
 

 

 



 

   

射
道
垂
示

射
道
垂
示

射
道
垂
示

射
道
垂
示 

 
 
 
 
 
 

垂

示

（

す

い

じ

）

＝

師

が

弟

子

た

ち

に

教

え

を

説

く

こ

と

。

ま

た

そ

の

教

え

。 

一一一一
、、、、    

常常常常
住住住住
射
裡
射
裡
射
裡
射
裡
のののの
境
界
境
界
境
界
境
界
にににに    

処処処処
しししし
第

一
義

第

一
義

第

一
義

第

一
義
諦諦諦諦
とととと 

 
 
 
 

第

一

義

諦

（

だ

い

い

ち

ぎ

 

た

い

）

＝

仏

教

用

語

・

世

俗

を

超

え

た

究

極

的

な

真

理

。 

し
て
し
て
し
て
し
て
射
裡
射
裡
射
裡
射
裡
にににに
見見見見
性性性性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

涅

槃

（

ね

は

ん

）

・

真

如

（

し

ん

に

ょ

）

・

実

相

な

ど

。 

す
る
こ
と
を

す
る
こ
と
を

す
る
こ
と
を

す
る
こ
と
を
猛
進
猛
進
猛
進
猛
進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実

相

＝

真

実

の

本

性

。

不

変

の

理

法

。

真

如

。 

精
進
精
進
精
進
精
進
す
べ
し

す
べ
し

す
べ
し

す
べ
し 

 
 
 
 
 
 

見

性

（

け

ん

し

ょ

う

）

＝

仏

教

用

語

・

本

来

自

己

に

具

わ

っ

て

い

る

真

性

を

見

極

め

て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

悟

り

を

開

く

こ

と

。

 

一

、

 

一
切
一
切
一
切
一
切
のののの
縁縁縁縁
因因因因
をををを
裁
断
裁
断
裁
断
裁
断

 
 

縁

因

（

え

ん

い

ん

）

＝

仏

教

用

語

・

物

事

の

間

接

的

な

原

因

。 

しししし
てててて
浄浄浄浄
裸裸裸裸
々々々々
な
る
な
る
な
る
な
る    

自
己
自
己
自
己
自
己
をををを
荘
厳
荘
厳
荘
厳
荘
厳
しししし 

 
 
 
 
 

荘

厳

（

し

ょ

う

ご

ん

）

＝

知

恵

・

福

徳

・

相

好

な

ど

で

浄

土

や

仏

の

身

を

飾

る

こ

と

。 

射
裡
射
裡
射
裡
射
裡
にににに
表
現
表
現
表
現
表
現
す
る
こ

す
る
こ

す
る
こ

す
る
こ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相

好

（

そ

う

ご

う

）

＝

仏

の

身

体

に

具

わ

っ

て

い

る

特

徴

。 

と
を
と
を
と
を
と
を
勧勧勧勧
行行行行
不
退
転

不
退
転

不
退
転

不
退
転

 
 
 
 
 

勤

行

（

ご

ん

ぎ

ょ

う

）

＝

仏

前

で

読

経

・

回

向

を

す

る

こ

と

。

お

つ

と

め 

た
る
べ
し

た
る
べ
し

た
る
べ
し

た
る
べ
し 

 
 
 
 
 
 
 

 

不

退

転

（

ふ

た

い

て

ん

）

＝

信

念

を

持

ち

何

事

に

も

屈

し

な

い

こ

と

。

修

行

が

進

ん

で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す

で

に

得

た

悟

り

や

功

徳

を

失

わ

な

い

こ

と

。

 

一

、

射射射射
裡裡裡裡
にににに
人
生
人
生
人
生
人
生
をををを
諦諦諦諦 

 
 
 

諦

観

（

て

い

か

ん

）

＝

明

ら

か

に

本

質

を

み

る

こ

と

。

明

察

。

本

質

を

は

っ

き

り 

観観観観
しししし
宇
宙
宇
宙
宇
宙
宇
宙
のののの
大
自
大
自
大
自
大
自 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見

