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「人が集う道院づくり」 



「
人
が
集
う
道
院
づ
く
り
」

担当／冨田雅志

生
き
る
力
を
育
む
道
院　

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
４

特集
昨
今
は
少
林
寺
拳
法
創
始
当
初
と
比
べ
、
入
門
動
機
や
道
院
に
在
籍
す
る
年
代
層
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
開
祖
が
目
指
さ
れ
た
人
づ
く
り
の
理
想
は
変
わ
ら
な
い

が
、
道
院
に
集
う
人
は
そ
の
時
代
を
反
映
し
た
も
の
と
な
る
。
２
０
２
５
年
問
題
な
ど
の
超
少
子
高
齢
社
会
を
見
据
え
、
道
院
は
今
後
ど
の
よ
う
に
人
を
受
け
入
れ
て
い

く
の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
べ
く
、
多
様
な
年
代
層
が
集
う
名
古
屋
瀬
古
道
院
を
訪
れ
た
。

　

名
古
屋
瀬
古
道
院
は
、
名
古
屋
市
の
東

北
部
に
位
置
す
る
守
山
区
内
に
あ
る
。
比

較
的
人
口
の
多
い
区
で
あ
り
、
道
院
付
近
の

人
口
だ
け
で
も
１
万
１
５
０
０
人
、
４
６
０

０
世
帯
が
住
む
町
に
あ
る
。
道
院
に
は
、
道

院
近
辺
だ
け
で
な
く
他
の
市
町
村
や
県
外

か
ら
通
う
拳
士
、
近
隣
道
院
か
ら
修
練
に

参
加
す
る
拳
士
も
い
る
。
拳
士
数
は
69
名
。

内
、
兄
弟
拳
士
が
16
組
34
名
、
正
拳
士
以

上
の
幹
部
が
11
名
在
籍
し
て
い
る
。
中
学
や

高
校
、
大
学
を
卒
業
し
て
も
続
け
る
拳
士

が
多
く
、
非
常
に
活
気
が
あ
る
。
設
立
は

開
祖
が
亡
く
な
る
前
の
１
９
７
９
年
、
今
年

で
ち
ょ
う
ど
40
周
年
を
迎
え
る
。

　

道
院
に
着
く
と
、
道
院
長
が
一
人
一
人
に

「
よ
く
来
て
く
れ
た
」と
笑
顔
で
声
を
か
け
出

迎
え
て
く
れ
ま
す
。「
拳
士
達
は
来
る
こ
と

が
当
た
り
前
で
は
な
い
、
ま
ず
は
来
て
く
れ

た
こ
と
に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
大

事
」と
話
す
井
神
道
院
長
。
小
学
生
で
あ
れ

ば
習
い
事
、
中
高
生
は
ク
ラ
ブ
活
動
、
一
般

は
仕
事
や
家
庭
の
事
情
な
ど
、
拳
士
に
は

道
院
以
外
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
が
あ
り
、

中
に
は
道
院
に
来
る
前
か
ら
疲
れ
切
っ
て
い

る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

あ
る
拳
士
は「
道
院
に
来
た
ら
疲
れ
が
す
べ

て
吹
き
飛
び
ま
す
」「
道
院
は
心
の
オ
ア
シ
ス

で
す
」と
明
る
く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
相

手
の
立
場
や
気
持
ち
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ

る
道
院
長
が
温
か
く
迎
え
入
れ
る
の
で
、
と

て
も
居
心
地
が
良
い
の
で
し
ょ
う
。
道
院
長

の
温
か
さ
も
あ
り
、
道
院
内
は
普
段
か
ら

笑
顔
と
明
る
さ
で
溢あ
ふ
れ
、
道
場
全
体
が
フ
レ

ン
ド
リ
ー
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

井
神
道
院
長
は
雰
囲
気
を
特
に
大
事
に

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
修
練
の
指
導
に
お
い

て
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。
技
術
は
大
事

に
し
つ
つ
、「
教
え
方
に
よ
っ
て
拳
士
の
成

長
の
仕
方
は
随
分
変
わ
る
」と
い
う
考
え
か

ら
、「
型
に
は
め
た
指
導
は
し
な
い
」「
自
由

な
発
想
で
楽
し
く
、
面
白
く
行
う
」と
い
う

の
が
井
神
道
院
長
の
方
針
で
す
。
時
に
は
組

む
相
手
を
指
示
す
る
、
人
数
が
少
な
い
日
は

で
き
る
限
り
手
を
取
っ
て
行
う
、
幹
部
に
も

指
導
を
任
せ
る
な
ど
、
そ
の
時
々
で
最
も
効

果
的
な
指
導
法
を
選
択
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
相
手
の
置
か
れ
た
状
況
を
理
解
し
、
日

頃
か
ら
拳
士
達
の
こ
と
を
良
く
見
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
拳
士
達
の
ニ
ー
ズ
に
敏
感
に
対
応

で
き
る
」と
井
神
道
院
長
は
言
い
ま
す
。
そ

雰
囲
気
づ
く
り
が
大
事

の
こ
と
に
よ
り「
楽
し
い
か
ら
ま
た
行
き
た

く
な
る
、
楽
し
い
か
ら
続
け
ら
れ
る
」と
い

う
よ
い
循
環
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

ま
た
、
雰
囲
気
づ
く
り
の
一
つ
と
し
て
道

場
の
内
装
に
も
気
を
配
ら
れ
て
い
ま
す
。
祭

壇
周
り
は
赤
と
黒
を
基
調
と
し
た
色
で
趣

修練は楽しく面白く　指導法の工夫は怠らない

井
い

神
がみ

健
けん

二
じ

道院長
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安
心
感
の
あ
る
場
所

　

道
院
に
は
多
様
な
学
年
、
年
代
の
拳
士

が
在
籍
し
て
い
ま
す
が
、
ど
の
年
代
の
拳
士

が
来
て
も
居
心
地
の
良
さ
を
感
じ
る
よ
う

で
す
。
道
場
内
を
見
渡
す
と
、
小
学
生
だ

け
で
な
く
、
中
学
生
、
高
校
生
、
一
般
の
拳

士
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の
拳
士
が
い
ま
す
。

現
在
、
最
年
少
は
4
歳
。
未
就
学
児
も
設

立
当
初
よ
り
受
け
入
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。

井
神
道
院
長
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と「
多

様
な
年
代
の
拳
士
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、

道
院
長
自
身
が
鍛
え
ら
れ
る
、
自
分
自
身

も
成
長
で
き
る
」と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
る
保
護
者
は「
見
学
に
行
く
と
自
分
の

子
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
子
が
い
る
ん
で
す
。
そ

の
子
が
か
っ
こ
よ
く
演
武
を
し
た
り
集
中
し

て
練
習
し
て
い
た
り
と
、
う
ち
の
子
も
あ
ん

な
風
に
な
れ
る
か
も
と
思
え
る
ん
で
す
」と

話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

鎮
魂
行
の
時
に
、
ま
だ
教
典
が
読
め
な

い
子
に
上
の
子
達
が
付
い
て
教
え
て
く
れ
る

光
景
は
全
国
ど
こ
で
も
見
受
け
ら
れ
ま
す

が
、
名
古
屋
瀬
古
道
院
で
も
同
じ
で
し
た
。

た
だ
し
、「
後
輩
に
指
導
し
な
さ
い
」と
は
あ

え
て
言
っ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
あ
る
拳
士

に
そ
の
こ
と
を
尋
ね
る
と「
自
分
達
は
入
門

時
に
親
切
に
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
当
然
の

よ
う
に
、
新
し
い
子
達
に
実
践
し
て
い
る
だ

け
」と
の
こ
と
で
あ
り
、
鎮
魂
行
に
限
ら
ず

そ
の
よ
う
な
光
景
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

見
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
社
会
人
で
あ
れ
ば
仕
事
で
、
女

性
の
方
は
出
産
、
育
児
で
来
ら
れ
な
く
な
る

時
期
も
出
て
き
ま
す
。
あ
る
拳
士
は
道
院

長
か
ら「
籍
は
お
い
て
お
く
か
ら
い
つ
で
も

戻
っ
て
お
い
で
」「
い
る
だ
け
で
皆
が
喜
ん
で

く
れ
る
よ
」と
言
っ
て
も
ら
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
道
院
に
復
帰
し
た
時
に
は
、「
よ
く

