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特集「
金
剛
禅
の
充
実
」を
目
的
に
取
り
組
ん
だ
組
織
機
構
改
革
か
ら
10
年
の
節
目
を
迎
え
、
こ
の
間
、
教
区
、
道
院
、
道
院
長
、

教
化
育
成
、
本
山
と
い
う
五
本
の
柱
を
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
充
実
を
図
っ
て
き
た
。
中
で
も
道
院
形
態
の
整
備
、
教
区
講

習
会
実
施
の
定
着
化
、
僧
階
昇
任
の
活
性
化
に
注
力
し
充
実
が
図
ら
れ
、
成
果
も
表
れ
て
い
る
。
2
0
2
0
年
度
は
、
道

院
活
動
の
充
実
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
さ
ら
に
事
業
を
展
開
し
て
い
く
。

道
院
の
充
実
と
は
、
門
信
徒
数
が
増
え
る
こ
と
も
一
つ
で
は
あ
る
が
、
門
信
徒
を
は
じ
め
、
保
護
者
や
関
係
者
が
道
院
に
集

う
こ
と
に
喜
び
や
価
値
を
感
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
道
院
長
に
と
っ
て
は
、
そ
の
喜
ぶ
姿
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
．
僧
階
昇
任
の
推
進

２
０
２
０
年
度
方
針
―
―「
道
院
の
充
実
」

「
道
院
の
充
実
」

1.
僧
階
昇
任
の
推
進

2.
教
区
活
動
の
推
進

3.
次
世
代
指
導
者
の
創
出

4.
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
道
院

5.
新
た
な
輪
袈
裟
の
活
用

6.
修
行
シ
ス
テ
ム
の
点
検
と
再
構
築

（
僧
階
昇
任
の
推
進
）

そ
の
た
め
に
は
、
道
院
長
自
身
の
研け

ん

鑽さ
ん

が
欠

か
せ
な
い
。
と
り
わ
け
、
道
院
長
で
あ
る
以

上
、
金
剛
禅
の
教
義（
僧
階
学
習
）を
学
び
深

め
る
こ
と
は
最
も
重
要
な
一
つ
で
あ
り
、
僧

階
学
習
を
通
じ
て
、
布
教
の
基
本
や
方
法
を

学
び
、
金
剛
禅
を
世
に
広
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

（
教
区
活
動
の
推
進
）

教
区
活
動
は
、
金
剛
禅
を
広
め
る
だ
け
で
な

く
、
道
院
間
の
交
流
を
図
り
、
ま
た
門
信
徒

に
教
義
を
学
ぶ
機
会
を
増
や
す
取
り
組
み
と

し
て
、
非
常
に
有
効
な
一
つ
の
手
段
で
あ

り
、
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
次
世
代
指
導
者
の
創
出
）

道
院
長
の
高
齢
化
は
年
々
進
ん
で
お
り
、
後

継
者
育
成
は
組
織
に
と
っ
て
の
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
。

こ
の
課
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
今
年
度
も

「
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
交
流
会
」の
実
施
を

含
め
、
道
院
長
間
の
交
流
の
場
を
創
出
し
て

い
く
。

（
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
道
院

／
新
た
な
輪
袈
裟
の
活
用
）

道
院
に
は
、
地
域
に
開
か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
と
し
て
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
新
た
な
賛
同
者
を
生
み
、

結
果
道
院
の
充
実
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
新

た
に
制
定
さ
れ
た
輪わ

袈げ

裟さ

を
活
用
し
て
、
金

剛
禅
の
道
院
と
し
て
の
宗
風
を
部
内
外
に
さ

ら
に
広
め
て
い
き
た
い
。

（
修
行
シ
ス
テ
ム
の
点
検
と
再
構
築
）

道
院
で
の
修
練
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
す

る
た
め
、
少
林
寺
拳
法
の
修
行
方
法
を
研
究

し
、
人
間
完
成
の
行
に
つ
な
が
り
や
す
い
修

練
の
在
り
方
を
提
案
し
て
い
く
。

2020 年 2月に本山で開催された僧階特別講習会第三次

　
「
布
教
は
教
団
の
生
命
線
」と
い
わ
れ
ま
す

が
、
教
団
の
第
一
線
の
布
教
者
で
あ
る
道
院

長
の
積
極
的
な
研
鑽
が
、
布
教
の
力
に
つ
な

が
り
ま
す
。
近
年
、
中
導
師
か
ら
大
導
師

に
、
あ
る
い
は
大
導
師
か
ら
少
法
師
に
昇
任

す
る
道
院
長
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、

道
院
長
の
布
教
に
対
す
る
意
識
の
向
上
の

表
れ
と
い
え
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
な
か

な
か
昇
任
に
向
け
た
取
り
組
み
が
進
ん
で
い

な
い
方
も
見
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
、
中
導
師

や
権
大
導
師
の
方
に
は
、
道
院
長
心
得
と
し

て
道
院
運
営
を
お
任
せ
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
正
規
に
は
大
導
師
以
上
を
も
っ
て
道
院

長
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
導
師
に
な
る
た
め
の
学
習
に
は
、
布
教

に
つ
い
て
の
科
目
が
あ
り
ま
す
。
道
院
長
に

な
る
に
は
、
布
教
の
手
順
や
在
り
方
、
現
代

社
会
に
お
け
る
布
教
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
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と
ん
ど
開
催
さ
れ
て
い
な
い
教
区
も
あ
り
ま

す
。
道
院
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
金
剛

禅
の
教
え
を
深
め
、
広
げ
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
で
す
。
こ
の
た
め
、
本
山
と
し
て
は
今

年
度
、
本
山
公
認
教
区
講
習
会
に
お
い
て
道

院
長
を
対
象
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
盛
り
込

む
と
と
も
に
、
道
院
長
に
対
し
積
極
的
に
参

加
を
呼
び
か
け
ま
す
。
ま
た
本
講
習
会
を
、

全
都
道
府
県
で
毎
年
最
低
一
回
開
催
す
る
こ

と
を
定
着
化
で
き
る
よ
う
に
推
進
し
て
い
き

ま
す
。
各
教
区
で
講
習
会
や
研
修
会
を
開
催

し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
教
義
の
学
習
機
会

が
増
え
、
門
信
徒
が
教
え
を
理
解
す
る
と
と

も
に
、
日
常
生
活
で
教
え
を
実
践
す
る
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
ま
り
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。
門
信
徒
の
教
え
の
実
践
は
、
金
剛
禅
の

布
教
に
直
結
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
行

事
へ
の
参
加
は
、
門
信
徒
の
僧
階
の
昇
任
に

も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
積
極
的
な
開
催
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

