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北
海
道
は
面
積
が
広
く
、
ま
た
地
方
に
い

く
ほ
ど
道
院
間
の
距
離
が
遠
い
た
め
、
教
区

活
動
は
移
動
に
時
間
を
要
し
ま
す
。
し
か

し
、
体
力
的
に
も
金
銭
的
に
も
負
担
を
強
い

ら
れ
て
の
行
動
ゆ
え
に
、
毎
回
の
取
り
組
み

は
真
剣
で
あ
り
、
逆
に
連
帯
感
、
絆き
ず
な
も
強

ま
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
地
理
的
ハ

ン
デ
ィ
が
あ
る
中
で
、
よ
り
一
層
道
院
間
の

連
携
を
強
化
し
教
区
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る

に
は
い
か
に
す
べ
き
か
、
北
海
道
教
区
の
分

区
制
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

社
会
環
境
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
人

間
関
係
が
希
薄
と
な
り
、
凶
悪
事
件
が
あ
と

を
絶
た
な
い
現
代
社
会
の
状
況
は
、
開
祖
が

金
剛
禅
教
団
を
創
始
さ
れ
た
こ
ろ
の
時
代
背

景
と
差
異
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
こ
そ
社

会
に
向
け
て
行
動
す
べ
き
と
き
、
真
に
社
会

か
ら
信
頼
さ
れ
、
必
要
と
さ
れ
る
存
在
と
な

る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
学
び
得
た
も
の
を
い

か
に
実
社
会
に
生
か
せ
る
か
そ
の
行
動
力
が

問
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
教

区
活
動
の
活
性
化
が
不
可
欠
で
す
。
今
一
度

原
点
に
立
ち
返
り
、
学
び
合
い
、
援た
す

け
合
い
、

分
か
ち
合
え
る
金
剛
禅
ら
し
い
共
助
関
係
を

強
固
に
し
、
同
志
と
と
も
に
金
剛
禅
布
教
者

と
し
て
の
自
覚
と
更
な
る
研け
ん

鑽さ
ん

を
深
め
合
う

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
金
剛
禅

は
机
上
の
空
論
で
は
な
く
、
平
和
で
豊
か
な

理
想
社
会
実
現
と
い
う
大
目
的
達
成
の
た
め

の
行
動
哲
学
で
あ
り
、
実
践
論
な
の
で
す
。

　

東
北
地
区
は
、
地
理
的
に
集
ま
る
こ
と
が

大
変
な
所
で
は
あ
り
ま
す
が
、
県
教
区
長
を

は
じ
め
道
院
長
の
多
く
が
、
仙
台
中
央
道
院

の
故
・
太
田
達
雄
先
生
を
中
心
に
東
北
武
専

に
集
ま
り
、
共
に
学
び
酒
を
酌
み
交
わ
し
た

間
柄
が
多
く
、
先
輩
か
ら
受
け
継
が
れ
た
こ

と
が
今
も
若
手
に
脈
々
と
生
き
て
い
る
よ
う

な
地
区
で
す
。
こ
の
4
月
に
東
北
地
区
の
連

合
体
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が

ら
ま
だ
未
成
熟
な
東
北
教
区
と
し
て
の
連
合

体
だ
け
で
は
無
理
が
あ
り
、
結
局
、
組
織
と

し
て
歴
史
の
あ
る
各
県
連
盟
の
力
を
借
り
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
今
後
の
課
題
で
す
。

　

2
0
1
1
年
の
組
織
機
構
改
革
ス
タ
ー
ト

が
県
連
体
制
か
ら
教
区
体
制
へ
の
変
換
の

チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

表
面
だ
け
の
宗
教
法
人
で
は
な
く
、
堂
々
と

金
剛
禅
を
前
面
に
出
し
て
語
れ
る
指
導
者
の

育
成
が
重
要
で
す
。
指
導
者
育
成
に
は
、
正

し
い「
す
り
こ
み
」作
業
が
必
要
で
、
そ
れ
を

積
極
展
開
す
る
の
が
教
区
で
す
。
勉
強
会
な

担当／山下真由美

縦割り社会に
横のつながりを
各地区担当総代は、金剛禅布教活動を円滑に進めるため、本山
と道院長、門信徒とのパイプ役を担っており、全国を９地区に
分け、９人が任命されている。道院同士が横に
つながり、互いに補い合い、地方におけ
る活動の充実を図る教区制は、金剛禅の
教えを具現化したものといえる。今号で
は、総代が見てきたこれまでの教区活動
を振り返り、今後の意気込みを語ってい
ただいた。

・総代が語る教区活動・

今
、
こ
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ

東
北
地
区

総
代　

海
鋒 

雅
之

ま
ず
指
導
者
の
質
の
向
上

北
海
道
地
区

総
代　

竹
田 

則
幸
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ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
つ
く
り
、
指
導
者
の

質
の
向
上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
身
体
の
汗
か
ら
脳
の
汗
へ
、
ま
ず