来
て
く
れ
た
ね
」と
笑
顔
と
握
手
で
迎
え
て

く
れ
た
こ
と
が
大
変
嬉
し
く
、
だ
か
ら
こ
そ

今
も
続
け
ら
れ
る
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

別
の
拳
士
か
ら
は「
道
院
長
は
相
手
の
目

線
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
と
て
も
上
手
で
す
。

相
手
の
年
齢
に
関
係
な
く
、
誰
に
対
し
て

も
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
接
し
て
く
れ
ま
す
」「
決

し
て
威
張
っ
た
り
し
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
で
い

て
ご
自
身
が
学
ん
だ
こ
と
を
一
生
懸
命
に
伝

え
て
く
だ
さ
い
ま
す
」と
い
っ
た
声
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
拳
士
一
人
一
人
を
大

事
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
道
院
の
居
心

地
良
さ
を
作
り
、
修
行
の
継
続
率
や
修
練

の
参
座
率
を
高
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

を
持
た
せ
、
掲
示
物
に
は
幹
部
拳
士
が
字

体
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
掲
示
し
、
儀
式
や
行
事

を
行
う
際
に
は
盾
卍
の
幕
を
張
る
な
ど
の
こ

だ
わ
り
が
伺
え
ま
し
た
。

いるだけで喜んでもらえる
修練以外でも必要とされる場面がある

「半ばは他人の幸せを」という教えをまずは身近な拳士に実践する

祭壇周りの配色は黒と赤を基調。行事の時には、盾卍の幕を張る

心
の
支
え

　

井
神
道
院
長
は
開
祖
か
ら
直
接
指
導
を

受
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
道
院
長
と
し
て
40

年
継
続
さ
れ
る
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
井
神

道
院
長
は
東
海
地
区
武
専
の
1
期
生
に
あ

た
り
ま
す
が
、
当
時
、
高
等
師
範
科
は
本

部
に
し
か
な
く
、
2
年
間
寝
台
車
と
宇
高

連
絡
船
で
本
部
に
通
わ
れ
た
そ
う
で
、
当

時
の
体
験
は
井
神
道
院
長
の
中
で
貴
重
な

財
産
と
も
言
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
名
古
屋
吹
上
道
院
の
原
為
雄
道
院
長

の
存
在
で
す
。
原
道
院
長
は
別
の
道
院
か

ら
転
籍
し
て
き
た
先
輩
拳
士
で
あ
り
、
原

道
院
長
が
道
院
を
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
影

響
を
受
け
、
井
神
道
院
長
も
設
立
を
決
意

さ
れ
て
い
ま
す
。
原
道
院
長
と
は
一
緒
に
演

武
を
組
ん
だ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
互
い
の
結

婚
式
の
仲
人
を
す
る
な
ど
、
一
拳
士
の
時
代

か
ら
50
年
来
の
付
き
合
い
で
、
ま
さ
に「
拳

友
」と
も
呼
べ
る
仲
で
す
。
同
年
代
の
気

心
知
れ
た
仲
間
が
今
も
道
院
長
と
し
て
頑

張
っ
て
い
る
こ
と
は
大
変
心
強
い
こ
と
の
よ

う
で
す
。
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に
臨
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
修
練
が
終
わ
っ

た
あ
と
は
、「
今
日
の
指
導
は
良
か
っ
た
の

か
。
も
っ
と
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」と
自
宅
に
帰
り
つ
く
ま
で
の
間
に
車

の
中
で
、
必
ず
振
り
返
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。
長
年
道
院
を
運
営
し
な
が
ら
、
決
し

て
現
状
に
満
足
せ
ず
、
よ
り
良
い
状
態
を

求
め
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
変
印
象
的

で
し
た
。

取
材
を
終
え
て

修練終了後は、道院長だけでなく幹部も一緒に子供達を見送り。
保護者との会話をする大事な時間にもなる。

拳士に教えることで拳士から学ぶこともたくさんある。

法話では、日常的な社会の出来事を主に、「自分だったらどうするか、どう思うか」を問う。

　

そ
ん
な
井
神
道
院
長
で
す
が
、
道
院
の

拳
士
に
尋
ね
る
と
、
拳
士
と
の
接
し
方
や

指
導
に
お
い
て
心
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
と
の
こ
と
で
す
。

　

井
神
道
院
長
は
、
独
自
に「
道
院
長
心

構
え
」と「
道
場
訓
」を
作
り
、
道
場
に
も

掲
示
し
て
常
に
意
識
し
て
い
る
と
言
い

ま
す
。

　

井
神
道
院
長
は
こ
れ
ま
で
に
大
き
な
病

気
や
け
が
は
な
く
、
病
気
で
道
院
を
空
け

た
こ
と
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、

実
際
に
は
人
間
だ
か
ら
大
変
な
時
も
あ

り
、
そ
ん
な
時
も「
道
院
長
心
構
え
」に
あ

る「
颯さ
っ

爽そ
う

と
す
る
」を
心
掛
け
、
拳
士
達
の

前
で
颯
爽
と
ふ
る
ま
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
結
果
、
拳
士
達
も
口
を
揃
え
て「
道

院
長
が
元
気
の
な
い
姿
を
見
せ
た
こ
と
は

な
い
」と
言
い
ま
す
。
大
変
な
時
だ
か
ら
こ

そ
颯
爽
と
生
き
、
そ
れ
を
見
た
拳
士
達
が

良
い
影
響
を
受
け
る
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
日
々
意
識
し
て
修
練

　

取
材
中
、
井
神
道
院
長
は
拳
士
が
道
院

に
や
っ
て
来
る
た
び
に「
こ
の
親
子
拳
士
が

い
た
か
ら
口
コ
ミ
で
少
年
拳
士
が
増
え
た
」

「
仕
事
が
忙
し
い
時
に
彼
女
が
代
わ
り
に

道
院
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
」な
ど
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
拳
士
を
紹
介
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
紹
介
を
聞
く
だ

け
で
も
井
神
道
院
長
が
い
か
に
拳
士
一
人
一

人
を
大
事
に
し
、
深
く
感
謝
し
て
い
る
か

が
分
か
り
ま
す
。

　

拳
士
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
、
井
神

道
院
長
が
話
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
同
じ
内

容
が
聞
け
、
井
神
道
院
長
の
教
え
が
拳
士

達
に
も
染
み
込
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

笑
顔
と
安
心
感
が
あ
り
、
ま
た
行
き
た

く
な
る
道
院
。
全
国
に
は
そ
の
よ
う
な
道

院
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
今

後
も
継
続
し
て
誌
面
で
取
り
上
げ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

道
院
長
心
構
え

道
場
訓

　

  今 回 読 ん だ 絵 本
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  今 回 読 ん だ 絵 本