て
学
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
布

教
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
、
道
院
の
活
動
の

在
り
方
の
点
検
と
、
そ
の
質
の
向
上
に
つ
な

が
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
大
導
師
以
上

を
道
院
長
資
格
の
要
件
と
し
て
定
め
て
い
ま

す
。
本
山
と
し
て
は
、
全
員
が
一
日
で
も
早

く
正
規
の
道
院
長
と
し
て
布
教
に
邁ま
い

進し
ん

し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
昨
年
度
は
中
導
師
、
権

大
導
師
の
道
院
長
心
得
を
対
象
と
し
た「
僧

階
特
別
講
習
会
」を
4
回
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
講
習
会
を
通
じ
て
、
布
教
の
在
り
方
や

教
義
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
僧
階
学

習
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
、
今
年
度
も
引
き
続
き「
僧
階
特

別
講
習
会
」を
実
施
し
ま
す
。
そ
し
て
、
受

講
さ
れ
た
方
々
に
は
、
大
導
師
へ
の
昇
任

と
、
積
極
的
な
布
教
活
動
を
展
開
し
、
道
院

の
充
実
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

道
院
を
充
実
さ
せ
、
組
織
を
充
実
さ
せ
る

た
め
に
は
、
次
世
代
の
指
導
者
を
育
成
す
る

こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
喫
緊
の
課
題

で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
昨
年
度
か
ら「
次
世
代
の
育

成
制
度
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
検
討
・
推
進
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
通
称
：
次
世
代
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）を
設
置
し
、
次
世

代
の
指
導
者
は
も
ち
ろ
ん
、
現
役
道
院
長
の

交
流
が
図
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
展

開
し
て
お
り
、
今
年
度
も
さ
ら
に
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
11
月
7
日（
土
）～
8
日

（
日
）に
第
2
回
目
と
な
る「
次
世
代
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
交
流
会
」を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、

「
絵
本
で
広
げ
よ
う
金
剛
禅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
で
子

ど
も
の
自
主
性
を
育
ん
で
い
る
道
院
に
、
そ

の
指
導
内
容
を
参
観
さ
せ
て
も
ら
う
機
会
を

全
国
5
～
6
か
所
で
実
施
し
ま
す
。
こ
の
参

観
を
通
し
て
指
導
技
術
の
共
有
化
を
図
る
と

と
も
に
、
道
院
長
の
横
の
つ
な
が
り
を
育
み
、

次
世
代
の
指
導
者
が
育
ち
や
す
い
環
境
を
つ

く
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
取
り
組
み
に
関
す

る
募
集
の
案
内
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

２
．
教
区
活
動
の
推
進

３
．
次
世
代
指
導
者
の
創
出

金剛禅の教えを深め、広げるための本山公認教区講習会

多くの次世代指導者の交流が図られた、昨年の「次世代ネットワーク交流会」

　

都
道
府
県
教
区
や
各
小
教
区
で
の
活
動
も

活
発
に
な
り
、
昨
年
度
、
全
国
で
開
催
さ
れ

た
本
山
公
認
教
区
講
習
会
は
、
地
方
教
区
開

催
を
含
め
て
25
回
。
ま
た
、
県
教
区
で
の
教

区
研
修
会
は
45
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
た

だ
、
残
念
な
が
ら
小
教
区
研
修
会
に
つ
い
て

は
、
２
０
１
８
年
度
よ
り
減
少
し
、
79
回
に

止と
ど

ま
り
ま
し
た
。
県
教
区
や
小
教
区
が
主
体

的
に
行
う
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
、
す
っ
か

り
定
着
し
て
い
る
教
区
が
あ
る
一
方
、
ほ
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５
．
新
た
な
輪
袈
裟
の
活
用

　

今
ま
で
輪
袈
裟
は
、
僧
籍
編
入
し
た
布
教

者（
僧
侶
）に
の
み
授
与
さ
れ
着
用
が
許
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
僧
籍
に
な
い

門
信
徒
も
着
用
で
き
る
輪
袈
裟
を
制
定
し
ま

し
た
。

　

こ
の
輪
袈
裟
は
、
門
信
徒
を
は
じ
め
、
保

護
者
や
法
縁
者
な
ど
の
道
院
関
係
者
が
金
剛

禅
の
儀
式
に
参
列
す
る
場
合
に
着
用
が
可
能

で
す
。
ま
た
、
本
輪
袈
裟
を
着
用
し
、
儀
式

に
臨
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
で
、
儀
式
の
雰
囲

気
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
金
剛
禅
の
宗

風
の
理
解
を
部
内
外
と
も
に
広
め
る
一
助
に

６
．
修
行
シ
ス
テ
ム
の
点
検
と

　
　

再
構
築

　

金
剛
禅
の
主
行
は
易
筋
行（
少
林
寺
拳
法
）

で
あ
り
、
少
林
寺
拳
法
は
三
徳
兼
備（
護
身

練
胆
、
健
康
増
進
、
精
神
修
養
）の
法
で
す
。

し
か
し
、
科
目
表
に
則の
っ
と

っ
て
い
て
も
、
そ

の
修
行
の
在
り
方
は
、
指
導
者
に
よ
り
さ
ま

ざ
ま
で
あ
り
、
三
徳
を
得
る
た
め
の
修
行
法

の
検
証
や
研
究
も
ま
だ
未
開
の
部
分
を
残
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
年
度
は
、
人
格
改

造
・
人
間
完
成
に
つ
な
が
る
た
め
の
修
行
方

法
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
証
・
研
究
し
て
そ

の
成
果
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
道
院
で
の
修

練
が
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
運
動
学
的
な
見
地
で
デ
ー
タ
を

採
取
す
る
な
ど
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

終
わ
り
に

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
昨
年

度
末
か
ら
今
年
度
の
初
め
は
道
院
活
動
に
制

約
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
道
院
・
教

区
・
本
山
挙
げ
て
今
年
度
の
事
業
を
進
め
、

充
実
し
た
道
院
、
そ
し
て
教
区
に
し
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

◆
お
知
ら
せ

●
退
任（
2
0
2
0
年
3
月
31
日
付
）

　

・
責
任
役
員
：
須
田　

剛（
定
年
）

　

・
総
代
：
竹
田　

則
幸（
定
年
）

　
　
　
　
　

柳
川
瀬
一
美

　
　
　
　
　

川
端　

哲

●
就
任（
2
0
2
0
年
4
月
1
日
付
）

　

・
責
任
役
員
：
柳
川
瀬
一
美

　

・
総
代
：
白
戸
淳
一（
北
海
道
）

　
　
　
　
　

青
山
昌
伸（
東
海
）

　
　
　
　
　

迎
田
展
孝（
関
西
）

　

・
顧
問
：
須
田　

剛

本山一般開放「健
すこ

康
やか

坐
ざ

禅
ぜん

会」

新しい輪袈裟

広
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
で
も
実
施
が
可

能
で
す
。

　

道
院
を
門
信
徒
の
た
め
の
修
行
道
場
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
通
じ

て
地
域
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
道
院
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の

役
割
を
担
う
こ
と
で
、
結
果
的
に
金
剛
禅
が

そ
の
地
域
に
お
い
て
認
知
さ
れ
、
新
た
な
賛

同
者
が
得
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
、
S
N
S

（
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
イ
ン

ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
）を
活
用
し
積
極
的
な
広

報
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
道
院
の
周

知
性
は
高
ま
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
道
院
で
実
施

を
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

４
．
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

　
　