極

め

る

こ

と

。 

然然然然
をををを
射
得
射
得
射
得
射
得
し
て
し
て
し
て
し
て    

実
世
実
世
実
世
実
世
相相相相
にににに
面
接
面
接
面
接
面
接

 
 
 
 
 
 

世

相

（

せ

そ

う

）

＝

世

の

中

の

あ

り

さ

ま

。

社

会

の

様

子

。 

す
べ
し

す
べ
し

す
べ
し

す
べ
し    

 

一一一一
、、、、    

射
裡
射
裡
射
裡
射
裡
見見見見
性性性性
はははは
人
生
人
生
人
生
人
生    

安
心
安
心
安
心
安
心
のののの
大
道
大
道
大
道
大
道
な
れ
ば

な
れ
ば

な
れ
ば

な
れ
ば 

 
 
 

大

道

（

だ

い

ど

う

）

＝

人

の

守

る

べ

き

正

し

い

道

。

根

本

の

道

理

。 

無
発
天

無
発
天

無
発
天

無
発
天
地地地地
円円円円
成成成成 

 
 
 
 
 

無

発

 

・

・

・

 

次

頁

を

参

照

。 

不
惜
不
惜
不
惜
不
惜
身身身身
命
以
命
以
命
以
命
以
てててて
一
箭
一
箭
一
箭
一
箭

 
 
 
 

円

成

＝

仏

教

用

語

・

円

満

に

仏

の

心

を

成

就

す

る

こ

と

。 

即
経
国

即
経
国

即
経
国

即
経
国
のののの
大
業
大
業
大
業
大
業
た
る
た
る
た
る
た
る    

こ
と
を

こ
と
を

こ
と
を

こ
と
を
自
覚
自
覚
自
覚
自
覚
しししし
射射射射 

 
 
 
 

不

惜

身

命

（

ふ

し

ゃ

く

し

ん

み

ょ

う

）

＝

仏

教

用

語

・

最

高

の

教

え

を

求

め

る

た

め

に 

とととと
事
業
事
業
事
業
事
業
はははは
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命

を

捧

げ

て

惜

し

ま

な

い

こ

と

。 

た
る
べ
し

た
る
べ
し

た
る
べ
し

た
る
べ
し    

 
 
 
 
 
 
 

経

国

（

け

い

こ

く

）

＝

国

を

治

め

る

こ

と

。 

以
上
以
上
以
上
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

経

国

の

大

業

＝

国

を

治

め

る

た

め

の

重

大

な

事

業

。 

 
 

東
宏
東
宏
東
宏
東
宏    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東

宏

（

と

う

こ

う

）

＝

安

沢

平

次

郎

範

士

十

段

の

号

 

 



 
 

弓

道

教

本

第

三

巻

よ

り

、

 

「

無

発

無

発

無

発

無

発

のののの

発発発発

」

 

射

道

も

、

一

箭

に

全

生

命

力

を

傾

倒

し

、

全

霊

全

我

を

も

っ

て

的

と

一

枚

た

る

と

こ

ろ

に

「

無

発

の

発

」

と

い

う

も

の

が

存

在

す

る

の

で

あ

る

。

絶

対

一

枚

の

射

で

な

け

れ

ば

射

の

意

義

を

な

さ

な

い

か

ら

で

あ

り

ま

す

。

若

し

技

巧

の

的

中

で

あ

れ

ば

嘘

ご

と

で

あ

る

と

言

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

こ

に

至

れ

ば

一

射

献

身

の

大

境

に

常

住

せ

ね

ば

な

り

ま

せ

ん

。

こ

の

一

箭

至

誠

の

射

業

こ

そ

日

本

魂

の

発

露

で

あ

っ

て

、

こ

の

精

神

こ

そ

肇

国

精

神

の

魂

で

あ

り

ま

す

。

・

・

後

略

。

（

安

沢

範

士

）

 

 
 
 
 

「

射

裡

見

性

射

裡

見

性

射

裡

見

性

射

裡

見

性

」

 

 
 
 