精
神
生
活
に
入
ろ
う
で
は
な
い
か

「
反
省
」を
す
る
、「
感
謝
」の
気
持
ち
を
持
つ
、
そ

れ
か
ら「
持じ

戒か
い

」。
こ
の
三
つ
が
精
神
修
養
の
根
本
な
の

だ
。
戒
を
持
す
と
い
う
が
、
禁
止
の
掟お
き
て

で
あ
る「
律り
つ

」

と
は
違
っ
て
、「
戒
」と
い
う
の
は
、
乱
暴
に
い
え
ば
、

悪
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
が
ん
ば
る
と
い
う
努
力
目

標
だ
。
己
に
克か

つ
努
力
と
い
っ
て
も
い
い
。

つ
い
で
だ
け
ど
、
己
に
克
つ
た
め
の
修
行
、
具
体

的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
ま
す
か
と
問
わ
れ
て
返

答
で
き
る
か
、
君
た
ち
。
煙
草
吸
う
て
た
ら
や
め
て
み

い
。
何
で
も
い
い
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
を
断
つ
。
こ

れ
が
己
に
克
つ
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
。
何
か
し
て

く
れ
た
ら
、
そ
れ
を
当
た
り
前
だ
と
思
う
の
と
、
あ
り

が
た
い
と
思
う
の
で
は
大
変
な
違
い
な
の
だ
。
感
謝
す

る
気
の
な
い
や
つ
は
、
人
に
尊
敬
も
さ
れ
な
け
れ
ば
喜

ん
で
も
も
ら
え
な
い
ぞ
。

友
達
が
何
か
ち
ょ
っ
と
し
て
く
れ
て
も
、
あ
り
が

と
う
と
言
う
て
み
い
。
気
持
ち
が
い
い
ぞ
。
人
生
が
本

当
に
豊
か
に
な
る
。

反
省
も
必
要
だ
。
え
ら
い
こ
と
を
し
た
、
二
度
と

繰
り
返
す
ま
い
と
い
う
気
持
が
必
要
だ
。
な
ん
に
も
難

し
く
は
な
い
。
誰
に
で
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

人
間
と
い
う
も
の
は
、
心
の
働
き
が
大
切
で
あ
る
。

権
利
義
務
で
は
な
い
。
感
謝
と
奉
仕
の
世
界
、
こ
れ

が
宗
教
や
道
徳
、
要
す
る
に
人
間
の
社
会
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
ね
、
君
た
ち
、
今
日
か
ら
こ
う
い
う
精
神

生
活
に
入
ろ
う
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
体
の
古
傷

は
も
う
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
体
の
傷
と
同

じ
よ
う
に
、
心
の
傷
も
今
日
か
ら
忘
れ
よ
う
で
は
な
い

か
。人

生
で
は
挫
折
感
に
陥
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
い
く
ら
考
え
て
み
て
も
、
昨
日
の
こ

と
は
取
り
返
せ
な
い
。
別
れ
た
彼
女
の
こ
と
や
就
職
で

き
な
か
っ
た
こ
と
、
悩
ん
で
み
た
っ
て
し
よ
う
が
な
い

じ
ゃ
な
い
か
。

昨
日
は
昨
日
、
今
日
は
今
日
、
明
日
は
明
日
だ
。

こ
れ
が
、
精
神
生
活
を
改
造
す
る
根
本
に
な
る
。

過
去
は
一
切
き
ょ
う
か
ら
忘
れ
ろ
。
い
い
こ
と
は

忘
れ
ん
で
い
い
。
い
や
な
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
え
。
忘

れ
よ
う
と
努
力
し
ろ
。
と
に
か
く
気
分
転
換
す
る
こ
と

を
勉
強
し
な
さ
い
。

開祖語録
ダイジェスト

　1969年8月
　整法講習会

楽しいから絵本を読んでいます

京都修学院道院
道院長　永

なが

江
え

健
たけ

将
まさ

息子が小さい頃は、毎週の様に図書館から絵本を借り、年
100冊以上読んでいました。金剛禅で絵本プロジェクトが始
まり、「道院で絵本を読み聞かせてもいいんだ」と、目から 鱗

うろこ

が落ちました。
12月15日（土）、絵本プロジェクト顧問の三浦伸也さんに京

都修学院道院に来ていただき、絵本Liveをしていただきまし
た。私はまだまだ三浦さんの様に初対面の子どもの心を鷲掴
みにはできませんが、継続して読み聞かせを行っております。
読み聞かせのコツは、何も考えずに、とりあえず、やってみ
て、感じてみることだと思います。

読み聞かせを始めると、目をキラキラさせて聞いていた

り、いつもはおとなしい子が声を出して笑ったりして、普段
の稽古とは違った子どもの一面を見ることができます。

金剛禅の目的は、人づくりです。その手段は、もちろん少
林寺拳法の修練がメインであることは間違いありません。し
かし私は、それだけに限る必要はないと考えています。絵本
の読み聞かせを通して子どもたちの想像力、前向きさ、生き
る力を育むことができると信じています。

というような難しいことを実はあまり考えず、ただ楽しい
から、私は絵本を読んでいます。

※この開祖語録中の「少林寺」
は、金剛禅総本山少林寺
を意味しています。

◎あっぱれアスパラ郎
オ

作・絵：川端 誠
出版社：BL出版

じゃがの一家と対決した剣士忍
者アスパラ郎！ 最後は必殺アス
パラ「ガス」！ すると、アスパ
ラ郎は……。
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法を問い　
学を修める

ダ
ー
マ
の
加
護
を
得
ら
れ
る
べ
し

vol.61
文／春日部裕樹

道
訓
の
最
後
に「
ダ
ー
マ
の
加
護
を
得
ら
れ
る

べ
し
」と
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
文
に「
故
に
天
地

を
敬
い
、
神
仏
に
礼
し
、
祖
先
を
奉
じ
、
双
親

に
孝
に
、
国
法
を
守
り
、
師
を
重
ん
じ
、
兄
弟

を
愛
し
、
朋
友
を
信
じ
、
宗
族
相
睦
み
、
郷
党

相
結
び
、
夫
婦
相
和
し
、
人
の
難
を
救
い
、
急

を
援
け
、
訓
を
垂
れ
て
人
を
導
き
、
心
を
至
し

て
道
に
向
い
、
過
を
改
め
て
自
ら
新
に
し
、
悪

念
を
断
ち
て
、
一
切
の
善
事
を
信
心
に
奉
行
す

れ
ば
、
…
」と
い
う
人
道
と
し
て
な
す
べ
き
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
実

践
の
対
価
と
し
て
文
字
通
り「
大
い
な
る
御
力
＝

ダ
ー
マ
」に
護
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

我
々
の
基
本
姿
勢
は
聖
句
の
中
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
自
分
に
か
か
わ
る
こ
と
は
自
己
の
責

任
に
お
い
て
主
体
的
な
行
動
を
心
掛
け
、
頼

り
に
な
る
自
分
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
り
、
善
因

善
果
・
悪
因
悪
果
、
す
べ
て
は
自
分
の
行
い
に

因
る
結
果
で
あ
り
、
自
分
の
人
生
を
他
者
や
神

仏
・
運
命
の
せ
い
に
せ
ず
、
自
分
が
で
き
る
こ

と
を
為
さ
な
け
れ
ば
何
も
変
わ
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
我
々
は
自
分
の
人
生
を
受
け
と
め
る

強
い
人
間
に
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て

修
行
し
て
い
ま
す
。

社
会
の
道
徳
・
規
範
を
守
る
こ
と
が
必
要
な

の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
道
徳
・
規
範

は
社
会
や
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
も
あ

り
ま
す
。「
道
徳
的
判
断
」は
自
分
自
身
が
無
意

識
に
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
で
、
反
す
る
と
後

ろ
め
た
さ
や
嫌
な
気
持
ち
に
な
る
ば
か
り
か
、
感

情
を
波
立
た
せ
他
人
と
の
対
立
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
日
常
生
活
の
中
で
は
、
大
震
災
な
ど

大
き
な
自
然
災
害
か
ら
身
の
回
り
で
起
こ
る
小

さ
な
事
ま
で
、
そ
の
瞬
間
に「
判
断
し
行
動
す
る
」

こ
と
の
連
続
で
す
。
そ
の
た
め
正
し
い
判
断
が

で
き
る
力
を
磨
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
我
々

は
他
人
が
見
て
い
よ
う
と
見
て
い
ま
い
と「
す
べ

て
悪
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
、
善
き
こ
と
を
実
践

し
、
自
己
の
心
を
浄
む
る
こ
と
、
こ
れ
諸
々
の

佛
の
教
え
な
り
」と
い
う
言
葉
の
示
す
と
お
り
、

努
力
し
続
け
る
姿
勢
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
時
代
や
社
会
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