は
門
信
徒
修
行
法
の
内
修
の
充
実
を
図
り
た

い
。
本
山
の
指
導
力
お
よ
び
、『
あ
・
う
ん
』

の
誌
面
を
使
っ
た
す
べ
て
の
拳
士
が
学
ぶ

き
っ
か
け
づ
く
り
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、

私
自
身
、
総
代
と
し
て
の
学
び
を
深
め
、
自

己
研
鑽
に
努
め
る
所
存
で
す
。

　

関
東
の
各
都
県
教
区（
７
地
区
）を
道
院

活
動
の
確
認
と
説
明
の
た
め
に
回
っ
た
際
、

「
金
剛
禅
の
主
行
＝
少
林
寺
拳
法
を
丸
ご
と
、

左
右
、
繰
り
返
し
、
続
け
て
や
る
」と
い
う

法
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
21
世
紀

は
心
の
時
代
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
の

心
は
常
に
金
剛
禅
の
説
く
、
ダ
ー
マ
の
分
霊

で
あ
る
心
・
精
神
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
本
気
で
郷
土
・
国
・
世
界
の
人
々
の
た

め
に
行
動
し
て
い
け
る
自
己
を
目
指
し
、
そ

し
て
他
の
人
と
と
も
に
向
上
す
る
心
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
少
林
寺
拳
法
＝
金
剛
禅
の
行

法
は「
丸
ご
と
、
左
右
繰
り
返
し
、
続
け
て

や
る
」こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

各
都
県
教
区
単
位
で
儀
式
行
事
や
合
同
練

習
会
な
ど
教
区
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
中
で
も
、
千
葉
県
教
区
か
ら
は
毎
年
、

新
春
法
会
教
区
研
修
会
に
呼
ん
で
い
た
だ

い
て
お
り
、
今
年
は「
金
剛
禅
の
信
仰
の
中

心
ダ
ー
マ
と
、
ダ
ー
マ
の
分
霊
で
あ
る
我
に

つ
い
て
」と
い
う
テ
ー
マ
で
法
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
小
教
区
に
よ
っ
て

は
、
昇
級
考
試
、
儀
式
行
事
以
外
に
、
僧
階

論
文
対
応
の
研
修
会
を
実
施
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
今
後
の
希
望
と
し
て
、
年

に
１
〜
２
回
の
関
東
地
区
都
県
教
区
長
会

開
催
や
小
教
区
合
同
法
話
会
と
話
し
合
い
な

ど
、
定
期
的
な
情
報
交
換
の
場
を
つ
く
り
、

よ
り
金
剛
禅
運
動
の
活
性
化
と
発
展
に
寄
与

し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
活
動
す
る
小
教
区
で
は
、
近
隣
三
道

院
が
す
べ
て
の
こ
と
に
対
し
て
協
力
体
制
を

と
っ
て
助
け
合
っ
て
い
ま
す
。
拳
士
は
所
属

す
る
道
院
の
修
練
日
を
基
本
と
し
つ
つ
、
三

道
院
ど
こ
に
行
っ
て
も
修
練
が
で
き
、
指
導

者
も
三
道
院
ど
こ
で
も
指
導
が
で
き
る
体
制

を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
拳
士
や

保
護
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
都
合
や
事
情
に
対
応

で
き
、
父
母
の
会
や
一
般
の
拳
士
会
も
三
道

院
が
一
緒
に
な
っ
て
、
道
院
を
も
り
立
て
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
教
区
、
特
に
小
教
区

は
近
隣
同
士
の
助
け
合
い
で
す
。
楽
し
い
と

き
も
苦
し
い
と
き
も
近
隣
同
士
が
う
ま
く
つ

き
あ
う
こ
と
、
そ
れ
も
堅
苦
し
く
で
は
な
く

〝
気
軽
さ
〟が
大
事
で
す
。
本
当
に
困
っ
た
と

き
に
は
身
を
挺て
い

し
て
助
け
て
あ
げ
る
、
よ
い

人
間
関
係
を
築
く
た
め
に
金
剛
禅
が
あ
り
、

教
区
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

今
こ
そ
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

金
剛
禅
の
根
幹
と
な
る「
教
え
の
中
身
」の

学
習
シ
ス
テ
ム
構
築
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
開
祖
は
金
剛
禅
を
必
要
と
し
た
の
か
、