射

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

常

に

敬

虔

な

態

度

と

真

摯

な

心

持

で

臨

ま

ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

一

挙

手

一

投

足

も

猥

り

に

せ

ず

、

法

に

則

り

道

を

行

う

自

覚

を

も

っ

て

修

行

し

、

幸

い

に

良

師

を

得

れ

ば

、

そ

の

師

に

全

幅

の

信

頼

を

捧

げ

、

自

我

を

捨

て

大

道

に

生

き

る

覚

悟

が

必

要

で

あ

る

。

こ

の

気

構

え

は

た

だ

道

場

内

に

止

ま

ら

ず

、

次

第

に

日

常

生

活

に

及

び

、

更

に

修

練

に

よ

っ

て

平

常

心

が

常

に

道

に

あ

る

こ

と

が

理

想

で

あ

る

。

 

 
 
 

総

て

の

芸

道

に

は

必

ず

各

自

の

個

性

が

現

れ

る

が

、

弓

道

に

は

格

別

著

し

く

こ

れ

が

反

映

さ

れ

る

。

行

射

の

場

合

、

そ

の

態

度

・

所

作

或

い

は

気

構

え

等

に

よ

り

、

そ

の

資

性

が

判

然

表

現

せ

ら

れ

る

。

従

っ

て

行

射

を

観

れ

ば

、

そ

の

人

格

・

徳

行

・

品

性

、

更

に

道

に

対

す

る

信

念

ま

で

、

能

く

観

ず

る

こ

と

が

出

来

る

。

た

と

え

弓

技

は

未

熟

で

あ

っ

て

も

、

高

徳

な

る

人

の

行

射

2

は

、

ど

こ

と

な

く

高

い

気

品

と

、

侵

し

が

た

い

見

識

を

見

出

す

こ

と

が

出

来

る

。

・

・

後

略

。

（

富

田

範

士

）

 

「

足

踏

足

踏

足

踏

足

踏

みみみみ

」

 

 
 
 

足

踏

み

は

、

的

心

を

確

証

し

て

そ

の

一

直

線

上

八

文

字

に

、

己

が

引

く

矢

尺

の

巾

に

踏

み

開

く

を

原

則

と

す

る

。

ま

た

足

踏

み

は

射

を

行

わ

ん

と

す

る

第

一

の

基

底

道

で

あ

っ

て

、

丹

田

よ

り

発

す

る

一

気

発

動

の

元

と

な

る

故

、

そ

の

良

否

に

よ

り

射

の

健

全

化

に

影

響

す

る

と

こ

ろ

大

で

あ

る

。

故

に

、

両

足

と

も

に

大

地

に

吸

い

付

き

、

第

二

の

運

行

に

処

す

べ

き

大

切

な

動

作

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

正

三

角

形

の

底

辺

と

も

言

う

べ

く

、

そ

の

頂

点

を

支

う

べ

き

主

柱

と

な

る

土

台

で

あ

る

。

（

以

下

安

沢

範

士

）

 

「

胴

造

胴

造

胴

造

胴

造

りりりり

」

 

 
 
 

胴

造

り

は

、

丹

田

の

充

実

を

中

心

と

し

て

落

付

き

、

絶

対

的

静

粛

に

て

無

限

の

動

き

を

内

蔵

し

、

外

姿

も

ま

た

泰

山

の

如

く

林

の

如

き

静

け

さ

で

あ

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

。

つ

ま

り

全

身

の

強

き

力

の

座

は

、

身

体

の

基

底

す

な

わ

ち

腰

及

び

丹

田

の

部

分

で

あ

る

。

腰

が

し

っ

か

り

し

、

丹

田

（

下

腹

）

の

筋

肉

を

緊

張

す

る

直

立

不

動

こ

そ

、

最

も

強

き

体

勢

で

あ

る

。

こ

れ

が

射

の

基

礎

と

な

る

胴

造

り

で

あ

る

。

射

行

は

ま

た

単

に

外

形

的

な

力

の

運

行

ば

か

り

で

な

く

、

精

神

的

運

行

の

調

和

に

よ

っ

て

完

成

発

現

す

る

の

で

あ

る

。

・

・

後

略

。

 

