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70
周
年
に
向
け
て
、
過
去
を
踏
ま
え
て
、

今
を
引
き
継
ぐ

2016年度事業方針

金剛禅総本山少林寺

本
教
団
の
中
長
期
計
画
を
策
定
し
て
か
ら
４
年
が
経
過
し
、
来
年
は
、
少
林
寺
拳
法
創
始
70
周
年
を
迎
え
る
。
刻
々
と
変
化
す
る
社
会
情
勢
を
見
極
め
な
が
ら
、

本
教
団
の
発
展
と
継
承
の
た
め
に
、「
70
周
年
に
向
け
て
、
過
去
を
踏
ま
え
て
、
今
を
引
き
継
ぐ
」と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
、
２
０
１
６
年
度
の
事
業
方
針
を

定
め
た
。

　

道
院
長
は
少
林
寺
拳
法
師し

家け

の
代

行
者
と
し
て
、
金
剛
禅
運
動
を
最
前

線
で
推
進
し
て
い
く
指
導
者
で
す
。

ゆ
え
に
、〈
道
院
長
個
々
人
の
実
行

力
〉と
、〈
道
院
長
間
の
横
の
連
携
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉が
、
教
団
活
動
に
お

け
る
最
も
重
要
な「
柱
」と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
道
院
長
一
人
ひ

と
り
が
、
元
気
に
、
明
る
く
、
そ
し

て
前
向
き
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
年
度
は
、

昨
年
以
上
に
本
山
宗
務
局
お
よ
び
エ

リ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
、
道
院

長
を
し
っ
か
り
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
て
、
元
気
で
活
発
な
道
院
の
特

徴
の
一
つ
に
、
道
院
長
自
身
が「
今
を

よ
し
と
せ
ず
、
常
に
自
己
向
上
に
励

ん
で
い
る
」と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
道
院
長
は
、
日
々
新

し
く
、
自
ら
を
進
化
さ
せ
続
け
て
い

ま
す
。
指
導
者
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
運
動

の
指
導
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
自
己

の
研け
ん

鑽さ
ん

に
努
め
、
人
格
、
識
見
、
そ
の
他
の

能
力
を
高
め
て
い
く
姿
勢
を
尊
重
し
た
い
も

の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
、
本
山
で
開
催
さ

れ
る「
金
剛
禅
講
習
会
」を
積
極
的
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

　

12
月
に
開
催
予
定
の「
金
剛
禅
講
習
会（
少

年
育
成
）」で
は
少
年
拳
士
の
指
導
現
場
の
活

性
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
ま
た
、
２
０
１
７
年
３
月
開
催
予
定
の

「
金
剛
禅
講
習
会（
教
学
）」で
は
、
特
に「
法

話
力（
＝
よ
り
よ
い
法
話
を
行
う
の
に
必
要

な
技
術
力
）」向
上
の
た
め
の
原
理
原
則
を
ご

提
供
し
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、
教
学
に
関
す
る
こ
と
や
、
儀

式
の
意
義
や
実
施
方
法
を
再
度
学
習
し
た
い

と
い
う
道
院
長
に
は
、
７
月
と
３
月
に
開
催

さ
れ
る「
僧
階
補
任
講
習
」へ
の
受
講（
聴
講
）

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
は
、
各
都
道
府
県
教
区
に

お
い
て
も
、
道
院
・
道
院
長
を
支
援
す
る
た

め
の
事
業
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。
各
都
道

府
県
教
区
が
そ
れ
ぞ
れ
、
お
の
お
の
の
事
業

計
画
に
沿
っ
た
目
標
を
定
め
、
道
院
長
の
支

援
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
エ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、
文

字
ど
お
り
、
道
院
長
が
行
う
事
務
手
続
き
、

事
務
処
理
の
負
担
軽
減
に
一
層
努
め
ま
す
。

⑴
道
院
長
の
支
援

　自己の可能性を信じ、仲間とともにダーマ信仰を確立し、老若男女を問わ
ず、広く地域と密着したコミュニティを有し、人々の生活や将来に役立つ実
践活動を推進し、皆の喜びを自分の喜びとして感じられる人の輪（和）が広
がっている状況。

◆本教団の目指す将来像

◆本年度の最優先課題

・門信徒の増加
・コンプライアンスの徹底

重点実施項目
（１）道院長の支援
（２）門信徒増加への取り組み
（３）後継指導者の育成
（４）道院活動の点検
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現
在
、
１
万
２
０
０
０
人
の
門
信
徒
が
家
族

で
入
門
さ
れ
、
修
行
に
励
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
40
代
前

後
の
年
齢
に
さ
し
か
か
り
、
家
族
や
夫
婦
で

入
門
さ
れ
る
方
々
の
割
合
も
多
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
道
院
で
も
、
ぜ
ひ
親
子

入
門
を
勧
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

門
信
徒
の
増
加
に
は
、
道
院
長
の
努
力
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
が
、
本
山
事

務
局
も
道
院
長
へ

の
後
押
し
を
す
べ

く
、
今
年
１
月
に

は
主
に
少
年
拳
士

増
加
に
向
け
た

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

製
作
し
、
道
院
長

へ
配
布
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た（
＊
１
）。
今
後
さ
ら
に
、
新

し
く
、
家
族
向
け
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
中
高

年
向
け
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て
、
道
院

長
へ
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。

　

さ
て
、
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
社
会

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
数
年
、
我
が

国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
率
は
80
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
い
ま
す
。
本
山
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
充
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
各
道
院

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
導
入
・
充
実
も
、
新
規

入
門
者
の
増
加
に
向
け
た
有
効
な
手
段
と
い

え
ま
す
。
事
実
、
少
林
寺
拳
法
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら「
資
料
請
求
」の
要
望
を
承
っ
た

数
は
、
毎
月
１
０
０
件
に
上
っ
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
、
入
門
者
の
入
門
動
機
と
し
て
、