と
し
て
の
道
院

　

本
山
で
は
昨
年
度
よ
り
、
一
般
の
方
が
金

剛
禅
に
触
れ
る
機
会
を
創
出
す
る
た
め
に
、

「
健す
こ
や
か康

坐ざ

禅ぜ
ん

会
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の

坐
禅
会
は
、
月
に
1
回
、
土
曜
日
の
早
朝
1

時
間
を
使
い
、
参
加
者
に
は
、
鎮
魂
行
の
一

端
を
体
験
す
る
坐
禅
と
、
法
話
を
聞
い
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
専
有
道
場
の

な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
積
極
的
な
活
用

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
新
た
な
輪
袈
裟
の
頒
布
、
使
用
方
法
の
詳

細
は
、
2
0
2
0
年
3
月
5
日
付
の
金
剛
禅

通
達
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

  今 回 読 ん だ 絵 本
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  今 回 読 ん だ 絵 本

一
人
が
二
人
に
、
二
人
が
い
つ
か
十
人
に
、

そ
う
願
い
、
少
林
寺
拳
法
は
動
い
て
い
る

私
は
権
威
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、「
管

長
の
鶴
の
一
声
で
決
ま
る
」式
の
や
り
方
は
嫌
い
で

す
。
ま
し
て
や
私
を
ダ
シ
に
、「
俺
の
言
う
こ
と
は
管

長
命
令
と
同
じ
で
あ
る
」は
、
も
っ
と
嫌
い
で
す
。

君
ら
が
納
得
し
、「
な
る
ほ
ど
」と
思
え
る
も
の
で

な
か
っ
た
ら
、
聞
き
か
じ
り
の「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
」

な
ん
て
意
味
が
な
い
。
ま
た
、
本
物
で
な
い
も
の
は

長
続
き
し
な
い
の
で
す
。

人
間
ら
し
い
人
間
で
あ
り
た
い
。
そ
う
し
た
欲
求

を
持
と
う
と
も
思
わ
な
い
な
ら
、
こ
こ
に
お
っ
て
く

れ
な
く
て
い
い
ん
だ
ぞ
。
今
、
少
林
寺
拳
法
が
成
功

し
て
い
る
最
大
の
理
由
は
、「
少
林
寺
拳
法
を
や
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
少
し
変
わ
っ
て
き
た
」、
そ
う

し
た
現
実
が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
か
。
一
挙
に
は

無
理
に
し
て
も
、
せ
っ
か
く
や
る
な
ら
、
極
力
高
い

と
こ
ろ
に
目
的
を
置
い
て
、
そ
こ
へ
一
歩
で
も
近
づ

く
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
を
し
て
も
、
反
対
方
向
へ
歩
い
て
い
く

人
も
い
ま
す
。
い
つ
の
間
に
か
、
体
育
会
的
、
武
道

家
的
存
在
に
な
っ
て
生
涯
を
送
る
、
そ
ん
な
こ
と
に

な
ら
な
い
で
ほ
し
い
。
君
ら
に
聞
き
た
い
が
、
上
手

に
拳
を
振
り
回
し
た
と
こ
ろ
で
何
な
ん
だ
？　

そ
の

こ
と
で
、
人
と
し
て
の
人
生
の
ど
こ
が
、
ど
う
変
わ

る
だ
ろ
う
。
あ
る
時
期
、
あ
る
人
た
ち
か
ら
だ
け
は
、

「
あ
の
人
は
す
ご
い
」と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

…
…
で
も
、
少
林
寺
拳
法
は
そ
こ
を
脱
皮
し
、

も
っ
と
違
う
も
の
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
、
勉
強
や
考
え
る
こ
と
の
苦
手

な
人
間
に
は
、
あ
ま
り
に
高こ
う

邁ま
い

な
理
想
を
掲
げ
た
難

し
い
挑
戦
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
志

を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
っ
て
い
い
と
、
君
ら

も
思
わ
ん
か
。
己
だ
け
の
正
義
や
理
屈
を
唱
え
る
の

は
い
や
ら
し
い
だ
け
だ
が
、
半
ば
は
他ひ

人と

の
幸
せ
も
、

よ
そ
の
民
族
の
幸
福
も
考
え
ら
れ
る
人
た
ち
が
、
一

人
ず
つ
一
人
ず
つ
増
え
て
い
っ
て
み
ろ
、
ま
た
そ
う

し
た
人
間
を
育
て
る
生
き
方
を
し
て
み
ろ
、
す
ば
ら

し
い
意
味
あ
る
日
々
に
つ
な
が
る
人
生
が
開
け
る
。

一
人
が
二
人
に
、
二
人
が
い
つ
か
十
人
に
、
そ
う
願

い
、
今
日
の
少
林
寺
拳
法
は
動
い
て
い
る
。
他
に
影

響
を
与
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
他
が
協
力
し
て

く
れ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
金
魚
の
糞ふ
ん

に
と
ど
ま
る
な
。

開祖語録
ダイジェスト

　1977年９月
　指導者講習会

絵本の世界は魔法の世界

讃岐白鳥道院
道院長　田中　豊

当道院には、現在200冊を超える絵本が置いてありま
す。これらの絵本のほとんどは、特別支援学校教員とし
て30云年間勤めていた絵本好きの妻からの寄贈によるも
のです。

読み聞かせは、１回に１冊、その日の子どもたちの修
練の様子を見て決めていますが、 概

おおむ

ね月に１～２回程
度のペースです。どの絵本を読むかは子ども主体で、低
学年の子どもから順番に、自分の好きな絵本を１冊選ん
でいくようにしています。次は自分の番であることを

※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。

◎おしっこちょっぴりもれたろう
作・絵：ヨシタケシンスケ
出版社：PHP研究所

さまざまな人との出会いの中で、誰にもその人にしか分からない
困ったことがあるのだな……としみじみと考える「おしっこちょっ
ぴりもれたろう」君のユーモアがあふれるお話。
子どもたちの悩みを軽くしてくれるだけでなく、他者の困り感に
気づく感性について大人も考えさせられる、笑顔になる絵本です。

子どもたちもよく覚えていて、「はい、今から絵本タイ
ム！」の声かけをすると、その子は一番に本棚に走って
いきます。心がけていることは、１ページ１ページの絵
と言葉を大切にする、読み手は表情や声色も豊かに登場
人物になりきって演じる、子どもたちの感想を遮らず、
否定せず、共感すること。そして、読み手も感動したこ
とや考えたことを素直に子どもに伝えること。技がうま
くいかなかった子どもも笑顔になる、絵本の魔法です。