の
な
い「
ダ
ー
マ
」の
道（
天
道
）を
拠
り
所
と
し
、

そ
れ
に
気
が
つ
く
感
性
を
磨
き
、
実
践
の
適
用

と
し
て
の
信
条
を
唱
え
、
自
ら
の
姿
勢
を
振
り

返
る
の
で
す
。

我
々
は
縁
起
の
法
則
の
中
で
生
き
て
お
り
、

自
分
の
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
現
在
の
自
分
の
身
に
起
き
て
い
る
現

象（
結
果
）は
、
過
去
の
自
分
の
行
い（
原
因
）が
時

間
や
空
間
を
超
え
て
巡
り
、
自
分
の
身
に
返
っ
て

き
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
善
い
原
因
を
重
ね

た
結
果
が「
ダ
ー
マ
の
加
護
を
得
ら
れ
る
べ
し
」で

あ
り
、
善
く
な
い
結
果
で
あ
っ
て
も
、
行
を
通

し
て
素
直
に
受
け
と
め
ら
れ
る
平
常
心（
胆
力
）

を
身
に
つ
け
、
未
来
を
よ
り
良
い
も
の
に
で
き

る
よ
う
に
と
修
行
を
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
50
歳
後
半
と
な
っ
た
私
は
自
分
の

人
生
を
振
り
返
り
、
ま
た
、
日
々
起
こ
る
出
来

事
を
こ
の
よ
う
な
思
い
で
受
け
と
め
て
い
ま
す
。
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東京表参道道院
とうきょうおもてさんどう

山下真由美道院長
や ま し た　ま　 ゆ　 み

１ 際立つ演出

登場する拳士はスーツ姿
２際立つ演出

明確な道院のコンセプト

２０１２年設立。南青山に
３５畳の専有道場を構え
る。修練日は月～土で、
参座曜日や時間は希望に
応じ対応。在籍約４０名
で全員が成人。うち四割
超が女性。

今回の布教助成制度を活用したのは・・・

わたし
工夫

の
道院運営へのヒント・・・

もって道院の活性化、拳士の

育成につなげていこうという

コラムです。

２０１８年度布教助成制度活用事例

山下真由美道院長による事業報告（一部抜粋）

●

●
●

●

観客の６割以上は少林寺拳法を全く知らない方でしたが、通りすがりの外国人カップルも最初から最後まで食い
入るように見てくださいました。
単なる武道とは違うことが分かり、イメージが変わったという声もあります。
拳士がそれぞれの得意分野を生かし、主体性を持って取り組みました。あらためて少林寺拳法は素晴らしい人財
の宝庫であり、開祖のおっしゃっていた、尊敬し信頼できる仲間に囲まれていることの幸せを実感しています。
その後、体験入門に訪れた方もいて、手応えを感じています。

既存の演武会のイメージをくつがえすプレゼンテーション

特
　別
　　編

２０１８年１０月１４日。日曜日の人ごみで溢れかえる渋谷のど真ん中、一等地の大通りに面したシダックスカルチャーホール
において、東京表参道道院の第３回公開演武会が行われた。
ホールの特性を活かし、映像と音声でステージにしっかりと観客の目を引きつける。
時折差し込まれた手づくりの動画は、レポーター目線で画面が動き続け、道院活動の表裏を斬新な目線で切り取っていた。     
少林寺拳法を知らない人が疑問に思うであろうことを的確に答えていくので、観ている側はどんどんのめり込んでいく。

　前半、一般拳士がスーツ姿で登場し、少林寺拳法と自分の関わりや、それによって
自分がどう変わったかをプレゼンテーションしていく。教えと人間関係が基軸となり、
人として強く生きていく姿勢が備わってきたということがよく伝わってきた。
　後半になるにつれ、技法の紹介が徐々に織り交ぜられていく。その節目で登場した
法衣姿の女性道院長はずいぶんと新鮮に映ったであろう。山下道院長のメッセージは、
誰に対して（働く女性に対して）どのような活動を（強くお洒落に人生を楽しむとい

うことを）展開しているのか、という道院活動のコンセプトが明確で、
前後の映像やプレゼンテーションと相まって、［道院＝生き方を学ぶ
場所］であるということがしっかりと伝わってきた。
　登場する全ての拳士が自分の役割に対して真剣で、一生懸命に表
現しようとする姿は爽やかであった。演武会と言いながらも法衣や
道衣（非日常）の登場時間は半分程度で、スーツ姿（日常）による
スライドを活用した少林寺拳法の成り立ちや理念のプレゼンテー
ションをメインとしたところに新たな可能性が垣間見えた。

大導師准範士六段　５０６期生

担当／倉本亘康
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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

岡山県・岡
おか

山
やま

真
ま

庭
にわ

道院
道院長　黒

くろ

田
だ

 靖
やすし

（44歳）

道院長

元気の素
vol.45

私
が
入
門
し
た
倉
敷
道
院
は
、
自
宅
か
ら
車
で
1
時

間
半
か
か
る
場
所
に
あ
り
、
仕
事
帰
り
に
修
練
を
続
け

て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
足
が
遠
の
き
休
み
が
ち
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
心
の
中
で
は
、「
地
元

に
道
院
が
あ
れ
ば
も
っ
と
練
習
で
き
る
の
に
…
…
」と
も

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
近
隣
道
院
の
道
院
長
、

拳
士
達
と
の
懇
親
会
の
席
で
、「
地
元
に
道
院
を
設
立
す

る
の
が
夢
で
す
」と
先
生
方
や
先
輩
方
の
前
で
話
し
た
の

が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
師
で
あ
る
白
神
三
郎
道
院
長

に
背
中
を
押
さ
れ
道
院
を
設
立
、
道
院
長
に
な
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

私
は
、「
今
何
を
す
べ

き
か
」を
常
に
考
え
て
行

動
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
一
人
の
人
間
で
も
、

そ
の
場
そ
の
場
、
そ
の
時

そ
の
時
で
立
場
が
変
わ
り

ま
す
。
今
、
自
分
が
置
か

れ
て
い
る
立
場
を
明
確
に

し
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で

す
。
こ
の
た
め
私
は
、
修
練
が
始
ま
る
前
ま
で
は
普
通

の
お
じ
さ
ん
で
あ
り
、
い
ざ
修
練
が
始
ま
る
と
あ
く
ま

で
指
導
者
と
し
て
の
立
ち
居
振
る
舞
い
を
心
が
け
、
修

練
と
そ
の
前
後
の
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
少
年
部
の
拳
士
に
対
し
て
の
指
導
方
針

と
し
て
は
、
出
来
た
こ
と
に
対
し
て
、
褒
め
る
の
で
は

な
く
、
認
め
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

褒
め
て
育
て
る
の
は
、
保
護
者
の
役
目
で
あ
り
、
指
導

者
の
役
割
は
、
あ
く
ま
で
も
拳
士
の
向
上
心
を
養
う
こ

と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

道
院
の
運
営
は
、
思
っ
て
い
た
通
り
大
変
な
も
の
で

す
が
、
そ
の
分
、
や
り
が
い
も
あ
り
ま
す
。
新
米
道
院

長
の
私
に
は
、
運
営
面
に
お
い
て
も
指
導
面
に
お
い
て

も
ま
だ
ま
だ
課
題
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

今
は
、
周
り
の
先
輩
方
の
助
言
や
助
け
を
借
り
な
が

ら
、
な
ん
と
か
日
々
を
こ
な
し
て
い
る
段
階
で
す
の
で
、

開
祖
の
言
わ
れ
た
、
真
の
指
導
者
に
な
る
こ
と
が
当
面

の
目
標
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
目
標
は
、
き
っ
と
到
達

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
永
遠
の
目
標
な
の
で
は
な
い

か
と
も
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
目
標
こ
そ
が
、

生
涯
修
行
で
あ
る
少
林
寺
拳
法
の
醍
醐
味
そ
の
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
、
毎
回
の
修
練
が
と
て