「
護
身
術
を
習
得
し
た
い
か
ら
」と
か
、「
技

だ
け
で
な
く
、
礼
儀
作
法
も
身
に
つ
け
ら
れ

る
か
ら
」と
い
っ
た
も
の
が
主
流
で
し
た
。

し
か
し
、
昨
今
は
こ
れ
ら
に
加
え
、「
金
剛

禅
と
い
う
教
え
に
興
味
を
持
っ
た
か
ら
」と

か
、「
人
生
の
指
針
と
な
る
も
の
が
学
べ
そ

う
だ
か
ら
」と
い
っ
た
動
機
で
入
門
さ
れ
る

人
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
物
質
的
・
経
済
的

に
成
熟
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
心
の
強

さ
、
心
の
平
安
を
求
め
る
人
た
ち
が
増
え
て

い
る
表
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

確
か
に
数
百
を
数
え
る
多
彩
な
技
も
魅
力

で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
ま
す

ま
す
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
習
得
し
た〈
技

の
多
さ
〉よ
り
も
、
人
と
人
、
あ
る
い
は
人

と
社
会
と
融
合
で
き
る〈
調
和
の
思
想
〉を

ま
と
め

①
道
院
長
自
身
の
、「
今
を
よ
し
と
せ
ず
、

学
び
続
け
よ
う
」と
す
る
姿
勢
。

②
教
区
・
小
教
区
に
よ
る
道
院
長
へ
の
支

援
。

③
事
務
手
続
き
の
軽
減
。（
エ
リ
ア
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
道
院
長
へ
の
支
援
）

⑵
門
信
徒
増
加
へ
の
取
り
組
み

＊１　リーフレットの追加注文を承っていますので、本山事務局へご一報ください。

ま
と
め

①（
見
学
者
に
対
す
る
）親
子
入
門
、
家

族
入
門
の
勧
め
。

②
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ
、
道
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
積
極
的
活
用
。

③
道
院
行
事
と
し
て
、
道
院
の
内
外
へ

向
け
た
法
話
・
講
演
会
の
実
施
。

⑶
後
継
指
導
者
の
育
成

　

現
在
、
道
院
長
の
平
均
年
齢
が
60
歳
で
す

が
、
金
剛
禅
運
動
を
継
続
し
て
い
く
た
め

に
、
い
か
に
指
導
者
の
世
代
交
代
を
着
実
に

行
っ
て
い
け
る
か
が
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
本
山
で
は
、
我
が
国
の
人
口
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
の
変
化
、
人
々
の
家
庭
環
境
や
労

働
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
、
道
院
の
あ
り
方

を
研
究
し
、
今
後
、
新
た
な
形
態
を
提
案
す

る
予
定
で
す
。

　

道
院
に
お
い
て
、
道
場
長
や
助
教
と
し
て

指
導
に
携
わ
っ
て
い
る
30
～
40
代
の
若
手
拳

士
が
、
将
来
的
に
現
在
の
道
院
を
継
い
で
い

け
る
よ
う
、
あ
る
い
は
、
新
た
な
道
院
を
設

立
で
き
る
よ
う
、
本
山
・
教
区
が
連
携
し
て

サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

　

今
年
７
月
に
は
、
本
山
で「
金
剛
禅
講
習

会（
指
導
者
）」が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
講

習
会
で
は
、
指
導
者
に
必
要
と
さ
れ
る
素

養
・
能
力
を
高
め
る
内
容
を
扱
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
道
院
の
幹
部
拳
士
の
方
々
の
受

講
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

加
え
て
、
僧
階
へ
の
取
り
組
み
の
推
進

も
、
一
層
の
強
化
を
図
り
ま
す
。
ご
認
識
の

と
お
り
、
僧
階
は
、
金
剛
禅
を
布
教
す
る
人

の
た
め
の
階
級
制
度
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

次
の
世
代
へ
確
実
に
金
剛
禅
を
伝
え
て
い
く

た
め
に
も
、
僧
籍
編
入
者
を
増
や
し
、
そ
れ

ぞ
れ
が
金
剛
禅
を
真
に
理
解
し
、
次
の
世
代

に
正
し
く
伝
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

近
年
は
、
僧
階
へ
の
関
心
を
強
く
お
持
ち
の

持
っ
た
人
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
人
を
育
て
る
た
め
に
も
、
道

院
長
が
道
院
の
内
外
で
法
話
・
講
演
を
行

い
、「
人
生
や
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
生

き
た
教
え
」を
説
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま

た
そ
う
す
る
こ
と
で
人
に
活
力
を
与
え
、
新

た
な
賛
同
者
・
門
信
徒
の
輪
を
広
め
て
い
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
っ
て
、
道
院
現
場
に
お
い
て
、
金
剛
禅
の
布

教
と
門
信
徒
の
教
化
育
成
、
道
院
の
充
実
に

向
け
た
活
動
に
専
念
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

サ
ポ
ー
ト
体
制
の
強
化
を
図
り
ま
す
。
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2016年度事業方針

ま
と
め

①
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
法
令
順
守
）を

徹
底
す
る
。

②
自
己
点
検
、
相
互
点
検
を
行
う
。

2016 年度組織図

　

本
教
団
は
、
単
立
宗
教
法
人
で
あ
り
、
本

山
と
道
院
が
一
体
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
組
織
機
構
改
革
の
目
的
・
方
針
に
基
づ

き
、
引
き
続
き
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
法
令

順
守
）を
徹
底
し
、
金
剛
禅
の
教
義
を
広
め
、

儀
式
行
事
を
行
い
、
門
信
徒
の
教
化
育
成
を

図
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
日
々
の
健
康
的
な
生
活
を
送

る
た
め
に
、
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
ま

す
。
そ
の
目
的
は
、
自
覚
症
状
の
な
い
初
期

⑷
道
院
活
動
の
点
検

の
段
階
で
異
常
を
発
見
す
る
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
と
同
様
、
私
た
ち
金
剛
禅
教
団
が
、

健
全
な
組
織
体
と
し
て
社
会
へ
貢
献
し
て
ゆ

く
た
め
に
は
、
定
期
的
に
足
元
を
点
検
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
是
正
す
べ
き

と
こ
ろ
が
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
早

期
に
改
善
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
の
自

己
点
検
、
相
互
点
検
を
、
今
年
度
も
実
施
す

る
予
定
で
す
。

門
信
徒
も
多
く
、
今
年
４
月
１
日
付
で
少
導

師
補
任
を
受
け
ら
れ
た
人
は
、
過
去
５
年
間

で
最
も
多
い
数
と
な
り
ま
し
た
。

　
『
僧
階
教
本
』を
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
て
学

習
し
、
ま
た
、
小
教
区
の
研
修
会
な
ど
で
は

仲
間
と
討
議
も
行
い
、
日
常
生
活
に
お
い

て
、
金
剛
禅
の
教
え
を
拠よ

り
所
と
し
て
生
き

て
い
く
こ
と
で
、
自
己
の
資
質
を
高
め
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
山
・
教
区
で
は
後
継