な
ぜ
我
々
は
金
剛
禅
を
選
ん
で
い
る
の
か
。

「
教
え
の
中
身
」と
必
要
性
を
理
解
で
き
た
と

き
、
金
剛
禅
を
守
る
組
織
機
構
改
革
が
最
も

理
解
で
き
る
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。
地
域
に

対
し
て
、
そ
の
学
習
シ
ス
テ
ム
構
築
の
手
助

け
の
一
役
を
地
区
担
当
総
代
と
し
て
担
っ
て

い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

東
海
地
区
は
1
5
0
以
上
の
道
院
を
有
す

る
大
規
模
県
教
区
と
約
30
道
院
の
中
規
模
県

教
区
と
を
有
す
る
地
区
で
す
。
こ
の
よ
う
な

現
状
の
中
で
、
各
県
教
区
は
規
模
に
応
じ
た

独
自
の
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

最
大
規
模
の
愛
知
県
教
区
で
は
、
浦
田
武

尚
代
表
を
お
招
き
し
て
、
県
教
区
役
員
・
小

教
区
長
に
よ
る
新
春
法
会
を
開
催
し
、
代

表
を
囲
ん
で
の
意
見
交
換
会
も
非
常
に
活

発
で
し
た
。
最
小
規
模
の
岐
阜
県
で
は
、

２
０
０
８
年
よ
り
毎
年
、
道
院
長
・
幹
部
に

よ
る
新
春
法
会
を
開
催
し
、
教
区
の
結
束
を

固
め
て
い
ま
す
。
静
岡
県
教
区
や
三
重
県
教

区
で
も
儀
式
行
事
や
教
区
活
動
な
ど
、
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
県
教
区
長
の
皆
様
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
か
し
、
見
聞
を
広

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
支
部

（
財
団
法
人
）の
活
動
を
通
じ
て
少
林
寺
拳

法
を
広
め
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か

し
、
今
後
は
金
剛
禅
の
活
動
を
通
じ
、
道
院

（
宗
教
法
人
）と
し
て
い
か
に
広
め
て
い
く
か

が
課
題
と
考
え
ま
す
。
教
区
と
い
う
形
が
で

き
た
今
、
次
は
中
身
の
充
実
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
道
院
長
研
修
会
お
よ
び
指
導
者
講
習

会
を
通
じ
て
、
技
術
の
根
本（
本
質
）が
金
剛

禅
の
教
え
で
あ
り
、
共
通
し
て
布
教
・
普
及

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

関
西
地
区
は
大
阪
府
を
は
じ
め
と
し
て
小

教
区
数
が
非
常
に
多
い
地
区
で
す
。
そ
の
た

め
に
、
各
指
示
事
項
や
統
一
す
べ
き
事
柄
な

ど
が
正
確
に
伝
わ
り
に
く
い
と
い
う
欠
点
が

あ
る
一
方
、
平
城
遷
都
1
3
0
0
年
祭
へ
の

参
加
な
ど
団
結
力
は
ピ
カ
一
で
す
。

　

教
区
長
会
議
で
は
、
各
府
県
に
お
け
る
小

教
区
活
動
を
よ
り
効
果
的
・
効
率
的
に
実
施

関
東
地
区

総
代　

矢
島 

隆
禅

金
剛
禅
の
主
行
＝
少
林
寺
拳
法

北
信
越
地
区

総
代　

見
𥔎 

俊
次

よ
い
人
間
関
係
を
築
く

東
海
地
区

総
代　

柳
川
瀬 

一
美

形
の
次
は
、
中
身
の
充
実
を

関
西
地
区

総
代　

西
尾 

武

地
域
社
会
の
信
頼
を
得
る
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今
の
時
代
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
教
え
で
あ
る

こ
と
を
信
じ
て
邁ま

い

進し
ん

し
ま
し
ょ
う
！

　

総
代
と
し
て
、
2
0
0
9
年
2
〜
4
月

に
か
け
て
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
基
づ

き
、
道
院
活
動
の
確
認
と
実
態
調
査
お
よ
び

信
徒
香
資
の
説
明
の
た
め
、
各
県
教
区
を
回

り
ま
し
た
。
ま
た
、
九
州
地
区
に
は
、
九
州

連
絡
協
議
会
と
い
う
組
織
が
あ
り
、
機
会
が

あ
る
ご
と
に
参
加
し
て
教
区
の
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
教
区
に

よ
っ
て
温
度
差
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
道
院
活
動
の
説
明
会
に
お
い

て
、
信
徒
香
資
の
意
味
を
ま
っ
た
く
取
り
違

え
て
い
る
道
院
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
こ

れ
に
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。
毎
年
、
県
教
区

を
回
り
、
せ
め
て
小
教
区
長
ク
ラ
ス
と
は
密

に
話
が
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
が
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り
、
開
祖
が
灯と

も

し
た
金
剛

禅
運
動（
幸
福
運
動
）の
灯
し
火
を
広
げ
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
教
区
活
動
の
充
実
が
大
前
提
に
な

り
ま
す
。
福
岡
県
教
区
で
は
教
区
の
県
大
会

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
よ
い
モ
デ
ル
と
な
る

大
会
が
開
催
で
き
る
よ
う
に
、
応
援
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

文／東山忠裕

す
る
た
め
に
、
①
道
院
に
お
け
る
具
体
的
な

儀
式
の
実
施
方
法
や
門
信
徒
育
成
の
た
め
の

指
導
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
、
②
合
同
行
事

の
開
催
、
③
道
院
長
の
資
質
向
上
の
た
め
の

勉
強
会
の
開
催
な
ど
の
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

課
題
は
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。
宗
教
法

人
の
あ
り
方
も
含
め
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が

基
本
で
あ
り
、
関
西
府
県
各
教
区
に
お
け
る

道
院
の
形
態
や
あ
り
方
な
ら
び
に
信
徒
香
資

な
ど
に
つ
い
て
、
小
教
区
を
通
し
て
徹
底
し

た
指
導
を
展
開
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
地
域

社
会
に
信
頼
さ
れ
る
団
体
と
し
て
の
役
割
を

果
た
す
べ
く
各
府
県
単
位
で
の
事
業（
市
町
村

と
の
連
携
に
よ
る
青
少
年
育
成
事
業
・
地
域

活
性
化
事
業
な
ど
）を
実
施
す
る
こ
と
で
す
。

　