最近読んだお薦めの絵本
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法を問い　
学を修める

伝
え
残
す
こ
と
と
は
…
…
こ
の
修
行
の
道

vol.68
文／春日部裕樹

人
生
に
限
り
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、

50
歳
を
目
前
と
し
た
約
10
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
振
り

返
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
の
拠よ

り
所
と
し
て
き
た
少
林
寺

拳
法
を
主
行
と
す
る
こ
の
道
に
、
自
分
は
生
活
の
多
く

の
時
間
を
割
い
て
き
た
。

自
分
を
見
つ
め
直
し
て
み
る
と
、
演
武
や
技
が
う
ま

い
わ
け
で
も
な
く
、
金
剛
禅
の
教
え
に
精
通
し
て
い
る

の
で
も
な
く
、
金
剛
禅
運
動
を
部
外
へ
積
極
的
に
展
開

し
て
い
る
と
も
思
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
道

か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
自
分
は
金
剛
禅
の
修
行

者
だ
と
い
う
自
負
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
一
人
の
門

信
徒
と
し
て
、
何
が「
伝
え
残
せ
る
」か
を
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
僧
階
教
本
」に
着
目
し
、
勉
強

を
始
め
た
の
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

「
技
」に
は
自
分
の
性
格
や
考
え
方
が
滲に

じ

み
出
て
し
ま

う
。
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

は
技
の
修
得
を
通
じ
て
、
実
は
自
分
と
向

き
合
っ
て
い
る
の
だ
。「
技 

⇨ 

心（
精
神
）」へ
影
響
し

て
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、
心
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と

か
ら「
技
」に
影
響
し
易か

わ
る「
心（
精
神
） 

⇨ 

技
」と
い

う
双
方
向
性
を
持
つ〝
身
心
一い

ち

如に
ょ（
拳
禅
一
如
）〟の
修
行

で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
修
行
は
、
双
方
向
性

を
持
つ
修
行
を
成
立
さ
せ
る
仕
掛
け
と
し
て「
組
手
主

体
」が
あ
る
。

組
手
主
体
の
修
練
は
、
二
人
一
組
で
行
う
と
い
う
形

態
上
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
と
対た

い

峙じ

す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
り
、
異
質
な
二
人
が「
一
つ
」に
な
る
身
心

一
如
の
修
行
で
あ
り
、
技
を
通
し
て
お
互
い
を
分
か
り

合
う
身
心
の
交
流
、
調
整
、
調
和
と
い
え
る
。
皮
膚
で

閉
ざ
さ
れ
た
他
人
と
区
別
さ
れ
る
個
体
で
あ
る
自
分
の

肉
体
と
精
神
の
調
和
、
自
己
確
立
と
い
う
、
楽
し
く
も

あ
り
厳
し
く
も
あ
る
自
分
の
真
摯
な
修
行
を
前
提
と
し

て
、
異
な
る
身
心
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
る
調
和
へ
向

け
た
努
力
に
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
安
易
な
馴な

れ
合

い
で
も
、
逆
に
お
の
れ
の
我
を
通
す
こ
と
で
も
な
い
、

わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
身
心
一
如
の
修
行
の
世
界
が
あ
る
。

少
林
寺
拳
法
の
技
が
好
き
で
技
を
知
り
た
い
、
う
ま

く
な
る
こ
と
を
第
一
に
す
る
人
に
と
っ
て
、「
僧
階
教

本
」の
勉
強
を
す
る
こ
と
は
、
金
剛
禅
の
教
え
を
知
り
、

自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
二
義
的
な
こ
と
と
思
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

技
術
と
思
想
は
別
で
あ
り
、
生
き
方
は
自
分
の
心
に

あ
る
、
自
分
は
そ
れ
に
沿
っ
て
技
術
を
利
用
す
る
、
楽

し
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
で
少
林
寺
拳
法
に
向
き

合
っ
た
と
き
か
ら
、
少
林
寺
拳
法
の
特
徴
で
あ
る
身
心

一
如
の
人
間
観
と
は
遠
く
な
っ
て
し
ま
い
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
技
術
の
底
に
考
え
や
想お

も

い
、
思
想
が
あ

る
こ
と
が
見
え
な
く
な
る
。

わ
れ
わ
れ
が
求
め
て
い
る
の
は
、
生
き
が
い
の
あ
る

人
生
を
過
ご
す「
技
」で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
生
き
方

（
思
想
）な
の
だ
。

少
林
寺
拳
法
の
技
法
修
得
は
、
修
行
の
手
段
で
あ
り

目
的
で
は
な
い
。
自
分
の
身
に
つ
け
た
形
や
考
え
は
な

か
な
か
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
が
た
つ
と
元
に

戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
話
や

「
教
範
」「
金
剛
禅
読
本
」「
僧
階
教
本
」に
よ
る
問
法
修
学

や
社
会
の
出
来
事
を
絶
え
ず
問
い
、
考
え
、
自
分
の
も

の
に
す
る
し
か
な
い
。

技
術
指
導
に
お
い
て
、
形
と
と
も
に
そ
の
理
法
と
守

主
攻
従
な
ど
に
示
さ
れ
る
教
え
を
伝
え
る
よ
う
に
心
が

け
て
き
た
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
の
質
の
変
化
が
目
に
見
え
て

分
か
る
よ
う
に
な
る
。
少
し
ず
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、

着
実
に
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
変

わ
っ
た
と
実
感
で
き
た
と
き
は
う
れ
し
く
て
し
か
た
が

な
い
。
そ
し
て
教
え
た
相
手
が
、
よ
く
な
っ
た
と
感
じ

ら
れ
た
と
き
の
喜
び
は
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
修
行
を
、
で
き
る
だ
け
多

く
の
同
志
と
守
り
深
め
伝
え
て
い
く
、
そ
れ
が
今
の
私

が
伝
え
残
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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担当／飯野貴嗣

大阪府・ 東
ひがし

大
おお

阪
さか

小
こ

阪
さか

道院
黒
くろ

田
だ

裕
ひろ

子
こ

道院長

第　　
16
　　回

「何事にも自分の可能性を信じて挑戦する」――これが指導のモットーです。学ぶことの楽しさを感じて、一人一人が
能力を伸ばし、人生を豊かにしてもらいたい。そのような思いで、皆が心を一つにして共に修行に励んでいます。

一人ではできないことも、皆で頑張り、できるようになれば、喜びが倍増します。
「この練習はしんどい。けど楽しい！」と感じてもらえる、そんな指導を心がけています。

暖かい時期はラダー、寒い時期は縄跳びで遊びの要素を取り入
れ、楽しく体力づくりをします。学校の授業の予習も兼ねて、二重
跳びやハヤブ
サなどに挑戦
したり、３分
間跳びなど、

諦めず取り組むよう声がけします。

技術修練のあとには、技のポイントや指導者からのアドバイスを
メモに取ることを習慣づけています。

学科の勉強に加え、 16歳以上の有段者には、僧階も紹介し、レ
ポート作成の勉強会を行っています。中拳士の女子高生も僧籍に編
入して、毎回、私と一緒に大阪府教区の研修会に、元気に参加して
います。