指
導
者
の
育
成
に
向
け
た
取
り
組
み
の
、
一

層
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

ま
と
め

①
道
院
の
新
た
な
形
態
の
研
究
・
提
案
。

②「
金
剛
禅
講
習
会（
指
導
者
）」、
そ
の

他
講
習
会
の
積
極
的
活
用
。

③
僧
階
学
習
へ
の
意
欲
的
な
取
り
組
み
。
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万
物
に
作
用
す
る

宇
宙
の〝
は
た
ら
き
〟、
ダ
ー
マ

事務局　局長　中川 英昭

仁のある暮らし

〝
若も

し
人
あ
り
、
仁
、
義
、
忠
、
孝
、

礼
の
事
を
尽
く
さ
ざ
れ
ば
…
…
〟と「
道

訓
」で
唱
え
て
い
る「
仁
」に
つ
い
て
掘
り

下
げ
て
み
る
と
、「
人
」が
二
人
い
て
最
小

限
の
社
会
関
係
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
、
自

分
だ
け
で
は
な
い
他
者
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
人
間
に
と
っ

て
生
き
て
い
く
う
え
で
大
切
か
、
人
間
の

霊
性
と
し
て
の
働
き
か
ら
、
相
手
を
人
と

し
て
尊
重
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
と
人

と
が
親
し
み
合
う
情
愛
、
他
者
へ
の
優
し

さ
、
思
い
や
り
、
寛
容
、
柔
和
な
心
を
持

つ
こ
と
と
解
さ
れ
、
生
き
て
い
く
う
え
で

の
原
点（
人
間
関
係
の
基
本
）と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

孔
子
は
、
あ
る
弟
子
の
問
い
に
対
し

て
、「
仁
」と
は
、「
思
い
や
り
の
心
で
万

人
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
利
己
的
欲
望
を

抑
え
、
礼
儀
を
履
行
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
万
人
を
愛
す
る
と
い
っ
て
も
、
出
発

点
は
肉
親
へ
の
愛
に
あ
る
」と
、
人
に
対

し
て
尽
く
す
こ
と
と
、
自
分
の
内
面
に
つ

い
て
説
い
て
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
人
間
関
係

の
基
本
で
あ
る「
仁
」の
実
践
、
そ
の
中
か

ら「
自
己
確
立
」「
自
他
共
楽
」の
修
行
も
成

り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
身
近
な
行
動
を
振

り
返
り
な
が
ら
、
自
分
の
内
面
に
つ
い
て

素
直
な
心
で
見
つ
め
、
つ
い
、
他
の
者
の

欠
点
な
ど
を
責
め
て
し
ま
っ
た
り
、
人
の

言
動
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る

自
分
を
戒
め
な
が
ら
、「
仁
」あ
る
暮
ら
し

を
実
践
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

万
物
に
作
用
し
て
い
る「
宇
宙
の
存
在
、

そ
の
力
・
は
た
ら
き
」を
ま
ず
認
識
し
、
そ

の
上
で
、
人
間
で
あ
る
我
々
は
ど
う
生
き
る

か
を
考
え
る
、
と
す
る
捉
え
方
で
す
。

具
体
的
物
体
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
即
感

じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
け
れ
ど
、
万
物
に
作

用
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
や
は
た
ら
き
、

そ
れ
ら
を
考
え
た
り
認
識
し
た
り
す
る
の
は

可
能
で
す
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
同
じ
蛇
で

も
毒
を
持
っ
た
の
を
、
私
た
ち
人
間
は
毒
蛇

と
い
っ
て
嫌
う
。
が
、
毒
蛇
に
も
存
在
の
意

味
が
あ
り
、
地
球
と
い
う
環
境
で
、
彼
ら
は

彼
ら
の
役
割
を
持
ち
、
生
命
活
動
を
続
け
て

い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
で
あ
れ
毒
蛇
で
あ

れ
、
生
命
活
動
一
つ
取
っ
て
も
、
そ
こ
に
は

「
必
要
だ
か
ら
、
お
の
お
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の

特
性
を
持
っ
て
存
在
す
る
」と
い
う
こ
の
世

の
成
り
立
ち
が
あ
る
。
人
間
が
わ
ざ
わ
ざ
毒

蛇
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
然
界
の
不
思

議
が
多
種
多
様
な
生
命
を
宿
し
、
育
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

あ
る
い
は
、
空
間
的
に
相
隔
た
っ
た
物
体

が
互
い
に
引
き
合
う
力
で
あ
る「
引
力
」。
こ

れ
も
、
人
間
が
ど
う
思
う
、
思
わ
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、
宇
宙
に
実
在
す
る
力
で
す
。
ま

た
、
ち
ょ
っ
と
角
度
を
変
え
て
い
え
ば
、
悪

事
を
す
る
と
、
い
つ
か
そ
の
ツ
ケ
が
必
ず

回
っ
て
く
る
因
果
応
報
の
道
理
、
こ
れ
も
人

間
の
思
惑
を
超
え
て
存
在
す
る
ん
じ
ゃ
な
い

の
か
。
長
い
目
で
物
事
を
見
た
と
き
、
無
理

し
た
り
強
要
し
た
り
、
あ
ま
り
に
も
自
分

本
位
だ
と
、
必
ず
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
悪
い

結
果
を
招
く
。
何
事
も
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
捉

え
る
ほ
う
だ
か
ら
、
因
果
応
報
な
ん
て
こ
と

も
、
あ
え
て
単
純
に
私
は
そ
う
考
え
る
。

私
自
身
は
、
自
分
が
確
信
す
る
道
理
を
信

じ
、
こ
の
矛
盾
だ
ら
け
の
社
会
に
対
し
て
だ

け
じ
ゃ
な
い
、
自
分
自
身
も
変
え
よ
う
と
努

力
し
た
い
な
。
そ
し
て
、
お
か
し
な
こ
と
が

少
し
ず
つ
で
も
正
さ
れ
、
悪
か
っ
た
り
強
い

の
だ
け
が
利
益
を
む
さ
ぼ
り
続
け
る
こ
と
の

な
い
世
の
中
に
、
人
間
社
会
を
一
歩
一
歩
変

え
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
人
間
関
係
の
最
小

限
の
約
束
事
で
あ
る「
人
間
が
人
間
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
隣
人
と
仲
よ
く
す
る
」、
こ
の