も
楽
し
み
で
す
。

振
り
返
る
と
、
私
は
い
ろ
ん
な
場
所
で
、
自
分
の
居
場

所
を
自
分
で
作
っ
て
き
ま
し
た
。
中
学
で
は
自
ら
手
を
挙

げ
ク
ラ
ブ
の
部
長
を
務
め
、
高
校
で
は
新
し
い
部
活
を
立

ち
上
げ
て
活
動
し
、
そ
し
て
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
は
、

バ
ン
ド
活
動
を
行
う
た
め
、
友
人
の
協
力
を
得
て
練
習
す

る
た
め
の
音
楽
ス
タ
ジ
オ
を
自
分
で
作
り
ま
し
た
。
現

在
は
、
修
練
時
間
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
私
の
理
解

者
が
設
立
し
た
会
社
に
所
属
し
、
道
院
の
拳
士
に
迷
惑
が

か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
家

族
は
最
初
、
や
は
り
多
少
の
不
満
も
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
今
で
は
、
金
剛
禅
の
活
動
を
理
解
し
て
、
私
を
応
援

し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
何
事
も
一
所
懸
命
に
努
力
す
れ

ば
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
と
周
り

も
理
解
を
示
し
て
く
れ
、
協
力
し
て
く
れ
る
こ
と
を
実
感

し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

方
に
対
し
、
感
謝
の
意
を
伝
え
る
た
め
、
私
か
ら
も
積
極

的
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
少
林
寺
拳

法
が
大
好
き
な
拳
士
の
方
は
、
ぜ
ひ
道
院
長
に
な
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
道
院
運
営
は
楽
で
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
そ
れ
な
り
の
覚
悟
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
私

は
、
道
院
長
資
格
認
定
研
修
会
で
の
面
接
の
際
、「
道
院

長
と
い
う
責
務
を
自
分
自
身
に
課
す
こ
と
が
、
最
大
の
修

行
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
」と
答
え
ま
し
た
。
こ
の
考

え
は
、
今
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
金
剛
禅
を
最
良
と
し
、

少
林
寺
拳
法
の
修
行
に
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る
拳
士

で
あ
れ
ば
、
道
院
長
と
い
う
立
場
は
、
最
高
の
修
行
の

場
に
な
る
は
ず
で
す
。
自

己
確
立
の
教
え
を
身
に
付

け
る
た
め
に
は
、
多
少
の

困
難
や
苦
し
い
こ
と
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え

や
り
通
す
、
く
じ
け
な
い
心

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
し
、

そ
れ
を
門
信
徒
た
ち
と
一
緒

に
鍛
え
、
身
に
付
け
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
今
何
を
す
べ
き
か
」を
考
え
て
行
動
す
る

道
院
長
に
な
っ
て
こ
そ

少
林
寺
拳
法
の
醍
醐
味
が
分
か
る

※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。

自
分
で
居
場
所
を
つ
く
る

あ・うん　2019　弥生・卯月   8



本
山

⃝
本
山
公
認
教
区
講
習
会（
派
遣
講
師
）

［
11
月
11
日
］熊
本
県
教
区（
川
端
哲
）

［
11
月
17
日
］東
北
地
方
教
区（
大
澤
隆
・
前

田
保
男
）

［
11
月
18
日
］兵
庫
県
教
区（
川
上
鐘
成
）、

静
岡
県
教
区（
久
保
田
利
幸
）

［
11
月
25
日
］東
京
都
教
区（
湯
浅
裕
二
・
江

原
謙
治
）、
徳
島
県
教
区（
松
本
好
史
）

⃝
教
区
研
修
会

［
11
月
18
日
］神
奈
川
県
教
区

［
11
月
25
日
］千
葉
県
教
区

［
12
月
9
日
］三
重
県
教
区
、
広
島
県
教
区

［
12
月
16
日
］岐
阜
県
教
区

⃝
小
教
区
研
修
会

［
10
月
31
日
］東
京
第
四
小
教
区

［
11
月
3
日
］埼
玉
第
十
小
教
区

［
11
月
5
日
］長
崎
島
原
小
教
区

［
11
月
7
日
］山
形
庄
内
小
教
区

［
11
月
11
日
］福
島
県
中
小
教
区
、
岐
阜
中

濃
小
教
区
、
京
都
東
小
教
区
、
大
阪
堺
小

教
区

［
11
月
17
日
］栃
木
東
部
小
教
区

［
11
月
23
日
］神
奈
川
県
央
第
一
小
教
区
、

神
奈
川
県
央
第
二
小
教
区

［
11
月
24
日
］栃
木
南
部
小
教
区

［
11
月
25
日
］東
京
第
一
小
教
区

［
11
月
28
日
］東
京
第
五
小
教
区

［
12
月
2
日
］東
京
第
十
五
小
教
区
、
兵
庫

東
播
第
一
小
教
区

［
12
月
9
日
］埼
玉
第
八
小
教
区

［
12
月
12
日
］奈
良
桜
井
小
教
区

［
12
月
23
日
］埼
玉
第
五
小
教
区
、
静
岡
伊

れ
た
り
メ
ー
ル
を
く
れ
た
り
と
、
改
め
て

絆
の
深
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
の
祝
賀
会
を
企
画
し
た
実
行
委
員

