼ

保 周
しゅうぞう

三　西陣北陵道院元道院長、第311期生、中導師准範士六段、 2021年12月30日逝去、満74歳
加
か と う

藤 悦
え つ み

三　鳥取東道院道院長、第283期生、大導師正範士七段、 2022年2月20日逝去、満73歳
平
ひ ら の

野 昇
のぼる

　名古屋中村道院道院長、第350期生、大導師大拳士六段、 2022年2月20日逝去、満62歳
佐
さ く ま

久間 靜
しずはる

春　名古屋なるこ道院元道院長、第373期生、大導師正範士七段、 2022年2月21日逝去、満73歳

 訃報 謹んでご冥福をお祈り申しあげます

髙見 健 （伏見桃山道院）
上嶋 脩真 （伏見桃山道院）
山田 真嗣 （京都衣笠道院）
増山 英明 （尼崎潮江道院）
穐原 葵生 （土山道院）
高橋 蒼人 （昆陽道院）
地戸 大仁郎 （加古川氷丘道院）
陶山 洋志 （神戸垂水道院）
永井 隆 （奈良片桐道院）
山崎 亮太 （奈良安堵道院）
清 龍一郎 （奈良あやめ池道院）

堀 祐宜 （奈良宝来道院）
大井 敏孝 （奈良宝来道院）
大向 克明 （岡山吉備道院）
石本 新吾 （広島八丁堀道院）
元永 研司 （広島竹屋道院）
阿部 勝美 （山口西京道院）
大島 透 （周南南道院）
吉本 誠一朗 （大麻道院）
合田 正成 （本部道院）
大力 智 （坂出久米道院）
大坪 功明 （福岡正法道院）

力武 富士次 （那珂川道院）
赤城 義隆 （那珂川道院）
佐々木 高 （那珂川道院）
井寺 誠二 （久留米北道院）
富山 歩 （福岡大野城道院）
保田 一成 （佐賀中部道院）
椛 琴乃 （佐賀中部道院）
愛甲 一宏 （人吉道院）
吉谷 弥真斗 （人吉道院）
高山 桂太朗 （菊池道院）

金剛禅総本山少林寺（内局）組織図

◆
お
知
ら
せ

金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
役
員
の
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

●
退
任（
２
０
２
２
年
３
月
31
日
付
）

・
責
任
役
員

東
山
忠
裕（
任
期
満
了
）

・
総
　
　
代

玉
村

好（
定
年
）

迎
田
展
孝（
責
任
役
員
就
任
に
よ
り
）

●
就
任（
２
０
２
２
年
４
月
１
日
付
）

・
責
任
役
員

迎
田
展
孝

・
総
　
　
代

伊
東
一
男

　
　
　
　
　
　
　
松
本
好
史
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日
常
に
お
け
る
人
間
関
係
を
相
対
の
関
係
と
捉
え

る
と
、
以
上
の
こ
と
は
日
常
生
活
に
も
あ
て
は
ま

り
ま
す
。
人
と
会
っ
て
挨
拶
を
す
る
時
、
会
話
を

し
て
い
る
時
、
私
た
ち
は
ど
こ
に
意
識
を
向
け
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
人
と
そ
の
日
別
れ
る
ま
で
の

間
、
ど
れ
ぐ
ら
い
相
手
に
意
識
を
向
け
ら
れ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
相
手
に
意
識
を
向
け
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
次
に
相
手
が
何
を
話
し
た
い
の
か
、
何
を
望
ん

で
い
る
の
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
人
と
会
う
こ
と
の
あ
り
が
た
さ

を
改
め
て
実
感
し
た
と
い
う
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

自
分
の
心
と
体
、
そ
し
て
、
そ
の
時
間
、
そ
の
空
間

を
人
と
共
有
す
る
こ
と
は
大
変
貴
重
と
も
言
え
ま

す
。
相
対
演
練
を
行
う
中
で
、
相
手
へ
の
意
識
の
向

け
方
を
振
り
返
り
、
日
々
の
生
活
で
も
意
識
し
て
い

け
る
と
、
人
間
関
係
が
よ
り
深
ま
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。　　
　
　
　
　
　

  （
冨
田
雅
志
）

あ
な
た
は
普
段
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
意
識
を
向
け

て
修
練
を
行
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
姿
勢

や
呼
吸
、
技
の
コ
ツ
、
体
捌
き
や
身
体
操
作
、
間
合

い
、
攻
撃
線
を
外
す
こ
と
、
相
手
の
急
所
の
位
置
、

他
に
も
た
く
さ
ん
出
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ど
れ
も
技
法
を
行
う
上
で
重
要
な
も
の
で
す