こ
と
だ
け
は
何
と
し
て
も
守
り
た
い
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
沿
っ
て

行
動
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
提
唱
す
る「
金

剛
禅
運
動
」で
あ
り
、「
信
念
の
確
立
」で
あ
る
。

開祖語録
ダイジェスト

　1973年度
　整法特別講習会
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法を問い　
学を修める

｢

皮
肉
骨
髄
の
訓
戒｣
vol.46

文／飯塚 久雄

達だ
る

磨ま

大
師
は
、
中
国
の
梁り
ょ
う

の
時
代
に
正
法
を
伝
え
よ

う
と
は
る
ば
る
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
き
て
、
武
帝
と
の

有
名
な
問
答
で
理
解
を
得
ら
れ
ず
、
梁り

ょ
う

都と

を
去
っ
て
魏ぎ

の
国
へ
行
っ
た
。
よ
く
達
磨
図
に
、
葦あ
し

の
葉
に
乗
っ
て

川
を
渡
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
こ

と
だ
と
い
う
。
達
磨
大
師
の
弟
子
に
、
慧え

可か

、
道
育
、

尼
総
持
、
道
副
と
い
う
四
人
の
弟
子
が
い
た
。
有
名
な

「
皮
肉
骨
髄
」の
訓
戒
と
い
う
の
が
あ
る
。
四
人
の
弟
子

た
ち
に
、
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
仏
教
の
本
質
・
禅

の
要
旨
を
問
う
た
と
き
の
問
答
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
道
副
は『
私
は
、
文
字
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま
た
文
字

を
は
な
れ
な
い
で
、
仏
道
を
行
じ
ま
す
』と
答
え
る
と

『
汝な

ん
じ

は
わ
が
皮
を
得
た
り
』。
と
達
磨
は
い
う
。

尼
総
持
が
い
っ
た
。『
私
が
理
解
し
て
お
り
ま
す
と
こ

ろ
は
、
愛
欲
も
怒
り
も
し
ず
ま
っ
て
、
よ
ろ
こ
び
は
、

仏
国
を
み
る
よ
う
で
す
』

『
汝
は
わ
が
肉
を
得
た
り
』。
と
達
磨
は
い
う
。

つ
い
で
道
育
が『
物
を
構
成
す
る
地
水
火
風
の
四
大

も
、
因
縁
が
つ
き
ま
す
と
空
に
な
り
、
ま
た
す
べ
て
の

事
物
は
、
色
受
想
行
識
の
五ご

蘊う
ん

が
仮
に
和
合
し
て
で
き

て
い
る
の
で
、
も
と
も
と
有
で
は
な
く
、
一
法
と
し
て

得
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
』

『
汝
は
わ
が
骨
を
得
た
り
』。
と
達
磨
は
い
う
。

最
後
に
慧
可
が
、
た
だ
黙
っ
て
達
磨
に
礼
拝
し
て
、

も
と
の
位
置
に
つ
く
。
そ
れ
を
み
て
、『
汝
は
わ
が
髄
を

得
た
り
』。
と
達
磨
は
い
う
。

『
む
か
し
、
如
来
は
正
法
眼
を
迦か

葉し
ょ
う

大
士
に
付
し
、

転
々
と
し
て
わ
た
し
に
至
っ
て
い
る
。
い
ま
。
お
前
に

付
す
か
ら
護
持
し
な
さ
い
』と
達
磨
は
慧
可
に『
法
信
と

す
る
』と
い
い
、
伝
法
の
偈げ

を
示
し
た
」（『
禅
と
は
何
か
』

水
上
勉
著
よ
り
引
用
）

こ
れ
ら
の
訓
戒
か
ら
、
達
磨
大
師
が
慧
可
を
後
継
者

と
し
た
の
は
、
釈
尊
が
あ
る
日
、
弟
子
に
説
法
し
て
い

る
と
き
、
一
本
の
花
を
ひ
ね
っ
て
見
せ
た
が
、
誰
も
そ

の
真
意
が
分
か
ら
ず
沈
黙
し
て
い
た
と
き
に
、
摩ま

訶か

迦

葉
だ
け
が
に
っ
こ
り
と
笑
っ
た
。
釈
尊
は
、
言
葉
で
言

い
表
せ
な
い
奥
義
を
理
解
で
き
る
者
と
し
て
、
彼
に
伝

法
の
奥
義
を
授
け
た
。
こ
の「
拈ね

ん

華げ

微み

笑し
ょ
う

」の
故
事
か

ら
、
他
の
三
人
が
論
を
立
て
、
悟
り
の
中
身
を
言
葉
で

伝
え
よ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
慧
可
が
黙
っ
て

達
磨
に
礼
拝
し
て
元
の
位
置
に
つ
い
た
こ
と
は
、
以

心
伝
心
を
尊
ぶ
禅
の
不ふ

立り
ゅ
う

文も
ん

字じ

の
真
髄
を
表
し
て
い

る
。
慧
可
の
命
懸
け
の
入
門
や
、
他
の
弟
子
と
の
問
答

も
、
達
磨
大
師
が
伝
え
よ
う
と
し
た
核
の
部
分
が
後
の

祖
師
た
ち
に
相
承
さ
れ
た
が
、
五
祖
・
弘
忍
の
と
き
に

六
祖
・
慧
能
を
法
嗣
と
し
た
と
き
、
二
派
に
分
か
れ
た
。

神
秀
の
禅
が
、
や
が
て
北
宗
禅
と
い
わ
れ
て
、「
漸
修
漸

悟
」を
標
榜
し
、
慧
能
の
禅
は
南
方
方
面
へ
広
が
っ
て
、

「
頓
修
頓
悟
」の
禅
を
標ひ

ょ
う

榜ぼ
う

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

北
禅
の
宗
風
を
伝
承
し
て
い
る
少
林
寺
拳
法
は
、
一

段
一
段
、
階
段
を
上
が
る
よ
う
に
修
行
を
積
み
重
ね
て

い
く「
漸
々
修
学
」と
い
う
修
行
方
法
で
あ
り
、
勝
負
や

試
合
に
よ
っ
て
優
劣
を
決
め
た
り
、
他
人
と
の
比
較
に

よ
っ
て
決
め
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
修
行

の
評
価
は
あ
く
ま
で
修
行
し
た
法
の
質
と
量
と
、
そ
れ

に
伴
う
精
神
的
修
養
度
を
試
験
に
よ
り
検
定
し
て
定
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
資
格
に
到
達
し
た
か
ら
そ
れ