2009年から年１回、地域の小学校の課外学習として約80分間の少林寺拳法講座を行っています。きっかけは、当時、
門信徒さんがこの小学校の事務員をしており、同時期に、当道院の
顧問である市議会議員の方から、「小学校の課外授業の講座をやっ
てみませんか」と声をかけていただき、以来、毎年呼んでいただい
ています。

技術では、「少林寺拳法健康プログラム」のときのような、大きな
声出しと、突き蹴りなどで体を動かし、また、教えでは、「脚下照
顧」をはじめとする、日常生活における大切なことをお話ししてい
ます。

修練前は、遊びながら体力づくり1

ノートへのメモ取り2

学科や僧階科目の勉強会3

外部へのアピール4

7   あ・うん　2020　皐月・水無月



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

担当／中川　純

全文はサイトへ

愛知県・名
な

古
ご

屋
や

港
みなと

道院
道院長　桒

くわ

原
ばら

誠
せい

司
じ

（42歳）

道院長

元気の素
vol.52

小
学
生
の
こ
ろ
、
引
っ
込
み
思
案
な
私
に
、「
少
林
寺

拳
法
を
や
っ
て
み
よ
う
か
」と
、
初
代
道
院
長
の
板
垣
應

久
吾
先
生
に
声
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
入
門
の
き
っ
か

け
で
し
た
。
そ
れ
以
来
35
年
、
途
中
就
職
で
休
眠
し
た

時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
健
康
診
断
で
運
動
不
足
を
指

摘
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
復
帰
し
、
修
行
を
続
け
て
お
り

ま
す
。

私
が
三
段
の
允い
ん

可か

を
受
け
た
こ
ろ
か
ら
、
先
代
の
森

繁
先
生
よ
り
、「
四
段
を
取
得
し
た
ら
道
院
長
を
交
代
し

て
く
れ
な
い
か
？　

運
営
に
は
一
切
口
出
し
し
な
い
し
、

好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
い
い
か
ら
」と
何
度
か
言
わ
れ
、

2
0
1
4
年
4
月
、
バ
ト
ン
を
引
き
継
ぐ
決
心
を
し
、

道
院
長
に
な
り
ま
し
た
。

道
院
長
に
な
っ
て
3
年
が
た
っ
た
と
き
、
右
手
拇ぼ

指し

の
皮
膚
が
ん
を
告
知
さ
れ
、
右
手
拇
指
を
半
分
以
上
切

断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
入
院

中
に
代
務
を
お
願
い
し
て
い
た
森
繁
先
生
も
倒
れ
ら
れ
、

こ
れ
か
ら
ど
う
し
よ
う
か
本
気
で
悩
み
ま
し
た
。
道
院

長
を
交
代
し
て
も
ら
い
、
少
林
寺
拳
法
も
辞
め
よ
う
か

と
考
え
る
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
門
信
徒
や

保
護
者
か
ら
、「
完
全
復
活
、
待
っ
て
い
ま
す
よ
」「
先
生

の
道
場
で
、
少
林
寺
拳
法
を
や
り
た
い
」と
言
わ
れ
た
と

き
は
心
の
底
か
ら
嬉う
れ

し
く
、
そ
し
て
も
う
一
度
頑
張
ろ

う
と
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昨
年
、
大
導

師
／
大
拳
士
／
五
段
の
目
標
を
達
成
し
ま
し
た
。
金
色

の
線
が
入
っ
た
袖
章
を
着
け
た
と
き
は
、
や
は
り
嬉
し

か
っ
た
で
す
。
人
生
は
い
つ
ど
う
な
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
諦
め
ず
挑
戦
し
続
け
れ
ば
何
と
か
な
る
も
の
だ

と
実
感
し
ま
し
た
。

私
の
経
験
か
ら
、
道
場
は
い
つ
で
も
自
由
に
使
え
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
が
複
雑
な
家
庭
環

境
の
中
で
育
ち
、
精
神
的
に
弱
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の

で
す
が
、
板
垣
先
生
か
ら
、「
何
か
あ
っ
た
ら
名
古
屋
港

道
院
へ
来
い
。
お
前
は
一
人
じ
ゃ
な
い
」と
言
っ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
が
印
象
深
く
残
っ
て
い
て
、
今
で
も
続
け

て
い
る
原
体
験
だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
名
古
屋
港
道
院
で
は
、
現
役
・
休
眠
に
か

か
わ
ら
ず
門
信
徒
が
い
つ
で
も
自
由
に
使
え
る
よ
う
開

放
し
て
お
り
ま
す
。
皆
の
心
の
拠よ

り
所
と
し
て
、
皆
の

専
有
道
場
を
、
こ
れ
か
ら
も
守
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

道
院
で
は
、
修
練
の
合
間
の
5
分
程
度
、
私
の
経
験

談
や
時
事
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
日
の
道
場
内
の
雰

囲
気
を
見
な
が
ら
法
話
を
し
ま
す
。
堅
苦
し
い
話
で
は

な
く
、
気
楽
に
聞
け
る
、
分
か
り
や
す
い
法
話
を
す
る

よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
保
護
者
の
方
か
ら
、「
先
生

の
話
が
好
き
だ
と
子
ど
も
が
家
で
話
し
て
い
ま
す
よ
～
」

と
L
I
N
E
を
頂
く
と
き
は
、
非
常
に
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
板
垣
先
生
か
ら
、
道
院
長
は
門
信
徒
に
よ
い

影
響
を
与
え
、
心
に
残
る
存
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
教
わ
っ
た
か
ら
で
す
。

仕
事
を
持
ち
、
家
庭
を
守
り
な
が
ら
道
院
運
営
を
継

続
し
て
い
く
こ
と
は
、
決
し
て
楽
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
今
か
ら
の
時
代
に
こ
そ
開
祖
の
教
え
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
技
術
中
心
で

は
な
く
、
教
え
と
技
術
が
調
和
し
た
道
院
長
を
目
指
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
私
自
身
も
そ
の
よ
う
に
な