小
教
区
間
で
の
温
度
差
は
必
ず
表
れ
る
の

で
小
教
区
同
士
の
連
携
は
特
に
必
要
で
す
。

互
い
の
小
教
区
の
長
所
と
短
所
を
噛か

み
合
わ

せ
て
事
業
を
展
開
す
れ
ば
更
に
大
き
な
効
果

を
生
む
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

中
国
五
県
で
編
成
さ
れ
て
い
る
中
国
地
区

は
、
小
規
模
な
が
ら
も
活
発
に
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。
総
代
と
し
て
各
地
を
回
っ
た

際
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
観
点
か
ら
教
団

と
し
て
の
４
要
素
、
①
教
義
を
広
め
る
、
②

儀
式
行
事
を
行
う
、
③
門
信
徒
の
教
化
育
成

を
行
う
、
④
礼
拝
施
設
を
整
え
る
、
を
道
院

で
必
ず
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
、
次
に
道
院
を

５
つ
の
形
態
に
分
類
し
た
際
の
４
、５
形
態

か
ら
１
〜
３
形
態
へ
移
行
し
て
も
ら
う
よ
う

要
請
を
し
て
参
り
ま
し
た
。
各
県
教
区
と
も

個
性
派
揃そ

ろ

い
で
、
ま
と
め
役
と
し
て
の
県
教

区
長
の
ご
苦
労
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
が
、

本
山
役
員
に
講
師
を
依
頼
し
て
の
勉
強
会
、

小
教
区
に
お
い
て
も
僧
籍
編
入
、
僧
階
補
任

を
鑑か

ん
がみ

て
の
勉
強
会
な
ど
、
金
剛
禅
布
教
者

と
し
て
の
研
究
、
人
格
向
上
に
余
念
が
な
い

と
こ
ろ
が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
布
教
活
動
の

末
端
部
分
で
あ
る
道
院
で
火
を
つ
け
、
小
教

区
で
そ
の
火
が
大
き
く
な
り
、
県
教
区
で
燃

え
広
が
る
が
ご
と
く
、
唇
歯
の
関
係
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
こ

そ
、
本
来
の
金
剛
禅
運
動
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
り
わ
け
今
年
度
は
、

2
0
1
1
年
に
完
全
実
施
と
な
る
組
織
機
構

改
革
に
向
け
て
、
連
絡
を
密
に
し
、
各
地
を

訪
れ
、
理
解
を
求
め
な
が
ら
総
代
と
し
て
の

任
務
を
全
う
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

四
国
地
区
で
の
活
動
は
、
組
織
機
構
改
革

の
動
き
の
中
で
の
教
区
活
動
の
重
要
性
を
説

き
、
組
織
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
と
、
今
後

ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き
か
を
認
識
し
、

ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
が
教
区
活
動
の
背

骨
に
な
る
こ
と
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
現
在
の
組
織
機
構
改
革
は
、

1
9
7
9
年
、
開
祖
が
招
集
し
た
緊
急
道
院

長
会
議
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
開
祖
は
道
院

に
お
け
る
金
剛
禅
の
布
教
が
な
お
ざ
り
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
さ
れ
、
道
院
長
に

厳
し
く
道
院
本
来
の
あ
り
方
を
問
う
と
と
も

に
、
公
益
法
人
と
し
て
の
自
己
点
検
を
訴
え

て
い
ま
す
。
教
区
制
の
形
は
整
っ
て
き
て
は

い
ま
す
が
、
中
身
が
整
っ
て
き
て
い
る
地
区

は
ま
だ
少
な
く
、
こ
れ
か
ら
が
正
念
場
で
す
。

　

教
区
活
動
の
原
点
は
、
道
院
で
の
布
教
活

動
で
す
。
そ
の
中
で
、
道
院
長
の
資
質
を
高

め
門
信
徒
の
人
格
形
成
の
向
上
を
目
指
し
、

社
会
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
道
院
は
教
団
の
礎

で
あ
り
、
小
教
区
活
動
は
教
団
の
布
教
活
動

の
源
で
す
。
横
の
つ
な
が
り
を
生
か
し
、
行

動
を
通
じ
て
地
域
社
会
に
貢
献
し
、
必
要
と

さ
れ
る
団
体
と
な
る
こ
と
が
教
区
の
本
来
の

あ
り
方
で
す
。
小
教
区
の
勉
強
会
は
、
そ
の

た
め
に
必
要
な
智ち

慧え

と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
磨
く
た

め
の
も
の
で
、
賢
く
て
、
ハ
ー
ト
が
あ
っ

て
、
パ
ッ
シ
ョ
ン（
情
熱
）が
あ
っ
て
、
そ

し
て
勇
気
を
持
っ
て
果
敢
に
行
動
す
る
た
め

に
勉
強
す
る
の
で
す
。
お
互
い
に
影
響
し
合

い
、
楽
し
み
な
が
ら
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

す
る
、
そ
ん

な
小
教
区
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
私
自
身
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
少
林
寺
拳
法
の
教
え
は
、