が
、
今
回
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
特
に
、
相
手
に
意

識
を
向
け
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
ま
す
。

私
た
ち
の
修
練
は
組
手
主
体
で
あ
り
、
合
掌
礼
で

合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一

度
対
面
し
た
ら
、
そ
の
相
対
の
関
係
が
終
わ
る
ま
で

は
、
相
手
に
意
識
を
向
け
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
も
し
意
識
を
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
互
い

の
呼
吸
が
ず
れ
、
合
掌
礼
の
タ
イ
ミ
ン
グ
す
ら
合
わ

D i s c u s s i o n

さらに考察を深めるため

な
く
な
り
ま
す
。

合
掌
礼
の
後
の
技
法
運
用
に
お
い
て
も
、
相
手
に

意
識
を
向
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
刻
々
と
変
わ
る
相

手
と
の
距
離
に
応
じ
て
適
切
に
間
合
い
を
合
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
、
い
つ
相
手
が
踏
み
込
ん
で
く
る
の
か

を
察
知
し
て
技
法
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

逆
に「
う
ま
く
反
撃
で
き
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
」

「
投
げ
る
た
め
に
は
相
手
の
手
首
を
こ
の
よ
う
に
攻

め
て
い
こ
う
」「
こ
の
技
の
形
は
こ
の
手
順
で
合
っ
て

い
た
か
な
」と
い
う
思
考
が
働
く
と
き
は
、
自
分
の

思
考
や
感
情
、
動
作
に
意
識
が
向
く
こ
と
に
な
り
、

体
は
相
手
と
向
か
い
合
っ
て
い
て
も
、
目
の
前
の
相

手
か
ら
は
意
識
が
外
れ
、
自
分
自
身
と
だ
け
向
き
合

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
相
手
の
攻
撃
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
や
体
勢
を
無
視
し
て
技
法
を
行
う
こ

と
と
な
り
、
返
っ
て
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

技
法
に
お
い
て
相
手
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
の
重

要
性
は
、
攻
者
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、

金
剛
拳
で
固
め
ら
れ
た
後
に
起
き
上
が
る
時
は
、
相

手
か
ら
十
分
に
間
合
い
を
取
り
、
相
手
か
ら
目
を
離

さ
ず
に
立
ち
上
が
る
よ
う
に
行
い
ま
す
。
こ
の
時
に

意
識
が
自
分
だ
け
に
向
い
て
い
る
場
合
、
そ
の
間
、

相
手
へ
の
意
識
が
離
れ
、
お
も
む
ろ
に
立
ち
上
が
っ

た
り
、
動
作
が
も
た
つ
い
た
り
、
そ
の
後
の
復
位
や

残
心
が
雑
に
な
っ
て
い
く
の
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま

せ
ん
。

相
対
演
練
は
、
技
を
か
け
る
と
こ
ろ
だ
け
が
修
練

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
対
面
し
て
合
掌
礼
を
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
り
、
技
法
を
行
い
、
残
心
を
行
っ
て
、

互
い
に
最
後
の
合
掌
礼
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
一
つ

の
流
れ
に
な
り
ま
す
。

意
識
の
方
向

ど
の
立
場
に
お
い
て
も

•	 始まりの合掌礼から終わりの合掌礼まで
意識を相手に向けて、法形を行ってみま
しょう。

•	 家庭や仕事の会話において、心と体はど
のぐらい相手に向けられているでしょう
か。

相手と向き合う修練

ど
の
場
面
に
お
い
て
も
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金剛禅総本山少林寺のSNSも、ぜひご覧ください。

易筋行の修練は組手主体が基本であり、合掌礼に始まり合掌礼に終わる。一度
対面したら、その相対の関係が終わるまでは、相手に意識を向け続けることにな
る。相対における意識の向け方は、日々の人間関係にもあてはめることができ、
我々は人との関り方を修練で学んでいる。

→詳細は11ページ「宗門の行」へ

文／冨田雅志　　演武者／中川　純　正範士七段、飯野貴嗣　准範士七段

の としての少林寺拳法

相手と向き合う修練

仁王拳　内押受突
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。
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