れ
る
よ
う
、
現
在
も
日
々
修
行
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

道
院
幹
部
の
皆
さ
ん
、
少
林
寺
拳
法
の
指
導
を
す
る
だ

け
で
は
な
い
、
金
剛
禅
の
指
導
者（
布
教
者
）を
、
共
に

目
指
し
ま
し
ょ
う
！

※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。

い
つ
で
も
使
え
る
専
有
道
場
と
し
て

バ
ト
ン
を
引
き
継
ぐ

金
剛
禅
の
指
導
者
に

病
を
乗
り
越
え
て

あ・うん　2020　皐月・水無月   8



本
山

⃝
本
山
公
認
教
区
講
習
会（
派
遣
講
師
）

［
12
月
８
日
］神
奈
川
県
教
区（
須
田

剛
・
前
田
保
男
）

［
１
月
19
日
］京
都
府
教
区（
春
日
部

裕
樹
・
川
上
鐘
成
）

［
１
月
26
日
］兵
庫
県
教
区（
須
田
剛
）

［
２
月
２
日
］千
葉
県
教
区（
野
口
雅

司
）、
静
岡
県
教
区（
高
辻
吉
治
）

［
２
月
９
日
］岡
山
県
教
区（
宇
都
宮

俊
二
）

⃝
教
区
研
修
会

［
１
月
25
日
］青
森
県
教
区

［
１
月
26
日
］群
馬
県
教
区
、
埼
玉
県

教
区
、
大
阪
府
教
区

［
２
月
２
日
］和
歌
山
県
教
区

［
２
月
16
日
］長
野
県
教
区

⃝
小
教
区
研
修
会

［
10
月
23
日
］東
京
第
五
小
教
区

［
12
月
１
日
］福
岡
北
九
州
小
教
区

［
１
月
８
日
］岡
山
倉
敷
小
教
区

［
１
月
19
日
］東
京
第
八
小
教
区
、
兵

庫
川
辺
小
教
区

［
１
月
20
日
］東
京
第
六
小
教
区

［
１
月
26
日
］東
京
第
三
小
教
区

［
２
月
２
日
］東
京
第
十
六
小
教
区
、

神
奈
川
西
湘
小
教
区

［
２
月
９
日
］青
森
南
部
小
教
区
、
福

島
県
中
小
教
区

［
２
月
16
日
］北
海
道
胆
振
苫
小
牧
小

教
区
、
栃
木
東
部
小
教
区

ま
し
た
。

本
山
教
師
に
鈴
木
義
勝
先
生
を

お
迎
え
し
、
教
区
講
師
に
長
田
正

紀
先
生
、
教
区
講
師
補
に
渡
邊
晴

夫
先
生
、
古
屋
譲
先
生
と
い
う
講

師
陣
で
し
た
。

講
義
で
は
、
金
剛
禅
の
原
点
に

迫
る
開
祖
の
体
験
・
思
い
に
触
れ
、

若
い
受
講
者
た
ち
は
新
鮮
な
感
動

を
覚
え
て
い
ま
し
た
。

易え
っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

で
は
、
日
頃
学
べ
な
い

よ
う
な
修
練
や
、
講
師
も
含
め
て

全
員
が
30
秒
自
己
紹
介
し
、
一
技

ご
と
に
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と

い
う
企
画
も
あ
り
、
と
て
も
充
実

し
て
い
ま
し
た
。

参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
笑
顔
と

歓
声
の
中
、
気
持
ち
よ
く
受
講
で

き
ま
し
た
。
ま
た
他
教
区
か
ら
の

参
加
者
も
含
め
、
よ
い
交
流
が
で
き

ま
し
た
。　　
　
　
　
　
（
古
屋
　
譲
）

川
崎
西
道
院

2
月
24
日
、
金
剛
禅
総
本
山
少

林
寺
川
崎
西
道
院
設
立
40
周
年
記

念
祝
賀
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

近
隣
の
道
院
長
・
支
部
長
、
そ

し
て
拳
士
の
方
、
ま
た
川
崎
西
道

院
に
関
わ
り
の
あ
る
道
院
長
・
拳

士
な
ど
法
縁
の
皆
様
に
お
越
し
い

た
だ
き
、
80
名
超
え
の
盛
大
な
祝

賀
会
と
な
り
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。

し
、
さ
ら
に
道
院
の
歴
史
を
振
り
返

る
シ
ョ
ー
ト
ム
ー
ビ
ー
を
上
映
し
、

会
場
に
来
ら
れ
た
皆
さ
ん
と
思
い
出

に
浸
り
ま
し
た
。

次
は
40
周
年
を
目
指
し
、
門
下
生

一
同
で
、
鈴
鹿
道
院
長
の
教
え
で
あ

る「
組
織
と
人
を
支
え
ら
れ
る
人
間

で
あ
れ
」と
の
教
え
を
胸
に
、
頑
張
っ

て
ま
い
り
ま
す
。　　
　
（
奥
西
千
秋
）

山
口
県
教
区

2
月
16
日
、
山
口
市
維
新
百
年
記

念
公
園
武
道
館
に
お
い
て
、
8
回
目

の
山
口
県
教
区
講
習
会
が
開
催
さ
れ

川
西
南
道
院

2
0
2
0（
令
和
2
）年
1
月
19

日
、
川
西
南
道
院
設
立
35
周
年
記
念

祝
賀
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

兵
庫
県
教
区
の
役
員
の
方
々
や
川

西
南
道
院
関
係
者
を
は
じ
め
、
川
西

市
、
猪
名
川
町
の
関
係
者
、
兵
庫
県

連
盟
の
役
員
の
方
々
に
も
ご
臨
席
い

た
だ
き
、
盛
大
な
祝
賀
会
と
な
り
ま

し
た
。

祝
賀
会
に
お
い
て
は
、
鈴
鹿
成
正

道
院
長
よ
り
、
道
院
設
立
の
経
緯
か

ら
現
在
ま
で
の
歩
み
に
つ
い
て
説
明

第
一
部
で
は
、
川
崎
西
道
院
拳
士

に
よ
る
少
年
部
基
本
演
練
の
披
露
の

ほ
か
、
一
般
拳
士
・
道
院
長
に
よ
る

演
武
の
披
露
を
い
た
し
ま
し
た
。

第
二
部
の
祝
賀
会
で
は
、
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
映
像
、
40
年
の
軌
跡
を
振
り

返
る
映
像
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
多
く

の
方
々
と
改
め
て
交
流
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
今
後
も
少
林
寺
拳
法
の

教
え
を
地
域
社
会
に
、
こ
の
法
縁
を

大
切
に
し
な
が
ら
人
づ
く
り
に
よ
る

国
づ
く
り
に
邁ま

い

進し
ん

し
て
い
く
こ
と
を

誓
い
、
川
崎
西
道
院
一
般
拳
士
全
員

に
よ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
て

幕
を
閉
じ
ま
し
た
。　　
（
中
川
貴
司
）

開
催
報
告

川
西
南
道
院
設
立

35
周
年
記
念
祝
賀
会

川
崎
西
道
院
設
立

40
周
年
記
念
祝
賀
会

第
8
回

山
口
県
教
区
講
習
会
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佐
さ

々
さ

木
き

 繁
しげ

士
お

　尾張瀬戸道院元道院長、第134期生、大導師正範士八段、 2019年12月29日、満77歳
小
こ

山
やま

 繁
しげる

　京都太陽が丘道院元道院長、第281期生、大導師正範士七段、 2020年2月3日、満73歳
宮
みや

幡
はた

 義
よし

友
とも

　山梨郡内道院道院長、第313期生、大導師正範士七段、 2020年2月15日、満66歳
岡
おか

田
だ

 孝
たかし

　玉島道院元道院長、第177期生、大導師大範士八段、 2020年3月5日、満78歳
髙
たか

野
の

 實
みのる

　京都西道院道院長、第218期生、大導師正範士七段、 2020年3月12日、満72歳

訃報

I N F O R M A T I O N

▷株式会社四国遍路    50,000円
▷福岡西道院    20,000円
▷南中野道院　永井比佐志   10,000円
▷亀有道院　中林純一   10,000円
　　　　　　成澤裕喜男   10,000円
▷東京大塚道院　藤田昌彦   10,000円
　　　　　　　　仲井由夫   10,000円
▷豊田末野原道院　服部俊美   10,000円
▷善徳寺門信徒    10,000円