中
国
地
区

総
代　

鈴
木 

義
勝

道
院
と
教
区
は
唇
歯
の
関
係

四
国
地
区

総
代　

小
野 

芳
洪

必
要
と
さ
れ
る
団
体
に

九
州
沖
縄
地
区

総
代　

久
保
田 

利
幸

教
区
の
県
大
会
を
目
指
し
て

・総代が語る教区活動・
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我
々
の
運
動
は
、
単
な
る
宗
教
運

動
で
は
な
い
。
何
か
を
信
じ
ろ
と
い

う
、
偶
像
あ
る
い
は
得え

体た
い

の
知
れ
な

い
神
様
か
仏
様
を
信
じ
ろ
で
な
く
て

ね
、
自
分
を
見
つ
め
、
自
分
を
尊
重

す
る
と
同
時
に
、
人
間
を
尊
重
し

て
、
そ
う
し
て
、
協
力
し
な
が
ら
幸

せ
な
世
の
中
を
つ
く
ろ
う
で
は
な
い

か
と
い
う
幸
福
運
動
で
す
。

　

だ
か
ら
、
少
林
寺
拳
法
は
単
な
る

武
道
の
よ
う
に
相
手
を
や
っ
つ
け

た
り
、
ど
っ
ち
が
強
い
か
と
い
う

の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
、
諸
君
も
よ
そ

へ
行
っ
た
ら
言
い
よ
る
だ
ろ
う
と
思

う
。
そ
の
と
き
、
相
手
が
み
ん
な
君

の
言
葉
に
賛
成
し
て
く
れ
る
と
は
限

ら
な
い
で
す
ね
。

　

い
ろ
ん
な
相
手
が
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
全
然
違
う
こ
と
を
い
う
か
も
し
れ

な
い
。
議
論
に
な
っ
て
諸
君
が
突
っ

込
ま
れ
た
と
き
に
だ
ね
、
相
手
を
説

得
し
、
納
得
さ
せ
、
方
向
を
変
え
て

も
ら
え
る
よ
う
な
説
得
力
を
君
た
ち

は
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
新
聞
だ
っ
て
、
勉

強
に
な
る
ん
で
す
よ
。
あ
っ
、
こ
う

い
う
て
い
る
が
、
何
年
前
に
は
こ
う

も
い
う
て
い
た
、
ど
っ
ち
が
本
当
だ

ろ
う
か
、
と
い
っ
た
疑
問
を
持
ち
判

断
が
で
き
る
よ
う
な
、
基
礎
知
識
が

欲
し
い
。
そ
し
て
自
分
の
考
え
、
態

度
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い

ろ
ん
な
こ
と
を
知
り
、
よ
く
考
え
、

ど
う
し
た
ら
え
え
か
と
い
う
一
つ
の

目
標
を
持
た
な
い
と
、
人
に
も
の
は

い
え
な
い
と
思
う
。

議
論
で
突
っ
込
ま
れ
た
と
き

相
手
を
説
得
で
き
る
た
め
に
は

開祖語録
ダイジェスト

が
、
そ
れ
は
嫌
な
こ
と
を
さ
せ
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
開
祖
が
目
指
し
た

こ
と
を
改
め
て
自
覚
し
、
本
来
や
ら

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
う
一
度
確

実
に
行
う
た
め
の
変
革
で
あ
ろ
う
。

我
々
に
は
ま
だ
ま
だ
自
分
た
ち
の
思

い
ど
お
り
の
道
院
を
つ
く
る
未
来
、

や
り
た
い
道
院
を
つ
く
る
未
来
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
間
の
み
に

与
え
ら
れ
た
霊
性
に
気
づ
き
、
自
ら

の
可
能
性（
相
依
性
、
潜
勢
力
）を
信

じ
、
ダ
ー
マ
を
信
じ
、
少
し
で
も
よ

く
し
て
い
こ
う
と
努
力
を
怠
ら
な
い

こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

変
わ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
変
わ

れ
る
と
い
う
の
が
金
剛
禅
の
教
え
で

あ
る
。
組
織
改
革
に
は
機
構
の
改
革

も
必
要
で
あ
る
が
、
最
も
必
要
な
の

は
人
の
意
識
が
変
わ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
ず
は
、
行
と
い
う
自
分
の
生

活
体
験
を
基
に
し
た
布
教
が
で
き
る

よ
う
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
心
の

底
か
ら
信
じ
て
い
る
と
い
う
不
動
の

確
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
わ
か
り
や
す

い
法
話
が
で
き
る
よ
う
、
そ
し
て
相

手
の
心
を
打
つ
、
相
手
を
教き
ょ
う

化げ

す

る
法
話
が
で
き
る
よ
う
、
何
よ
り
も
、

自
分
の
行
動
で
、
背
中
で
生
き
ざ
ま

を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ

こ
に
法
を
具
現
で
き
る
よ
う
に
と
、

自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。

改革

1975年８月10日　
第２次指導者講習会

（２日目）

　