で
よ
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
教
え
を
社
会
の
中

で
ど
う
実
践
し
て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

日
常
生
活
の
場
面
で
、
金
剛
禅
門
信
徒
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
生
き
方
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
、
行
動
を
通

し
て
自
問
し
て
み
る
こ
と
で
、
修
行
が
自
分
の
精
神
の

根
底
に
ど
っ
し
り
と
根
づ
い
て
い
る
の
か
、
知
識
だ
け

な
の
か
も
見
え
て
く
る
。

達
磨
大
師
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
弟
子
た
ち
と
同
じ

よ
う
に
、
開
祖
が
伝
え
よ
う
と
し
た
真
髄
を
会
得
す
べ

く
精
進
し
、
そ
の
教
え
を
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
続
く
人

た
ち
に
向
け
て
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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私
は
、
高
校
卒
業
後
の
進
学
を
決
め
る
う
え
で
、
あ
え
て

九
州
か
ら
遠
方
の
と
こ
ろ
を
選
び
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、

四
人
姉
弟
で
、
年
の
離
れ
た
姉
三
人
に
私
一
人
と
い
う
家
族

の
中
で
、
大
事
に
甘
や
か
さ
れ
て
育
て
ら
れ
た
た
め
、
も
っ

と
自
立
し
強
く
な
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
気
持
ち
を
、
常
日
頃

感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。

1
9
6
6（
昭
和
41
）年
、
愛
知
県
の
名
域
大
学
に
入
学
。

同
時
に
学
生
寮（
至
誠
寮
）に
入
り
、
そ
こ
で
少
林
寺
拳
法
に

出
会
い
ま
し
た
。
こ
の
寮
に
お
ら
れ
た
四
国
出
身
の
宇
野
研

一
先
輩
が
、
名
城
大
学
少
林
寺
拳
法
部
の
創
立
者
で
あ
り
、

寮
の
先
輩
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
少
林
寺
拳
法
部
に
入
部
さ

れ
て
い
た
関
係
か
ら
で
す
。
練
習
は
厳
し
く
、
そ
の
激
し
さ

に
、
入
部
当
初
は
百
数
十
名
い
た
部
員
も
徐
々
に
減
っ
て
し

ま
っ
た
ほ
ど
で
す
。

2
年
生
に
上
が
る
と
演
武
組
と
乱
捕
り
組
に
分
け
ら
れ
、

私
は
乱
捕
り
組
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
毎
日
毎
日
、
胴
と
グ

ロ
ー
ブ
を
付
け
、
殴
り
合
い
、
蹴
り
合
い
の
練
習
ば
か
り

で
、
痛
い
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
学
校
に
通
っ
た
思
い
出
が

あ
り
ま
す
。
練
習
で
挫く
じ

け
そ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
仲
間
た
ち
と
励
ま
し
合
う
こ
と
で
そ
れ
を
乗
り
切
り
、

根
性
も
鍛
え
ら
れ
、
精
神
的
に
も
強
く
な
り
、
自
信
も
つ
き

ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
は
、
少
林
寺
拳
法
の
本
質
も
十
分
に
理
解
し

て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
春
の
本
部
合
宿
で
開
祖
の
お
話

を
聞
く
こ
と
で
、
教
え
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
動
し
、
帰
山
す

る
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
技
術
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す

が
、
人
と
し
て
の
道
、
人
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
人
へ

の
思
い
や
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
少
林
寺
拳
法
で
学
び
ま

し
た
。
卒
業
ま
で
の
四
年
間
、
少
林
寺
拳
法
を
続
け
て
自
分

を
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

卒
業
後（
70
年
）は
す
ぐ
に
帰
郷
し
、
家
業
の
自
動
車
整
備

工
場
に
入
り
ま
し
た
。
資
格
を
取
得
し
て
、
一
人
前
の
整
備

士
、
経
営
者
を
目
指
し
て
頑
張
り
、
そ
し
て
結
婚
。
75
年
、

長
女
の
誕
生
を
機
に
、
念
願
の
道
院
長
を
目
指
し
ま
し
た
。

ポ
ス
タ
ー
貼
り
や
修
練
場
所
の
確
保
に
走
り
回
り
、
市
の

施
設
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
3
〜
4
人
か
ら
の
ス

タ
ー
ト
で
し
た
が
、
人
づ
て
に
徐
々
に
増
え
始
め
た
た
め
す

ぐ
に
手
狭
に
な
り
、
い
ろ
ん
な
場
所
を
点
々
と
し
ま
し
た
。

仕
事
と
少
林
寺
拳
法
の
練
習
に
明
け
暮
れ
て
い
ま
し
た
が
、

ど
う
し
て
も
専
有
道
場
が
欲
し
く
て
、
工
場
の
改
築
と
同
時

に
2
階
を
道
場
に
す
る
と
い
う
夢
が
実
現
し
ま
し
た
。

開
祖
か
ら
、
本
堂
で
道
院
の
認
証
書
を
頂
い
た
と
き
、
壇

上
で「
よ
ろ
し
く
頼
ん
だ
ぞ
」と
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た

こ
と
は
、
し
っ
か
り
と
肝
に
銘
じ
、
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

80
年
、
開
祖
が
ご
逝
去
さ
れ
、
本
山
の
あ
の
坂
で
、
涙
で

開
祖
を
見
送
り
お
別
れ
を
し
た
こ
と
も
、
今
で
も
は
っ
き
り

と
覚
え
て
お
り
ま
す
。

道
院
設
立
か
ら
、
今
年
で
40
年
に
な
り
ま
す
が
、
い
ろ
ん

な
先
生
方
と
の
出
会
い
、
い
ろ
ん
な
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
中
で
も
、
鈴
木
義
孝
先
生
に
は
、
お
会
い
し
た

ら
必
ず「
体
の
調
子
は
ど
う
で
す
か
」と
お
声
を
か
け
て
い
た

だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
た
く
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。