会
の
6
名
は
、
次
の「
松
阪
西
道
院
設
立
25

周
年
」に
向
け
て
、
す
で
に
心
を
燃
や
し
始

め
て
い
ま
す
。

多
く
の
方
々
の
支
え
で
歩
む
こ
と
が
で

き
た
30
年
。
今
後
も
さ
ら
に
絆
を
深
め
、

頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。　　
　
（
林
勝
敏
）

王
寺
・
大
和
郡
山
南
・
奈
良
斑
鳩
道
院

11
月
25
日（
日
）の
午
前
中
は
部
内
の
集

い
、
午
後
2
時
よ
り
大
会
長
に
平
井
康
之

王
寺
町
長
様
ほ
か
多
数
の
大
会
役
員
・
顧

問
の
先
生
方
を
お
迎
え
し
、
一
年
間
の
修

行
の
成
果
を
十
二
分
に
発
揮
し
ま
し
た
。

朝
早
く
か
ら
、
王
寺
道
院
・
大
和
郡
山

南
道
院
・
奈
良
斑
鳩
道
院
の
拳
士
と
そ
の

保
護
者
1
0
0
人
を
超
え
る
人
数
が
集
ま

り
、
会
場
が
割
れ
ん
ば
か
り
の
気
合
で
し

た
。
改
め
て
、
開
祖
が
少
林
寺
拳
法
を
創

始
さ
れ
た
理
由
、
昨
今
の
日
本
お
よ
び
世

界
の
情
勢
不
安
を
今
一
度
考
え
、
金
剛
禅

の
教
え
で
あ
る「
半
ば
は
自
己
の
幸
せ
を
、

半
ば
は
他ひ

人と

の
幸
せ
を
」の
大
切
さ
を
考
え

直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
感

じ
ま
し
た
。

少
林
寺
拳
法

の
修
行
を
通
し

て
の
人
づ
く
り
、

ま
ず
は
身
近
な

と
こ
ろ
か
ら
で

き
る
こ
と
を
考
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松
阪
西
道
院

2
0
1
8
年
の
1
月
、
本
山
に
て「
道

院
長
勤
続
30
年
表
彰
」を
受
け
た
こ
と
を
機

に
、
道
院
拳
士
が
祝
賀
会
を
企
画
し
て
く

れ
ま
し
た
。

11
月
23
日（
金
・
祝
）の
開
催
日
に
は
、

初
め
て
設
立
し
た
鎌
田
中
学
校
支
部
時
代

の
懐
か
し
い
OB
、
現
役
拳
士
で
も
あ
る
竹

下
真
人
松
阪
市
長
を
は
じ
め
、
保
護
者
や

関
係
者
が
出
席
さ
れ
、
充
実
し
た
時
間
を

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

竹
下
市
長
か
ら
は
、「
武
道
家
に
は
偉

そ
う
な
人
が
多
い
の
に
、
林
先
生
は
全
然

違
う
。
修
練
に
行
け
な
く
て
も
、
黙
っ
て

見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
」と
い
う
心
温
ま
る

ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
上
映
の
た
め
、
勤
続

30
年
の
間
に
撮
り
た
め
た
5
0
0
0
枚
を

超
え
る
写
真
を
整
理
。
3
種
類
の
映
像
を

約
2
か
月
の
間
、
ほ
ぼ
徹
夜
で
制
作
し
、

発
表
し
た
と
こ
ろ
、
大
好
評
で
し
た
。
こ

の
映
像
を
祝
賀
会
の
記
念
品
と
し
て
配
布

し
、
後
日
、
欠
席
者
に
も
お
届
け
し
ま
し

た
。
横
断
幕
の
作
成
や
写
真
撮
影
も
、
本

職
と
す
る
拳
士

で
行
い
、
ア
ッ

ト
ホ
ー
ム
に
実

施
で
き
て
よ

か
っ
た
で
す
。

都
合
で
出
席

で
き
な
か
っ
た

拳
士
も
、
後
日

会
い
に
来
て
く

豆
小
教
区

［
1
月
13
日
］和
歌
山
海
南
・
中
紀
小
教
区

女
性
拳
士
交
流
会

　

2
0
1
8（
平
成
30
）年
11
月
17
日（
土
）、

京
都
翔
英
高
等
学
校
第
2
体
育
館
に
て
女

性
拳
士
交
流
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

技
術
講
習
に
は
新
井
庸
弘
先
生
を
お
迎

え
し
、
時
間
が
短
い
な
が
ら
も
、
と
て
も

分
か
り
や
す
く
、
丁
寧
に
指
導
し
て
い
た

だ
い
た
お
か
げ
で
、
女
性
拳
士
な
ら
で
は

の
悩
み
解
消
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
総
裁
と
の
ガ
ー
ル
ズ
ト
ー
ク
を
行

い
、
総
裁
と
間
近
で
話
が
で
き
る
喜
び
で
、

み
ん
な
生
き
生
き
と
輝
い
て
い
ま
し
た
。

午
後
か
ら
の
班
別
発
表
会
で
は
、
40
分

程
度
の
間
に
、
自
己
紹
介
、
創
作
演
武
、

寸
劇
の
練
習
を
行
い
ま
し
た
。
女
性
拳
士

の
団
結
力
、
パ
ワ
ー
、
そ
し
て
行
動
力
が

一
番
に
発
揮
さ
れ
た
時
間
で
、
ど
の
拳
士

も
と
て
も
楽
し
そ
う
で
し
た
。

改
善
点
と
し
て
は
、
開
催
に
つ
い
て
広
く

PR
で
き
る
手
段
が
必
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

今
回
は
、
京
都
府
教
区
・
所
属
長
を
は

じ
め
多
く
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
感
激

し
ま
し
た
。

こ
の
支
援
を

次
回
開
催
予
定

の
九
州
へ
、
多

く
の
参
加
希
望

拳
士
と
と
も
に

届
け
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
牧
野
明
美
）

え
、
実
行
し
て
い
く
こ
と
を
誓
い
、
大
会

を
終
え
ま
し
た
。（

王
寺
道
院
・
桑
野
靖
英
）

本
山2

0
1
9（
平
成
31
）年
1
月
13
日（
日
）、

本
堂
に
お
い
て
、
約
6
5
0
名
の
参
列
者
が

見
守
る
中
、
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
新
春

法
会
が
厳
か
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
大

澤
隆
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
代
表
よ
り
、

年
頭
の
あ
い
さ
つ
と
し
て
、「
こ
れ
か
ら
迎

え
る
超
少
子
高
齢
社
会
の
問
題
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
金
剛

禅
の
自
己
確
立
・
自
他
共
楽
の
考
え
方
を
実

践
し
、
平
和
で
豊
か
な
社
会
の
建
設
に
挺

身
で
き
る
人
づ
く
り
を
加
速
し
て
ま
い
り

ま
し
ょ
う
」と
、
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
信

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
川
端
哲
関
西
地
方

教
区
総
代
が
、
門
信
徒
を
代
表
し
て
あ
い
さ

つ
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
新
春
法
会
の
前
日

に
は
、
表
彰
式
・
認
証
式
が
執
り
行
わ
れ
、

勤
続
55
年
の
久
保
博
東
京
目
黒
道
院
長
を

は
じ
め
、
勤
続
50
年
9
名
、
勤
続
45
年
13

名
、
勤
続
40
年
13
名
、
勤
続
35
年
13
名
、

勤
続
30
年
16
名
、
勤
続
25
年
14
名
、
勤
続
20

年
9
名
、
勤
続

10
年
17
名
の
表

彰
式
出
席
者
に

対
し
表
彰
状
が
、

認
証
者
33
名
に

は
辞
令
が
代
表

か
ら
授
与
さ
れ

ま
し
た
。（
宗
務

局
布
教
課
）

開
催
報
告

少
林
寺
拳
法
女
性
拳
士

交
流
会 

in 

京
都

勤
続
30
年
記
念
祝
賀
会

金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺

新
春
法
会

2
0
1
8
西
大
和
の
三
道
院

に
よ
る
合
同
演
武
大
会

9   あ・うん　2019　弥生・卯月
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法階昇格者

2019年勤続表彰

お布施

訃報

僧階昇任者

2018年12月度 認証
●交代

あ・うん 2019 睦月・如月   10

中山 久義
なかやま   ひさよし

 元宇多津道院 元道院長、 99期生、少法師大範士八段、
2018年11月21日逝去、満77歳

大範士
■2019年1月13日付
平子 孝幸
永田 昌範
中山 満洲雄

（平道院）
（大阪千里道院）
   （須磨道院）

准範士
■2018年12月9日付
齊木 俊裕
中島 健
鎌田 陵人

   （帯広西道院）
（横浜戸塚道院）
   （新潟共和道院）

■2018年12月16日付
倉田 道夫
岡村 敏史
野里 佳史
古谷 貴紀
中村 文夫

（武蔵五日市道院）
（西陣北道院）
（西陣道院）
（大阪三日市道院）
（福岡筑紫ケ丘道院）

正範士
■2018年12月16日付
松野 良弘
渡辺 竜彦
西光 正博
中川 純

   （福井旭道院）
   （春江南道院）
   （大阪長野道院）
（本部道院）

布施
 東京上野道院 中田秀弘
 宮城歌津道院 加藤誠一 
 勝田台道院 小野寺米蔵
 豊田末野原道院 服部俊美
 原田秀昭
 浩志会 アカルイミライエ参加者一同