昭
和
初
期
、
誕
生
ま
も
な
い
ラ
ジ

オ
で「
法
句
経
」を
講
義
し
て
大
き

な
反
響
を
得
た
友と

も

松ま
つ

圓え
ん

諦た
い

。「
漢
文

の
意
味
の
わ
か
ら
な
い
お
経
で
は
な

く
、
わ
か
る
お
経
を
伝
え
た
い
。
わ

か
る
仏
教
、
生
活
に
生
か
せ
る
仏
教

を
」と
問
題
を
提
起
し
、
仏
教
ブ
ー

ム
を
巻
き
起
こ
し
た
友
松
。
開
祖
も

『
少
林
寺
拳
法
教
範
』を
編へ
ん

纂さ
ん

す
る
に

あ
た
り
、
友
松
著
の『
法
句
経
講
義
』

と『
こ
れ
か
ら
の
寺
院
』の
２
冊
を
参

考
図
書
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　

青
年
期
に
ど
う
し
て
も
寺
を
継
ぐ

の
が
嫌
で
寺
を
出
よ
う
と
し
た
と

き
、「
坊
主
が
嫌
な
ら
、
嫌
で
な
い

坊
主
に
な
っ
た
ら
ど
う
か
。
お
寺

が
嫌
な
ら
、
自
分
の
気
の
す
む
よ
う

な
お
寺
を
自
分
で
建
て
た
ら
ど

う
か
」と
い
う
母
か
ら
の
手
紙

を
読
み
、
嫌
で
な
い
坊
主
に
な

る
、
自
分
の
気
の
す
む
寺
を
つ

く
る
こ
と
が
、
友
松
の
原
点
、

生
涯
の
課
題
と
な
る
。
そ
し
て

友
松
は
、
わ
か
ら
な
い
漢
訳
経

典
読ど

く

誦じ
ゅ

や
葬
式
中
心
の
仏
教
を

批
判
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

は「
僧
よ
変
わ
れ
、
寺
院
よ
変

わ
れ
」と
、
在
家
仏
教
運
動
と

寺
院
革
新
を
指
導
し
た
。

　

我
々
、
金
剛
禅
教
団
も
組
織

機
構
改
革
を
迫
ら
れ
て
い
る

文／東山忠裕

法を問い　学を修める vol.11
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開
祖
忌
法
要

　

５
月
９
日
、
金
剛
禅
総
本
山
少
林

寺
本
堂
に
お
い
て
、
名
誉
委
員
、
道

院
長
な
ら
び
に
法
縁
関
係
者
約
５
０

０
人
が
見
守
る
中
、
30
回
目
と
な
る

開
祖
忌
法
要
が
挙
行
さ
れ
た
。

　

法
要
は
導
師
献
香
に
始
ま
り
、
教

典
唱
和
、
表
白
文
奉
読
、
参
列
者
献

香
と
進
ん
だ
。
ま
た
参
列
者
の
献
香

中
に
は
、
創
始
30
周
年
記
念
全
国
大

会
に
お
け
る
部
内
の
集
い
で
の
開
祖

の
講
話
が
場
内
に
流
れ
、
参
列
者
は

あ
り
し
日
の
開
祖
に
思
い
を
馳は

せ
つ

つ
香
を
献
じ
た
。
道
院
長
研
修
会
１

次
に
合
わ
せ
て
挙
行
さ
れ
た
今
年
の

法
要
で
は
、
組
織
機
構
改
革
の
原
点

と
も
い
え
る
開
祖
の「
志
」を
参
列
者

自
身
の「
志
」と
し
、
社
会
に
貢
献
で

き
る
人
づ
く
り
の
道
に
挺
身
す
る
決

意
を
固
く
誓
っ
た
。 　
（
冨
田
雅
志
）

中導師　
■2010年４月１日付
齋藤 透（黒石道院）
相谷 直善（尾張小牧道院）
関森 隆治（四日市龍王道院）
岩本 剛（滋賀皇子山道院）
篠井 米藏（京都長岡道院）
酒井 信人（柏原旭ケ丘道院）
賀内 重善（小野道院）
田中 英将（芦屋道院）
青山 裕昭（神戸山の手道院）
八木 康光（神戸東道院）

高橋 正義（長崎多良見道院）
高山 毅（菊池道院）
横山 春一郎（鹿児島霧島道院）
権中導師　
■2010年４月１日付
千葉 和仁（岩手東水沢道院）
相原 聡（山形中部道院）
尾崎 諭司（茨城牛久道院）
大槻 政之（渡良瀬道院）
菊池 厚（埼玉越谷道院）
柏崎 勝人（埼玉新所沢道院）
竹田 光男（船橋東道院）