開
祖
ご
逝
去
後
、
福
岡
県
に
お
い
て
は
、
別
派
問
題
な
ど

で
大
変
な
時
期
が
数
年
続
き
ま
し
た
が
、
県
内
の
道
院
長
が

一
致
団
結
し
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
95

（
平
成
7
）年
に
は
、
福
岡
ド
ー
ム
で
の
少
林
寺
拳
法
連
盟
の

全
国
大
会
で
も
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
折
り
に
も
か
か
わ

ら
ず
全
国
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
、
感
謝
、
感

謝
の
言
葉
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
組
織
機
構
改
革
に
よ
り
、
県
内
で
も
活
動
継
続
を

諦
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
道
院
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
改
革
は
、
宗
由
貴
総
裁
の
決
意
と
覚
悟
の
下
に
成
し
遂
げ

ら
れ
た
も
の
で
、
今
だ
か
ら
こ
そ
、
進
め
る
こ
と
が
急
務
で

あ
っ
た
こ
と
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
か
い
あ
っ
て
、
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
の
本

来
の
姿
、
ま
た
開
祖
の
思
い
が
実
現
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
人
生
、
ま
だ
ま
だ
半
ば
で

す
。「
道
訓
」の
中
の〝
夫
婦
相
和
し
〟の
と
こ
ろ
が
、
大
き
な

声
で
唱
和
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、〝
他ひ

人と

の
た
め
は
自
分
の

た
め
〟〝
少
林
寺
拳
法
で
得
た
も
の
は
少
林
寺
拳
法
に
返
す
〟、

こ
の
言
葉
を
貫
き
通
し
、
自
分
を
変
え
て
く
れ
た
こ
の
道

を
、
命
の
続
く
か
ぎ
り
伝
え
て
い
き
ま
す
。

福
岡
大
川
道
院 

道
院
長　

森
山 

廣
平

身
心
の
改
造
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西
にし

村
むら

 建
たて

夫
お

　83期生
大導師大範士九段

拳
士
と
し
て
の
誇
り
を
持
て

少
林
寺
拳
法
と
長
く
関
わ
っ
て
き
た
私

の
人
生
の
中
で
、
私
は
二
年
ほ
ど
、
道
院

長
を
離
れ
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

開
祖
に
復
帰
を
願
い
出
た
と
き
に
、
開
祖

は
、「
い
つ
で
も
帰
っ
て
こ
い
」と
、
温
か

く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
私
は
今
ま
で
道
院
長

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
晩
年
、

開
祖
は
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
人
間
は

い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
ぞ
。
し
か
し
、

生
き
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
よ
な
、
君
た

ち
。
拳
士
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
、
今
、

こ
の
と
き
を
大
切
に
生
き
て
い
け
よ
」。

煌こ
う

々こ
う

と
し
て
い
た
開
祖
の
あ
の
目
は
、
今

で
も
覚
え
て
い
ま
す
ね
。
高
知
を
開
拓
し

た
者
の
一
人
と
し
て
、
今
後
も
、
世
界
の

平
和
と
福
祉
に
貢
献
す
る
人
づ
く
り
を
し

て
い
き
た
い
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

※
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
や
開
祖
の
思
い
出
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
。

担当／永安正樹

全文はサイトへ

ダイジェスト ×

道院長

元気の素
愛知・名古屋伏

ふし

屋
や

道院
道院長 齋

さい

藤
とう

 宏
ひろし

（34歳）

道
院
長
に
な
る
に
は
、
少
林
寺
拳
法
が

漠
然
と
好
き
と
い
う
だ
け
で
は
、
正
直
足

り
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
た

ち
と
の
ご
縁
で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
、
さ
ら
に
今
度
は
自
分
の
番
と
思

い
、
ご
縁
を
広
げ
る
気
持
ち
が
必
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
道
院
長
は
簡
単
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
熱
い
気
持
ち
と

高
い
意
識
が
あ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
や
り

が
い
と
感
動
が
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え

ま
す
。
道
院
を
続
け
て
い
く
中
で
、
つ
ら

い
と
き
に
は
共
に
悲
し
み
、
う
れ
し
い
と

き
に
は
一
緒
に
喜
ん
で
く
れ
る
仲
間
の
心

に
感
動
し
、「
自
分
は
一
生
少
林
寺
拳
法

を
続
け
る
」と
い
う
覚
悟
が
よ
り
固
い
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ら
い
と
き
に
は
共
に
悲
し
み
、

う
れ
し
い
と
き
に
は
一
緒
に
喜
ぶ

vol.31

▼1956（昭和31）年、本部道院にて

※
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
。
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兵
庫
川
辺
小
教
区

2
0
1
5（
平
成
27
）年
11
月
23

日
、
兵
庫
川
辺
小
教
区
と
し
て
研
修

会
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
同

じ
教
区
の
道
院
長
で
あ
る
川
端
哲
少

法
師
か
ら
講
義
を
受
け
、
僧
階
を
持

つ
拳
士
11
名
が
熱
心
に
受
講
し
、
全

員
で
僧
階
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
ま
し

た
。
年
が
明
け
て
1
月
30
日
、
隣
接

の
兵
庫
丹
有
小
教
区
と
合
同
で
新
春

法
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
年
頭
挨
拶

で
は
、
鈴
鹿
成
正
小
教
区
長
が
、

「
開
祖
の
亡
く
な
ら
れ
た
年
ま
で
、

私
自
身
あ
と
5
年
。
残
さ
れ
た
時
間

で
、
道
院
長
と
し
て
何
が
で
き
る
か

を
毎
日
考
え
て
い
ま
す
」と
述
べ
ら

本
山
公
認
教
区
講
習
会
を
開
催
し

ま
し
た
。
大
澤
隆
金
剛
禅
総
本
山

少
林
寺
代
表
、
中
川
英
昭
同
宗
務

局
長（
当
時
）を
講
師
に
招
き
、
午

後
に
は
宗
由
貴
少
林
寺
拳
法
グ

ル
ー
プ
総
裁
に
も
お
越
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。
講
習
会
は
、
法
階
講