30,000円
30,000円
10,000円
10,000円
10,000円
6,000円

▷
▷
▷
▷
▷
▷

公認講習会
▷
▷
▷
▷
▷

 東北地方教区
 東京都教区
 徳島県教区
 静岡県教区
 兵庫県教区

50,000円
50,000円
50,000円
30,000円
30,000円

権大導師
■2018年12月1日付
鈴木 司郎（浅草蔵前道院）

少導師
■2018年12月1日付
佐藤 桂司(札幌屯田道院)
酒田 季法(札幌屯田道院)
松島 良弘(札幌屯田道院)
日下 幹大(札幌あいの里道院)
長谷川 伸司(盛岡中部道院)
石塚 幸夫(常総石下道院)
野仲 茂(つくば花畑道院)
加香 孝衛(つくば花畑道院)
石井 総一郎(真岡中部道院)
石川 優美(群馬多々良道院)
針谷 藍子(群馬伊勢崎道院)
岡田 隆(群馬太田道院)
芝尾 匡己(群馬太田道院)
土屋 佳緒里 (群馬太田道院)
斉藤 真二(埼玉中部道院)
大久保 友貴(埼玉中部道院)
小川 真佐人(川越道院)
沖田 優(埼玉行田道院)
山下 泰敬(埼玉川鶴道院)
堀澤 一彦(東京目黒道院)
岩本 聡浩(東京目黒道院)
菅生 織也(東京目黒道院)
角谷 謙太(東京目黒道院)
片橋 鉄(東京目黒道院)
松中 順(東京蒲田道院)
山本 一(西東京保谷道院)
稲留 圭祐(亀有道院)

●55年
久保 博 東京目黒道院

●50年
齋藤 秀明
川村 芳男
林 正次郎
高井 武志
深山 幸一
香川 忠
小野 芳洪
大石 哲也
坂本 龍夫

佐野道院
浜松中央道院
春日井道院
紫香楽道院
和歌山西脇道院
高瀬道院
伊予津島道院
北条東武道院
高知万々道院

●45年
矢島 隆禅
小宮山 宜司
鈴木 敏道
太田 孝一
萩原 俊次
近藤 慶武
真田 玉雄
小池 修一
高森 正一
秋山 津斗務
青島 勉
山本 昭三郎
伊澤 啓介
宮原 照雄
増原 隆
溝口 利勝
木村 惠昭
白神 三郎
小野 喜崇
三浦 清二
柿元 一雄

川越道院
浦和美園道院
銚子道院
市川道院
船橋東道院
東京品川道院
東京石神井道院
東京試衛舘道院
中板橋道院
沼津香陵道院
静岡三島道院
名古屋東道院
姫路白鷺道院
神戸六甲道院
西宮今津道院
土山道院
昆陽道院
倉敷道院
津山道院
徳島津田道院
薩州谷山道院

●40年
松本 知幸
廣瀬 春雄
齋野 光樹
片岡 三郎
平井 美智雄
諏佐 一義
黒部 忠夫
星 雅美
青山 昌伸
渭原 敏之
新森 好博
北野 哲夫
林 清嗣
阪口 清忠
入江 孝明
野村 裕
米澤 和雄
冨部 辰治
志藤 彰人
宮崎 司

札幌もいわ道院
上士幌道院
福島桑折道院
八王子陵北道院
足柄道院
川崎柿生道院
逗子道院
新潟魚沼道院
各務原東道院
浜松北道院
亀山社中道院
小栗栖道院
京都鴨川道院
貝塚南道院
明石藤江道院
奈良尼ケ辻道院
奈良片桐道院
広島八丁堀道院
鳥栖道院
熊本荒尾道院

●30年
関根 弘
菊地 正克
岡田 雅男
江原 謙治
須藤 安男
伊藤 正宏
鎌倉 幸雄
小原 利勇
永井 比佐志
岡村 明
石間 信一
老沼 伸男
中村 袈裟巳
江﨑 健
堀内 重博
若林 勉
河村 隆
千代田 秋充
淺妻 嘉光
小野 要助
伊藤 公文
武貞 裕文
阪本 憲則
津田 勝
真部 賢司
原 英彦
石井 武俊
丸山 平之

鈴鹿 成正
佐藤 美津男
倍地 弘憲
合田 雅彦
坂下 周二
上原 芳幸

茨城三和道院
日立南道院
宇都宮北部道院
群馬前橋道院
埼玉白岡道院
埼玉飯能北道院
市原有秋道院
千葉鴨川道院
南中野道院
東京保谷道院
八王子西道院
東京平井道院
大和一之関道院
川崎南生田道院
名古屋野立道院
京都北醍醐道院
京都桂坂道院
大阪葛城道院
大阪守口道院
大阪南百済道院
大阪難波道院
神戸板宿道院
奈良平城道院
米子後藤ケ丘道院
志度道院
新居浜瀬戸道院
福岡吉井道院
八代道院

川西南道院
広島東道院
山口北道院
愛媛飯武道院
鹿児島横川道院
薩州出水道院

●25年
稲村 徳弥
佐藤 淳一
河面 豊光
植木 勝
原島 正芳
香川 薫
立川 文雄
加藤 謙一
中田 秀弘
古川 真澄
小林 貴志夫
湯浅 裕二
関山 勝敏
名倉 信次
遠藤 直実
坪井 裕之
西山 義幸
内山 博
松田 輝昭
藤田 修治

北海道標津道院
仙台宮城野道院
栃木足利道院
真岡中部道院
川口道院
埼玉久喜道院
埼玉藤久保道院
武蔵村山道院
東京上野道院
鶴見潮田道院
信州望月道院
伊豆韮山道院
春日井東道院
姫路東光道院
米子東道院
広島毘沙門道院
福岡高田道院
門司東道院
佐賀小城道院
大分府内道院

●20年
日向 訓
加藤 誠一
畠山 多門
尾形 省二
髙橋 直樹
飯島 博
山口 達也
百百 邦廣
五十嵐 好一
山田 義治
佐久間 麦仁
中川 勝也
水野 広春
山本 進
西光 正博
丸山 純
寺田 敦夫
西尾 和之

盛岡仁王道院
宮城歌津道院
鷹巣南道院
福島中央道院
群馬新田道院
埼玉西狭山道院
八王子南大沢道院
横浜星川道院
海老名東道院
松本南道院
名古屋平手道院
愛知石畳道院
愛知東浦道院
京都春日道院
大阪長野道院
新居浜道院
松山城北道院
後免道院

●10年
上代 裕幸
村上 尚
松本 智一
畠山 誠
岡本 光弘
川瀬 敦士
富澤 則夫
中村 敏之
中村 清恭
深澤 宏
永田 博美
加藤 利彦
小塚 美幸
木村 邦彦
秋葉 みどり
岡部 弘志
川添 浩史
武本 勉
是常 健太郎
森田 典秀
神野 敏
川畑 隆昭
竹田 英一
松田 和子
中島 良平
山本 久雄

札幌豊平道院
渋川道院
熊谷道院
埼玉入間道院
埼玉狭山南道院
埼玉毛呂山道院
埼玉本庄児玉道院
東京築地道院
東京東陽町道院
海老名道院
多治見青龍道院
岡崎中部道院
名古屋丸池道院
清須西道院
東海加木屋道院
大津坂本道院
大阪平野道院
姫路南道院
西脇南道院
鳥取浜坂道院
南予伊方道院
愛媛しまなみ道院
福岡嘉麻道院
福岡大野城道院
島原有明道院
鹿児島川内北道院

●35年
八木橋 敏
伊藤 正三
齊木 俊裕
大山 鉄男
野村 忠晴
長内 哲男
西丸 和彦
鈴木 源治
堀口 昌司
三柴 始
古内 宏明
伊藤 幸治
中村 清
細谷 一太
森田 泰彦
髙木 達也
玉村 好
蜘手 稔
鈴木 裕治
江田 弘己
近藤 武士
田尾 周三
下司 和之
清野 姿
渡部 登美男
森 久往

東室蘭道院
登別道院
帯広西道院
札幌拳道院
札幌屯田道院
青森南道院
勿来道院
茨城神栖道院
茨城那珂道院
栃木城南道院
市原東道院
千葉清見台道院
木更津東清道院
町田山崎道院
東京国分寺道院
東京大久保道院
福井清明道院
高山東道院
磐田道院
岡崎正名道院
名古屋友愛道院
滋賀守山道院
滋賀新旭道院
舞鶴道院
大阪今津道院
和泉南道院