廣田 稔（習志野台スポーツ少年団）
安藤 弘明（君津道院）
米山 憲一（八王子松枝道院）
竹中 司（東京飛鳥道院）
藤井 美彰（東京福生道院）
九里 一也（金沢城西道院）
三枝 晶子（遠江西道院）
藍場 庸司（富士南道院）
児玉 靖（参河依佐美道院）
長澤 克彦（刈谷中部道院）
伊藤 作次（名古屋瀬古道院）
光岡 哲也（稲沢北道院）

松田 孝弘（三重桑名道院）
鈴木 拓史（洛南道院）
曽束 正義（洛南道院）
山本 高稔（京都春日道院）
室山 典彦（倉敷郷内道院）
貞永 英二（宇部常盤道院）
矢野 桂治（周南南道院）
坂東 照之（福岡中央道院）
鼈甲屋 勉（福岡夜須道院）
平田 雄嗣（北熊本自衛隊）

僧階昇任者

▷村上 一 3,000円
▷大阪北道院　服部 弘 30,000円
▷東京大塚道院　有志一同 10,000円
▷東京都教区　大澤 隆 10,000円
▷鷺沼道院　松木 長實 10,000円
▷奈良中央道院　今城 隆廣 100,000円

▷山上万智子 30,000円
▷蔵本 朝子 20,000円
▷村岡 和德 10,000円
金剛禅総本山少林寺改修基金
▷洛東道院　森川 是汪 30,000円

お布施 ７月の本山行事
３日（土）〜４日（日） 道院長研修会（北海道・東北）
16日（金）〜18日（日） 道院長資格認定研修会
18日（日）	 帰山
25日（日） 帰山
８月の本山行事
29日（日） 帰山

I N F O R M A T I O N

「
志
」を
確
認
す
る

NEWS			活動報告

投稿大募集　〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-17-5　東京別院 広報誌担当宛
あて

　TEL.03-5961-1400　FAX.03-5961-1401　
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。

　平成22年度春の叙勲におい
て、名誉本山委員でもある、
柿
かき

沼
ぬま

實
みのる

東戸塚道院道院長が
瑞宝單

たん

光
こう

章を受賞されまし
た。長年に渡り、少林寺拳法
を通じて青少年育成に努めら
れてきた功績が認められたも
のです。なお、柿沼道院長は
5月12日に皇居に参内し、天
皇陛下に拝

はい

謁
えつ

され、お言葉を
頂いたとのことです。

　4月28日、山口県庁におい
て行われた日本スポーツ少年
団の顕彰指導者の表彰・伝達
式において、宮

みや

脇
わき

功
こう

次
じ

小野田
道院道院長が、全国顕彰を受
賞されました。このもようは
地元誌の宇部日報にも掲載さ
れました。
　なお、宮脇道院長は山口県
少林寺拳法連盟の元理事長として、 2009年11月に、
山口県教育功労者表彰を受賞されています。

おめでとうございます
春の叙勲　瑞宝單光章を受賞 日本スポーツ少年団顕彰指導者を受賞
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コ
ン
ビ
ニ
と
宅
配
便
は
、
見
事
な

ま
で
に
生
活
に
浸
透
し
た
事
業
で
あ

る
。
便
利
さ
の
追
究
が
、
小
売
業
・

流
通
業
を
根
元
か
ら
変
革
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

先
日
、
コ
ン
ビ
ニ
に
寄
っ
た
。
特

別
な
目
的
な
ど
持
た
ず
、
ふ
ら
り
と

入
店
、
何
と
な
く
ボ
ト
ル
茶
を
庫
よ

り
取
り
出
し
、
レ
ジ
に
並
ん
だ
。
大

型
チ
ェ
ー
ン
の
店
、
も
ち
ろ
ん
レ
ジ

の
向
こ
う
側
の
バ
イ
ト
君
は
、
無
機

質
に
正
統
派
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
忠
実
に

遂
行
、
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら
も
セ
オ

リ
ー
ど
お
り
、
無
機
質
に
対
応
予
定
。

　

が
、
そ
の
と
き
、「
事
件
」勃ぼ
っ

発ぱ
つ

！

　

私
の
前
の
客
、
ご
く
普
通
の
中
年

男
性
、
レ
ジ
精
算
中
、
バ
イ
ト
君
に

「
ハ
イ
、
あ
り
が
と
う
。
う
ん
、
ハ

イ
、
あ
り
が
と
う
」と
、
い
ち
い
ち

笑
顔
で
う
な
ず
き
な
が
ら
、
あ
り
が

と
う
と
発
声
し
て
い
る
。

　

思
い
違
い
を
し
て
い
た
我
が
恥
ず

か
し
い
。
相
手
が
無
機
質
だ
か
ら

…
…
な
ん
て
未
熟
な
解
釈
な
り
。

　

こ
ち
ら
か
ら
暖
か
い
空
気
を
発
生

送
信
し
な
い
と
、
世
の
中
な
ん
て
温ぬ

く

も
ら
な
い
。

　

そ
の
後
、
感
謝
の
言
葉
、
連
発
の

日
々
で
あ
る
。
こ
れ
も
婚
活
？
違
っ

た
金
活（
金
剛
禅
布
教
活
動
）の
一
環

で
し
ょ
う
。

（
金
沢
文
庫
道
院
・
米
田
隆
英
・
47
）

　