義
で
始
ま
り
、
午
後
は
四
段
以
上

を「
苦
手
な
技
の
克
服
」、
三
段
以

下
を「
相
対
演
練
と
組
手
主
体
の
在

り
方
を
体
感
す
る
」と
テ
ー
マ
を
設

け
、
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
力

の
対
立
で
は
な
く
、
相
手
と
調
和

し
た
動
き
に
よ
っ
て
崩
し
、
技
を

掛
け
る
よ
う
、
大
澤
代
表
よ
り
ご

指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
技
術
講

習
後
、
宗
由
貴
総
裁
よ
り
、「
創
始

70
周
年
！
　
今
後
の
組
織
展
望
と

拳
士
に
望
む
こ
と
」を
テ
ー
マ
に
講

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
の
日

本
、
将
来
を
見
据
え
た
人
づ
く
り

に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

（
古
川
利
雄
）

岡
山
県
教
区

2
月
11
日
、
岡
山
県
で
初
め
て

の
本
山
公
認
教
区
講
習
会
を
、
倉

敷
ス
ポ
ー
ツ
公
園
に
て
行
い
ま
し

た
。
講
師
に
、
川
上
鐘
成
本
山
教

師（
西
陣
北
道
院
道
院
長
）を
お
迎

え
し
、
県
下
68
名
の
道
院
長
･
拳

士
が
受
講
し
ま
し
た
。

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。

記
念
祝
賀
会
で
は
、
拳
士
や
家
族

な
ど
約
70
名
が
集
ま
り
、
30
年
を
振

り
返
る
ビ
デ
オ
上
映
は
、
会
場
の
み

ん
な
を
く
ぎ
づ
け
に
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
足
跡
を
懐
か
し
む
と
と
も

に
、
今
後
の
決
意
を
胸
に
刻
ん
だ
こ

と
で
し
ょ
う
。
岸
田
道
院
長
へ
の
記

念
品
贈
呈
で
は
、
道
院
長
の
う
る
ん

だ
瞳
と
感
謝
の
言
葉
が
、
会
場
に
い

る
す
べ
て
の
人
の
心
を
一
つ
に
し
て

く
れ
ま
し
た
。

（
父
母
会
会
長
・
斎
藤
　
修
）

岐
阜
県
教
区

2
月
6
日
、
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ

ン
タ
ー
に
て
、「
教
区
の
活
性
化
と

次
期
指
導
者
の
育
成
」を
目
的
に
、

れ
、
岸
本
章
良
小
教
区
長
が
、「
後

継
者
を
育
て
る
使
命
を
忘
れ
ず
、
今

年
も
努
力
し
て
い
き
た
い
」と
挨
拶

さ
れ
ま
し
た
。　
　
　
　（
丸
野
俊
一
）

函
館
美
原
道
院

設
立
30
周
年
に
あ
た
り
、
1
月
24

日
に
函
館
美
原
道
院
に
て
、
新
春
法

会
な
ら
び
に
記
念
式
典
を
執
り
行
い

ま
し
た
。
開
祖
に
感
銘
を
受
け
て
道

院
を
設
立
さ
れ
た
岸
田
明
彦
道
院
長

は
、「
お
互
い
を
認
め
合
い
、
高
め

合
う
人
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
の
社

会
を
担
う
幼
い
子
供
た
ち
に
と
っ

て
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

冒
頭
の
法
階
講
義
で
は
、
川
上
先

生
の
体
験
も
織
り
交
ぜ
て
お
話
し
さ

れ
、
大
変
分
か
り
や
す
い
講
義
と
な

り
ま
し
た
。
続
い
て
、
少
導
師
お
よ

び
中
導
師
を
対
象
と
し
た
僧
階
履
修

科
目
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
ご
講
義

い
た
だ
き
ま
し
た
。
午
後
は
、
受
講

者
を
年
齢
別
に
2
班
に
分
け
て
、
県

内
で
か
ね
て
指
摘
の
あ
っ
た
科
目
を

中
心
に
、
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

の
修
練
に
汗
を

流
し
ま
し
た
。

川
上
先
生
の
熱
弁
と
、
受
講
者
の

熱
心
な
受
講
態
度
が
相
ま
っ
て
、
一

日
の
講
習
会
が
あ
っ
と
い
う
間
に
終

了
し
ま
し
た
。
参
加
者
全
員
が
、
金

剛
禅
の
修
行
の
あ
り
方
を
再
確
認
で

き
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

（
高
畑
一
郎
）

研
修
会
・
合
同
新
春

法
会
を
開
催

本
山
公
認
教
区
講
習
会

を
開
催

設
立
30
周
年
記
念
式
典

本
山
公
認
教
区
講
習
会

を
開
催
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僧階昇任者
中導師　■2016年2月1日付 古嶋 誠賢（野田川間道院） 木戸 英利（松山味生道院）

正範士
■2016年3月13日付
志藤 彰人（鳥栖道院）

准範士
■2016年3月13日付
横山 知永（東京大塚道院）

宮澤 友明（東京西品川道院）
小松原 哲雄（東京成瀬道院）
古川 勝（中津川道院）

立花 圭（岐阜住吉道院）
須川 智弘（生駒北道院）
藤井 律子（広島八丁堀道院）

法階昇格者

2016年2月度　認証
●新設
上富良野道院 山内 智晴
仙台西道院 鈴木 直子
埼玉飯能道院 伊藤 宏一

東京滝野川道院 竹中 司
東京昭島道院 秋山 俊之
藤沢東道院 和栗 研一郎
奈良宝来道院 東浦 寿成

●道院長交代
小樽春香道院 安原 明宏
四日市富田道院 西村 忠

帰山記念
▷作東道院……………………………………………………………20,000円
設立10周年記念
▷熊本横島道院 道院長 濱崎 慎太郎……………………………30,000円
布施
▷大阪東住吉道院　御田 武亨……………………………………100,000円
▷豊田末野原道院 道院長　服部 俊美…………………………10,000円
▷久留米暁道院　故・原口 和彦…………………………………10,000円
▷北海道教区（教区新春法会）……………………………………30,000円

▷東京都教区（東京別院新春法会）……………………………10,000円
公認講習会
▷山口県教区………………………………………………………100,000円
▷熊本県教区…………………………………………………………30,000円
▷岐阜県教区…………………………………………………………30,000円
▷岡山県教区…………………………………………………………30,000円
▷奈良県教区…………………………………………………………30,000円
▷大分県教区…………………………………………………………30,000円
▷静岡県教区…………………………………………………………30,000円