▷千葉県教区      5,000円
▷岡山真庭道院　黒田靖     5,000円
公認講習会
▷千葉県教区    30,000円
▷静岡県教区    30,000円
▷京都府教区    30,000円
▷兵庫県教区    30,000円
▷岡山県教区    30,000円
▷山口県教区    30,000円

お布施

2020年2・3月度　認証
●設立
■2020年3月1日付
札幌すみかわ道院    我妻 義人

●交代
■2020年2月1日付
川崎西道院    中川 貴司

権大導師
■2020年4月1日付
栗原 宗一郎（横浜戸塚道院）
宮原 健一（横浜戸塚道院）
永井 聖二（横浜本郷道院）
嘉瀬 恒夫（東戸塚道院）
増茂 洋（東戸塚道院）
岡村 和明（東戸塚道院）
五十嵐 文夫（富山婦中道院）
黒瀬 一輝（愛知高上道院）
山添 和重（三重多気道院）
木田 要（神戸兵庫道院）
國富 佑治（本部道院）
小野 哲（善通寺中央道院）
中導師
■2020年2月1日付
谷 亮太（大阪千代田道院）
権中導師
■2020年4月1日付
桒原 俊樹（江別大麻道院）
佐藤 剛司（北海道余市道院）
相馬 弘宜（茨城牛久道院）
澤田 良典（川越道院）
加藤 恵子（草加道院）
飯野 千鶴子（東松山道院）
須藤 裕樹（埼玉白岡道院）
石上 経子（埼玉本庄道院）
向後 嘉和（東京東小岩道院）
岸本 守生（板橋菩提樹道院）
杉浦 克代（東京保谷道院）
難波 秀治（東京飛鳥道院）
鈴木 宏和（東京南品川道院）
楠 幸太（東京滝野川道院）
麻場 才一（厚木道院）
深井 正樹（相模林間道院）
寺岡 真一（鯖江北野道院）
城戸 隆（春江南道院）

小山 宏己（佐久平南道院）
林 宏治（美濃関道院）
佐藤 利道（沼津白銀道院）
金子 年行（伊豆韮山道院）
落合 孔孝（名古屋瀬古道院）
生駒 道誉（愛知梅坪道院）
牧村 好広（名古屋太子道院）
脇 寛（四日市道院）
山城 勝也（三重津東道院）
福田 高弓（神戸西神道院）
福田 幸永（橿原中央道院）
額田 充隆（和歌山宮道院）
森 春樹（広島毘沙門道院）
濵口 里佳（本部道院）
井上 正昭（福岡西道院）
原田 宇一（八幡永犬丸道院）
橋本 正浩（八代白鷺道院）
少導師
■2020年4月1日付
冨樫 岳郎（上士幌道院）
永田 哲弥（恵庭道院）
中村 宙巨（八戸南郷道院）
長谷川 正人（秋田西道院）
石山 洋佑（秋田西道院）
佐藤 吉雄（秋田西道院）
奥田 大貴（秋田西道院）
泉 哉美（秋田西道院）
村岡 遵（大館三ノ丸道院）
菊間 真帆（渋川道院）
小松 奈央（群馬太田道院）
伊藤 晋吾（東武大宮道院）
半田 勇（朝霞道院）
京藤 加代子（千葉茂原道院）
小湊 俊朗（板橋菩提樹道院）
梅原 紀代（下高井戸南道院）
大脇 輝也（西東京保谷道院）
岡村 光展（東京西品川道院）
海沼 晴申（東京西品川道院）
浦田 紀子（金沢文庫道院）
佐藤 裕子（川崎南生田道院）
小川 莉央（相模原南道院）

菅原 愛（秦野東道院）
菅原 慶（秦野東道院）
森永 昭彦（横浜名瀬道院）
内田 佳甫（相模林間道院）
小川 一弘（川崎稲田道院）
小林 絵巳彦（横浜大六天道院）
進藤 史朗（小松南部道院）
小林 裕直（山梨郡内道院）
亀井 貴司（山梨郡内道院）
大西 哲史（高山東道院）
小笹 泰彦（沼津香陵道院）
梅原 成起（沼津香陵道院）
関谷 進吾（伊豆長岡道院）
齊藤 慧大（伊豆長岡道院）
大塩 和美（沼津白銀道院）
稲葉 祐太（富士西道院）
小早川 久幸（豊橋道院）
竹内 咲紀（豊橋道院）
北恵 祐子（安城丈山道院）
武内 まりな（尾張旭道院）
川田 信人（名古屋道徳道院）
苅谷 晨太郎（名古屋高針道院）
坂本 道徳（尾張小牧道院）
山下 翔悟（愛知浄水道院）
伊藤 依子（名古屋中村道院）
田邊 孝芳（四日市道院）
山田 直樹（四日市道院）
堤 泰友（三重白山道院）
原田 明典（三重桑名道院）
大澤 秋男（近江八幡道院）
岩田 孝一（滋賀守山道院）
谷内口 稔（滋賀守山道院）
曽根 健司（滋賀守山道院）
安藤 朋子（滋賀守山道院）
久保 卓郎（滋賀守山道院）
宮地 典子（滋賀守山道院）
寺田 友哉（滋賀守山道院）
松永 康志（大津坂本道院）
岡部 耕一郎（大津坂本道院）
若林 寛人（甲賀甲南道院）
金山 陣（洛南道院）
橋本 剛（京都修学院道院）

竹野 裕美子（京都修学院道院）
中田 竜史（東大阪孔舎衙道院）
大塚 隼斗（豊中岡町道院）
高原 佳憲（豊中岡町道院）
岡本 敏典（西脇道院）
津川 真理子（神戸六甲道院）
納多 善一（西宮甲武道院）
前島 龍仁（龍野北道院）
橋本 納（龍野北道院）
藤堂 優輝（龍野北道院）
竹田 一二三（龍野北道院）
眞鍋 昭（龍野北道院）
江口 嘉奈（龍野北道院）
酒井 智仁（龍野北道院）
近藤 晃尚（尼崎西武道院）
松原 光男（尼崎西武道院）
出山 峻輔（大久保山手道院）
池田 雅隆（大久保山手道院）
余部 健太（大和真菅道院）
岡本 雅行（大和真菅道院）
秋口 政俊（鳥取東道院）
竹内 利恵（倉敷道院）
長畑 昌江（倉敷道院）
中込 敏行（福山南道院）
平岡 慶一（宇部道院）
伊藤 広子（宇部道院）
大賀 香奈（上宇部道院）
吉本 泰之（大麻道院）
川上 貴也（大麻道院）
正木 清貴（徳島渭東道院）
坂井 克己（丸亀飯野道院）
野村 忠昌（中曽根道院）
戸嶋 潤一（福岡正法道院）
山本 京子（福岡正法道院）
永渕 達也（八幡永犬丸道院）
白石 幸広（八幡永犬丸道院）
濱田 高太郎（八幡永犬丸道院）
濱田 周作（大分府内道院）
平原 通利（薩摩伊敷道院）
川野 真理子（鹿児島種子島宝来道院）
梶山 亮太（鹿児島霧島道院）
梶原 智宏（那覇北道院）