ダ
ー
マ
を
感
じ
る
、
理
解
す
る
。

　

そ
れ
は
、
命
の
尊
さ
が
理
解
さ
れ

る
こ
と
、
生
き
て
い
る
こ
と
へ
の
感

謝
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
感
謝

や
反
省
が
で
き
る
。
言
葉
だ
け
で
は

な
く
心
か
ら
理
解
す
る
こ
と
。
そ
れ

が
信
と
解
だ（
信
と
は
疑
わ
な
い
心

の
こ
と
）。

　

他
人
へ
の
目
、
自
然
へ
の
目
な
ど

素
直
な
気
持
ち
の
と
き
と
、
悩
み
多

き
と
き
で
は
眼
の
曇
り
方
、
澄
み
か

た
が
違
う
。「
心
の
目
」と
よ
く
い
う

が
、「
半
ば
は
他ひ

人と

の
…
…
」と
い
う

と
き
は
、
自
分
を
捨
て
て
相
手
の
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
て
い

る
。
相
手
の
気
持
ち
が
伝
わ
る
と

き
、
相
手
も
自
分
も
澄
ん
だ
心
が
あ

れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
は
感
性
が
鈍
く
な
っ
て
は
い

け
な
い
。
感
動
す
る
心
が
必
要
で
あ

る
。
逆
に
い
え
ば
、
感
動
す
る
心
が

感
性
を
磨
く
と
も
い
え
る
。
自
分
の

存
在
を
感
じ
る
と
き
、
自
然
の
大
き

な
力
を
実
感
す
る
。「
生
き
る
」「
命
」

は
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

コ
ン
カ
ツ

vol.11　ダーマを感じる

イラスト／大原由軌子

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。〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-17-5
東京別院 広報誌担当宛　TEL.03-5961-1400　FAX.03-5961-1401
e-mail：aun@shorinjikempo.or.jp

　道院出納係では、主に道院口座か
らの引落の確認、道院運営費の送金、

「引落予定通知書」「香資・礼録等受領
書並びに道院運営費交付書」「振込依
頼・振込依頼明細書」の発行、「少林寺
拳法乗車票」の申込受付・発送などの
業務を行っております。常に、 5S（整
理・整頓・清掃・清潔・躾

しつけ

）と報告・
連絡・相談を徹底し、思いやりと笑顔

File.11　財務部　道院出納係　（2010.6月現在）

の対応を心がけております。
　お問い合わせやお申し込みに、柔軟
かつ迅速にお応えできるよう努めてお
り、先生方から感謝の言葉を頂けたと
きは、とても嬉

うれ

しくやりがいを感じま
す。ゆうちょ銀行の道院口座、引落・
送金・振込に関するご質問などござい
ましたら、どうぞお気軽に道院出納係
までご連絡ください。

事務局紹介
のコーナー

係長 新
にい

延
のべ

まゆみ 高
たか

木
ぎ

啓
けい

子
こ

宗務局長　田村	明



三日月返は、攻者の上段 直
ちょく

突
づき

を左手内へ引っ掛けるようにして受け、下へ押さえながら右
平
ひら

拳
けん

で三日月へ上
あげ

振
ふり

突
づき

を行い、その手を直ちに返し、頸
けい

中
ちゅう

へ手
しゅ

刀
とう

打
うち

を返す技法である。特
に、攻者の攻撃手を殺し、二撃目を封じること、そして直ちにその手を肘

ひじ

から引き抜き、頸
中に手刀打を返すことなど、正確さに加えて速さと節度に重点を置いた修練を心がけたい。

撮影／近森千展　文／飯野貴嗣　演武者／守者：川島一浩 正範士七段　攻者：飯野貴嗣 大拳士六段
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表　　紙▶河合 修　愛知県出身。日本を代表する写真家・藤井秀樹氏のアシスタン
トを経て独立。 2009年5月より「ダーマ」をテーマに、『あ・うん』の表紙撮影に取り
組む。ホームページは「写真家　河合修」で検索！　名古屋千種道院、中拳士三段。

編集後記▶新年度の本山における道院長研修会が終わろうとしている。残すところ
7月3、 4日の北海道・東北地区のみとなった。▶来年度の開祖生誕100年を契機と
した、少林寺拳法グループの大規模な組織機構改革に関する全国所属長を対象の研
修である。▶幸福運動、理想境建設を目的とする金剛禅布教者としての再確認と、
同志の獲得、協力を一段と邁

まい

進
しん

する充電研修会であった。　　　　　　　　　 （あ）

２週ごとに更新される代表メッセージをはじめ、
金剛禅布教活動に役立つコンテンツを段階的に充
実させていきます。また、「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
仕切れなかった記事・写真も掲載されています。

の としての少林寺拳法

白
びゃく

蓮
れん

拳
けん

　三
み

日
か

月
づき

返
がえし

Byakuren Ken, mikazuki gaeshi

金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイト
http://www.shorinjikempo.or.jp/aun/index.html

少林寺拳法 検索
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