お布施

2016年度帰山のご案内
❖拳士のふるさと、本山にお帰りなさい！
金剛禅への帰依・信仰を深める一助として、また親睦を深める道院行事の一環として、本山へぜひ足

をお運びください。
§開催日：2016年度行事予定表をご確認ください。

道院長引率による道院単位の参加のほか、各種形態でも受け付けが可能です！
例：少年部とその保護者など、家族での参加。ご友人拳士など、少人数グループでの参加。

研
けん

鑽
さん

のための個人参加……など。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　❖❖❖

少林寺拳法記念館（５畳半道場）が移築完了！　「金剛殿」も落成しました！
少林寺拳法発祥の５畳半道場の見学を再開しました。隣接された金剛殿もご覧いただけま

す。ご希望される場合は、本山・布教課までお問い合わせください。

宗道臣デーの活用について
❖５月は布教月間です！
地域に根ざした活動展開で、金剛禅の周知性が高まり、理解も深まります。
これまでと違った試みにも、ぜひチャレンジしてください。

例：地域清掃……道院単体での実施という枠を越え、自治会・町内会の清掃活動に参加する。
　　施設訪問……訪問もよいですが、専有道場にお招きして演武会、法話会を開く。
　　その他、講演会やワークショップなどを主催し、地域の方に呼びかけをし、ご受講いただく……など。

注目！
①

注目！
②



11   あ・うん　2016　皐月・水無月

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

イラスト／大原由軌子
水海道道院　鈴木　裕

心打たれた「本物の拳士」 

2016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：㈱ブル・ドック　
広報誌『あ・うん』追加発送について
現在、広報誌『あ・うん』を、 1道院につき門信
徒10人以上の場合12部ずつ、 9人以下の場合10
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。更に追加をご希望
の方は、本山宗務部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

46
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編集後記▶５月は「宗道臣デー月間」です。道
院や教区ごとに、地域や社会のためになる活
動を行います。雑誌のコラムである方が「人
のために何かをするということは、自分の時
間をその人のためにあげるということ」と例
えていました。人の話を聞いてあげるのも、
時間を割いて稼いだお金を誰かのために使う
のも、そういわれれば時間に換算するとわか
りやすい。そして、それは自分の人生のいく
らかをその人のために使うということ。半ば
は他

ひ 　 と

人のために――技の相手をしたり、子供
たちの世話を焼いたり、相談に乗ってあげた
り。道院は楽しい自他共楽の空間ですが、そ
の延長上に、行としての「宗道臣デー」もまた
あるのです。（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年度よ
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/
代表法話をはじめ、「宗門の行としての少林
寺拳法」を動画でご覧いただけるほか、誌面
に掲載しきれなかった記事・写真も掲載され
ています。

検索金剛禅総本山少林寺

　

昨
年
、
９
月
11
日
の
朝
、「
先
生
、
道
場
が

浸
水
し
、
太
鼓
や
冷
蔵
庫
が
浮
い
て
い
ま
す
」

と
連
絡
が
あ
っ
た
。
台
風
18
号
の
大
雨
に
よ

り
鬼き

怒ぬ

川が
わ

が
氾
濫
し
、
常
総
市
が
未
曽
有
の

被
害
を
受
け
、
多
く
の
家
屋
が
流
さ
れ
、
浸

水
し
た
。

　

こ
の
非
常
事
態
の
中
、
際
立
っ
た
行
動
で
地

域
に
貢
献
し
た
拳
士
と
、
そ
の
子
供
た
ち
が
い

る
。
そ
の
拳
士
の
名
は
山
野
井
喜
仁
。
彼
ら
は

今
回
の
浸
水
で
、
幸
い
被
害
が
な
か
っ
た
が
、

復
興
の
た
め
に
家
業
の
洋
ラ
ン
栽
培
の
仕
事
を

一
時
中
断
し
、
断
水
し
て
泥
の
撤
去
に
困
っ
て

い
る
市
民
に
栽
培
用
の
水
を
提
供
す
る
こ
と

を
決
意
。
配
水
場
所
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
知
ら
せ
、
ト

ラ
ッ
ク
で
毎
日
運
び
、
水
道
が
復
旧
す
る
ま
で

続
け
た
。
ほ
か
に
も
高
圧
洗
浄
機
で
泥
を
洗
い

流
す
、
少
林
寺
拳
法
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
チ
ー
ム
と

も
連
携
し
、
放
置
さ
れ
た
山
積
み
の
ゴ
ミ
の
撤

去
、
停
電
で
真
っ
暗
な
街
を
毎
晩
深
夜
パ
ト

ロ
ー
ル
し
て
、
治
安
維
持
に
も
努
め
た
。

　

山
野
井
拳
士
は
私
が
今
か
ら
43
年
前
に

教
師
と
し
て
旧
・
水
海
道
市（
現
・
常
総
市
）

に
赴
任
し
、
数
年
後
道
院
を
設
立
し
た
と
き

に
入
門
し
て
き
た
拳
士
で
あ
る
。
彼
の
父
親

（
故
・
山
野
井
瑛
氏
）も
開
祖
の
志
、「
半
ば
は

自
己
の
幸
せ
を
、
半
ば
は
他ひ

人と

の
幸
せ
を
」に

共
感
し
、
道
院
設
立
当
初
か
ら
長
年
後
援
会

長
と
し
て
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
た
。
喜
仁
氏

も
息
子
三
人
を
入
門
さ
せ
、
孫
た
ち
も
祖
父

と
父
親
の
志
を
つ
な
い
で
い
る
。

　

私
に
は
今
回
の
災
害
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

し
て
い
る
喜
仁
氏
に
父
親
の
生
き
方
が
重
な
っ

て
見
え
た
。
ま
た
正
義
感
、
優
し
さ
、
行
動

力
を
備
え
た
人
間
性
に
あ
ふ
れ
る「
本
物
の
拳

士
」の
心
が
三
代
に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
い

る
姿
に
胸
が
熱
く
な
っ
た
。



体重の乗った振
ふり

突
づき

は、遠心力も加わって非常に力強いため、身
か ら だ

体全体を使った受け
が必要になる。差

さし

替
かえ

足
あし

を用いながら体を入れて押受するが、すべてを同時に行うと
力が充足せず、攻撃に負けてしまう。足、体、手捌

さば

きの順にそれぞれのタイミング
をずらし重ねることによってその効果を発揮する。数をかけて会得すること。

撮影／近森千展　文／永安正樹　演武者／守者：冨田雅志 大拳士五段　攻者：倉本亘康 准範士六段

の としての少林寺拳法 仁
に

王
おう

拳
けん

　外
そと

押
おし

受
うけ

突
づき

Nio Ken, Soto oshi uke zuki