僧階昇任者
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イラスト／大原由軌子
札
さっ

幌
ぽろ

篠
しの

路
ろ

道院　道院長　矢
や

部
べ

博
ひろ

文
ふみ

  

少導師補任は亡き師への恩返し

70
2020皐月・水無月

編集後記▶「感染しない、させない。そのため
に行動を変えよう」。これが今、最も優先すべ
き幸福運動です。▶今年１月に新型コロナウイ
ルス感染がわが国で報道されて以来、４か月が
経過しました。４月７日には、日本政府から

「緊急事態宣言」が発令され、日本国内の道院・
支部はもちろんWSKO（少林寺拳法世界連合）
加盟国の多くの支部でも軒並み活動休止に追い
やられています。金剛禅でいえば、道院という
場の「ぬくもり」が地域から消えかけようとして
います。▶確かに、ウイルス感染拡大防止のた
めには、国民一人一人が「不要不急の外出自粛」

「人との接触回避」をするしかありません。しか
し、このような事態にあっても、門信徒とのつ
ながりを絶ち切らさないよう、例えばSNSを
駆使するなどして、道院の「ぬくもり」を発信し
続けている力強い道院長がいます。そうした
方の発信は、一条の光明として私たちの心を
照らし、温めてくれています。感謝。合掌（い）
表　　紙▶三野智大　北海道出身。専門学校
札幌ビジュアルアーツ卒業。 2016年３月よ
り「ダーマ」をテーマに「あ・うん」の表紙撮影
に取り組む。正拳士四段。
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイト▶

http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/
管長法話をはじめ、「宗門の行としての少林寺拳
法」を動画でご覧いただけるほか、誌面に掲載し
きれなかった記事・写真も掲載されています。

　

こ
の
ほ
ど
、
補
任
条
件
を
満
た
す
門
信
徒
に
僧
籍
編
入
を

勧
め
、
10
名
の
少
導
師
が
当
道
院
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

ふ
だ
ん
、
門
信
徒
に
対
し
て
、
金
剛
禅
運
動
を
理
解
し
共

鳴
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
僧
階

補
任
者
が
増
え
る
こ
と
で
道
院
の
質
が
向
上
し
、
私
自
身
も

自
己
の
研け

ん

鑽さ
ん

と
指
導
内
容
を
見
つ
め
直
し
、
金
剛
禅
運
動
に

対
す
る
姿
勢
を
革
新
さ
せ
て
い
く
機
会
に
つ
な
が
る
と
考
え

ま
し
た
。

　

補
任
さ
れ
た
門
信
徒
に
と
っ
て
、
輪わ

袈げ

裟さ

の
重
み
は
あ
る

よ
う
で
す
。
表
情
や
所
作
に
、
少
し
で
す
が
成
長
を
感
じ
ま

す
。
ま
た
、
僧
階
補
任
者
に
は
、
ま
ず
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

を
し
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。
当
初
、
抵
抗
感
が
あ
っ
た
よ

う
な
の
で
す
が
、
そ
の
価
値
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
継
続
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。
集
合
を
か
け
な
く
て
も
、
少
年
部
の
拳
士

た
ち
が
絵
本
を
持
っ
た
拳
士
の
周
り
に
自
然
に
輪
に
な
っ
て

集
ま
り
、
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

よ
り
も
集
中
し
て
聞
い
て
い
る
姿
に
手

応
え
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
私
が
高
校
少
林
寺
拳
法
部
の
監
督
を
兼
任
し
て
い

る
関
係
も
あ
り
ま
す
が
、
高
校
生
が
道
院
の
修
練
に
も
参
加

し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
修
練
や
新
春
法
会
、
合
宿
、
納
会
な

ど
の
儀
式
行
事
を
通
じ
て
、
拳
士
の
交
流
が
生
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
嬉う

れ

し
く
思
い
ま
す
。
道
院
の
拳
士
が
高
校
生
に
な

る
と
少
林
寺
拳
法
部
に
入
部
し
、
道
院
へ
も
兼
籍
し
、
卒

業
後
は
道
院
に
戻
る
と
い
っ
た
、
道
院
→
部
活
兼
道
院
→

道
院
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
卒
業
後
も
少
林

寺
拳
法
を
継
続
し
て
く
れ
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ

の
中
か
ら
、
次
世
代
の
指
導
者
が
育
っ
て
く
れ
る
こ
と
も

願
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
小
学
校
３
年
生
の
と
き
入
門
し
、
師
か
ら
強
い

影
響
を
受
け
、
少
林
寺
拳
法
部
の
あ
る
高
校
を
選
び
、
卒

業
後
は
日
本
少
林
寺
武
道
専
門
学
校（
当
時
）に
進
学
、
そ

の
後
、
カ
ナ
ダ
の
支
部
で
お
世
話
に
な
り
、
２
０
１
１
年

よ
り
道
院
長
に
な
り
ま
し
た（
小
学
生
の
こ
ろ
に
は「
道
院

長
に
な
る
」と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
す
）。

　

私
自
身
が
少
林
寺
拳
法
を
通
じ
て
経
験
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
、
金
剛
禅
の
教
え
か
ら
学
び
感
じ
た
こ
と
を
、

微
力
な
が
ら
後
輩
た
ち
へ
伝
え
、
少
し
で
も
よ
い
影
響
を

与
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
な
れ
た
ら
と
考
え
て
い
ま

す
。
僧
籍
編
入
を
勧
め
る
の
も
そ
の
一
環
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
亡
き
師
の
意
思
を
承
継
す
る
と
い
う
責

任
と
、
報
恩
の
思
い
を
懐い

だ

き
な
が
ら
道
院
長
を
続
け
て
ま

い
り
ま
す
。

検索金剛禅

●お詫びと訂正
「あ・うん」第69号（2020年3月1日発行）9ページに誤りがありまし
た。お詫

わ

びして訂正いたします。
誤）近藤悦郎→ 正）近藤悦朗

在籍門信徒数
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相対演練は、攻撃を行う攻者と、防御・反撃を行う守者が、互いに役割を入れ替わり
ながら行われる。一人の人間が攻守双方の技法を学び、修得していくことは、相手の
身になって考え、行動する訓練にもなっている。
組手主体の修練を深めていくことで、他者との人間関係を良好にし、よりよく生きるた
めの能力が養われるのである。

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

守者と攻者を行じる

龍王拳　巻抜（両手）
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