中導師
■2018年12月1日付
佐久間 靖（郡山道院）

権中導師
■2018年12月1日付
新戸部 一弘
今野 善充
石神 克巳
佐伯 由美子
稲村 直樹
川添 昭博
中島 仁
重 世紀
中島 久美子
西出 あゆみ
内藤 大将
三浦 命
國貞 篤
寺川 和代
金子 茂

      （十和田道院）
   （仙台杜都道院）
   （東松山道院）
      （東京昭島道院）
   （東京目黒道院）
   （国立中スポーツ少年団）
（神奈川大和道院）
（東戸塚道院）
      （神奈川大和道院）
      （信州宮田道院）
   （三方ケ原道院）
（三重千種道院）
（三重桑名道院）
   （滋賀瀬田道院）
（久留米南道院）

石狩花川道院

小野田道院

  安住 光平

石井 仁人  

高橋 宏(東京戸越道院)
村山 大介(東京大塚道院)
田中 璃己(東京大塚道院)
楠美 雅堂(杉並東道院)
山田 真良(葛飾西道院)
福田 広隆(秦野道院)
新田 道英(鎌倉道院)
安木 央生(横浜大六天道院)
荒川 兼哉(白山加賀野道院)
越元 佳美(春江南道院)
早川 昭(山梨峡東道院)
渡辺 政二(山梨峡東道院)
雨宮 利光(山梨峡東道院)
功刀 徳親(山梨峡東道院)
青山 侑未(三方ケ原道院)
後藤 稜河(静岡馬渕道院)
田頭 裕子(豊橋道院)
平野 高至(愛知大府道院)
山本 浩市(春日井北道院)
田ノ上 智章(愛知小牧道院)
今泉 裕登(愛知小牧道院)
水永 幸年(愛知小牧道院)
寺島 圭一(名古屋一社道院)
外山 拓希(刈谷南道院)
中島 匡章(京都乙訓道院)
福留 誠治(東豊中道院)
関根 剛(東豊中道院)

関根 多恵子(東豊中道院)
犱梨 誠治(東豊中道院)
和田 勝己(加古川米田道院)
的場 惇人(和歌山西脇道院)
薬師寺 豊美(岡山中央道院)
山本 雅則(岡山山陽道院)
加地 新大(岡山東道院)
大中 勝之(岡山新見道院)
原田 鉄也(宇部恩田道院)
中井 弘佑(本部道院)
藤川 敬(高松東道院)
高橋 康夫(丸亀京極道院)
栗栖 伸之(今治道院)
福井 克弥(北条東武道院)
福井 純一(北条東武道院)
荻山 光明(北条東武道院)
川上 浩樹(北条東武道院)
宇都宮 隼(鬼北道院)
山本 悟史(筑前古賀道院)
田中 稔彦(八女道院)
伊藤 佑哉(佐賀中部道院)
村田 真也(武雄道院)
松田 昌子(佐賀小城道院)
江島 尚希(佐賀小城道院)
大石 美佐子(佐賀小城道院)
小副川 一雄(佐賀小城道院)
小島 俊彦(長崎浦上道院)

九段特別昇格者

秋𠮷 好美
（多摩豊田道院）

あ・うん　2019　弥生・卯月   10
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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

大
おお

阪
さか

伊
い

吹
ぶき

道院　高
たか

田
た

大
だい

輔
すけ

新しい命の誕生をファミリーで祝う
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編集後記▶今回の特集では、「よく来てくれた」と一
人ひとりを出迎える道院長の話が印象的です。ほ
めてくれる人、いつも気にかけてくれる人が待って
いるという道場は、誰にとってもあたたかく貴重な
空間です。▶技の修練を通して自分を高めるのです
から、その指導にはつい力も入ることでしょう。でも

「何でそんなこともできないんだ！ と叱るときは、い
つも自分が仕事でイライラしているときだった」と
は、ある道院長の反省の弁です。▶ただの気分で
なく、ほめるのも、叱るのも相手を思う心があっての
こと。その思いを感じて人の心も動くのでしょう。イ
ソップ童話の「北風と太陽」のように、太陽のよう
な心を持った道院長のもとで、拳士の心はいつし
かほぐれ、その指導が心に届いていくのです。（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/
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

　

２
０
１
８
年
６
月
13
日
、
大
阪
伊
吹
道
院
の

片
山
貢
拳
士（
少
導
師
、
准
拳
士
、
初
段
）に
新

し
い
家
族
が
誕
生
し
ま
し
た
。
長
男（
小
３
）７

級
、
長
女（
小
１
）７
級
、
次
男（
３
歳
）も
見
学

中
で
、
ま
さ
に
一
家
揃
っ
て
少
林
寺
拳
法
フ
ァ

ミ
リ
ー
で
す
。
こ
の
度
、
そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
に

三
男
が
加
わ
っ
た
の
で
す
。
奥
さ
ま
よ
り「
近

く
の
神
社
へ
お
宮
参
り
に
い
く
代
わ
り
に
、
伊

吹
道
院
で
出
来
な
い
か
し
ら
？
」と
お
話
が
あ

り
、「
こ
れ
は
素
敵
な
話
だ
」と
思
い
、
す
ぐ

さ
ま
伊
瀬
道
院
長
に
相
談
し
、「
よ
し
、
や
ろ

う
！
」と
快
諾
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
宮
参
り
に
ち
な
ん
で〝
道
院
参
り
〟と
名
付

け
た
儀
式
を
８
月
４
日（
土
）、
導
師
を
伊
瀬
道

院
長
、
脇
侍
を
松
井
副
道
院
長
が
務
め
、
片
山

家
一
同
と
拳
士
会
会
長
、
道
院
の
拳
士
が
参
列

し
て
執
り
行
い
ま
し
た
。
お
婆
様
の
腕
の
中
に

は
赤
ち
ゃ
ん
の
安
ら
か
な
寝
顔
が
あ
り
、
道
院

の
仲
間
か
ら
の
ご
祝
儀
が
祝
い
着
に
結
び
つ
け

て
あ
り
ま
す（
関
西
地
方
の
お
宮
参
り
に
お
け

る
風
習
）。
儀
式
の
奉
納
演
武
は
片
山
貢
拳
士

の
長
男
長
女
に
よ
り
行
わ
れ
、
兄
姉
の
弟
の
た

め
の
真
剣
な
気
持
ち
が
微
笑
ま
し
く
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
ま
た
伊
瀬
道
院
長
の
法
話
を
聞
き

な
が
ら
新
し
い
命
の
誕
生
を
厳
粛
に
受
け
止
め

つ
つ
、
新
し
い
仲
間
の
誕
生
を
喜
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
厳
か
な
中
に
も
温
か
さ
を
感
じ
る

幸
福
な
一
時
で
し
た
。

　

新
し
く
生
ま
れ
た
命
の
た
め
、
家
族
、
仲
間

が
道
院
に
集
ま
り
、
健
や
か
な
成
長
を
祈
念
す

る
と
い
う
こ
と
は
今
ま
で
に
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
命
の
尊
さ
、
喜
び
を
感
じ

る
素
晴
ら
し
い
取
り
組
み
で「
や
っ
て
よ
か
っ

た
」と
皆
が
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
伊
瀬
道
院
長
を
中
心
に
、
道
院

の
仲
間
を
大
切
に
、
家
族
を
大
切
に
、
ま
さ
に

伊
吹
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
し
て
精
進
し
て
参
り
ま

す
。
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他者の主張を排除し、自己の主張を通すばかりでは世の中がよくなるはずがない。
人はお互いの尊厳を守り、尊重し合い、助け合って生きていく存在である。
日常も相対演練もまったく同じで、互いに尊重し合い、高め合い、共に楽しめる関係
を築いていくことが大事である。
日々の修練の先に、開祖の目指された理想境がある。
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の としての少林寺拳法

理想境につながっている

屈身蹴転回連蹴
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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