「

弓

構

弓

構

弓

構

弓

構

ええええ

」

 

弓

構

え

は

直

立

不

動

の

胴

造

り

を

基

に

し

て

、

丹

田

充

実

の

静

体

を

保

ち

つ

つ

取

懸

け

を

行

い

、

手

の

内

を

調

え

物

見

を

定

め

る

べ

き

で

あ

る

。

 

取

り

懸

け

の

懸

け

口

は

最

も

注

意

す

べ

く

、

浅

か

ら

ず

深

か

ら

ず

、

矢

な

り

の

方

向

に

取

懸

け

る

を

良

し

と

す

る

。

取

懸

け

は

ま

た

左

右

手

の

内

に

も

一

ツ

の

世

界

で

あ

る

か

ら

、

左

右

と

も

に

同

型

で

あ

る

べ

き

で

、

そ

の

工

夫

が

重

要

で

あ

る

。

 

 
 
 

手

の

内

を

調

え

る

に

は

、

拇

指

の

根

を

弓

の

中

墨

に

あ

て

、

中

指

は

し

っ

か

り

と

し

、

ま

た

薬

指

・

小

指

と

共

に

こ

の

三

指

が

爪

揃

い

に

一

枚

と

な

り

、

弓

と

真

角

に

握

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

中

押

と

な

る

か

ら

で

あ

る

。

か

く

し

て

七

、

三

の

割

合

に

入

れ

る

を

最

も

よ

し

と

す

る

。

要

は

丹

田

に

根

ざ

し

、

堅

か

ら

ず

柔

ら

か

ら

ず

、

的

心

と

一

直

線

上

た

る

べ

き

で

あ

る

。

 

 



「

物

見

物

見

物

見

物

見

」

 

物

見

は

唯

単

に

肉

眼

で

的

を

見

詰

め

る

の

で

は

な

く

、

丹

田

よ

り

発

す

る

映

眼

（

我

に

映

る

）

す

な

わ

ち

真

贋

を

以

て

彼

我

一

枚

の

境

た

る

べ

き

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

首

を

真

直

ぐ

に

保

て

ば

後

頭

部

が

天

を

衝

き

、

顔

面

ま

た

垂

直

と

な

り

、

そ

の

緊

張

相

こ

そ

気

品

あ

る

風

格

と

な

る

の

で

あ

る

。

 

「

引引引引

きききき

分分分分

けけけけ

」

 

気

息

と

精

神

的

運

行

 

 
 
 

打

起

こ

し

は

、

丹

田

を

通

し

て

息

気

を

は

き

つ

つ

無

限

に

伸

び

、

三

十

三

天

を

通

貫

（

頭

上

位

）

し

、

大

三

に

移

る

や

呼

び

息

気

と

な

り

、

更

に

吸

う

息

気

と

な

る

。

こ

れ

ぞ

大

宇

宙

の

霊

気

を

丹

田

に

吸

込

み

、

徐

々

に

引

き

分

け

の

運

行

と

な

る

や

、

丹

田

（

下

腹

）

に

緊

張

を

加

え

な

が

ら

、

静

か

に

息

を

吐

き

つ

つ

会

に

至

ら

し

む

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

吐

く

息

が

正

し

い

呼

吸

で

あ

っ

て

、

決

し

て

力

ん

だ

り

丹

田

（

下

腹

）

を

こ

と

さ

ら

堅

く

す

る

の

で

は

な

い

。

全

身

の

調

和

の

正

し

い

息

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

す

な

わ

ち

上

部

の

（

胸

）

の

息

気

を

吐

い

て

、

胸

が

虚

に

な

る

こ

と

に

依

っ

て

横

隔

膜

が

下

が

り

、

丹

田

の

力

が

益

々

充

実

し

、

運

行

が

豊

か

と

な

る

か

ら

で

あ

る

。

 

す

べ

て

の

動

作

は

剣

道

・

柔

道

・

野

球

に

せ

よ

、

吐

く

息

気

と

と

も

に

動

作

が

行

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

真

の

丹

魂

一

枚

の

発

動

は

、

左

記

の

結

集

的

統

一

に

よ

っ

て

一

丸

と

な

る

も

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

 

息

＝

呼

吸

 

肚

＝

腹

力

 

心

＝

心

力

 

技

＝

骨

法

 

以

上

の

強

き

調

和

に

依

っ

て

、

霊

箭

の

発

動

と

な

る

の

で

あ

る

。

 

打

起

こ

し

よ

り

会

に

至

る

精

神

的

運

行

の

調

和

を

図

示

す

れ

ば

、

下

の

二

図

の

よ

う

に

な

る

。

 

 
 
 

図

省

略

、

説

明

の

み

。

(

弓

道

教

本

第

一

二

六

頁

、

一

二

七

頁

)
 

  
 
 

・

打

起

こ

し

・

大

三

よ

り

引

分

け

の

相

 

 
 
 
 
 
 

丹

田

を

緊

張

し

、

物

見

を

定

め

、

映

眼

（

心

眼

）

を

以

て

重

視

し

会

に

至

ら

し

め

、

残

身

も

一

貫

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 
 

・

会

に

至

る

相

 

 
 
 
 
 
 

つ

ま

り

丹

田

線

と

大

三

・

引

分

け

線

と

の

合

一

せ

る

相

に

し

て

、

こ

こ

に

お

い

て

矢

は

骨

法

に

則

し

、

無

限

に

後

方

に

円

成

す

る

の

で

あ

る

。

 

「

会会会会

」

 

「

会

は

引

き

分

け

の

骨

法

に

則

し

足

る

外

観

的

姿

勢

で

あ

る

。

即

ち

引

き

分

け

の

無

限

延

長

線

境

で

あ

ら
 

ね

ば

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

「

大

三

」

よ

り

左

・

右

・

丹

田

と

三

点

を

結

ん

だ

正

三

角

形

の

無

限

延

長

で

あ

 

り

、

す

な

わ

ち

三

足

合

尖

と

も

言

う

べ

き

で

あ

る

。

普

通

の

伸

合

い

と

称

す

る

は

、

た

だ

形

の

上

の

延

長

 

に

す

ぎ

ず

、

こ

れ

す

な

わ

ち

技

巧

の

射

と

な

る

。

 

故

に

会

は

骨

法

に

則

し

、

全

心

身

を

丹

田

に

統

一

し

た

る

不

増

不

滅

の

相

で

あ

る

。

（

つ

ま

り

増

す

で

も

 

な

く

、

減

ら

す

の

で

も

な

く

、

正

三

角

形

の

無

限

延

長

で

あ

る

。

）

す

な

わ

ち

円

成

無

発

の

発

境

に

て

（

す

 

な

わ

ち

会

と

い

う

相

は

、

背

向

き

に

無

限

の

働

き

を

す

る

か

ら

で

あ

る

。

決

し

て

矢

な

り

の

方

向

に

動

く

の

で

は

な

い

）

、

茲

に

至

っ

て

始

め

て

大

発

動

の

霊

箭

の

射

が

現

出

す

る

の

で

あ

る

。

然

し

な

が

ら

、

す

べ

て

己

身

の

調

和

が

全

存

在

の

調

和

の

中

に

安

住

し

て

、

始

め

て

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

っ

て

、

た

だ

引

い

て

放

す

だ

け

で

は

、

射

は

所

詮

問

題

に

な

ら

ぬ

の

で

あ

る

。

絶

対

の

境

地

に

常

住

せ

ん

と

高

め

ら

れ

た

「

武

道

」

、

す

な

わ

ち

「

弓

道

」

に

お

い

て

は

対

決

の

方

向

を

外

よ

り

内

部

に

向

け

、

我

自

身

と

対

決

す

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

的

と

自

己

、

（

未

発

千

中

と

い

う

言

葉

が

あ

る

が

）

未

だ

発

せ

ざ

る

う

ち

に

的

心

を

通

貫

し

て

お

る

の

で

あ

る

。

 

こ

こ

に

お

い

て

「

的

と

自

己

」

と

の

対

立

は

解

消

し

、

彼

我

一

体

、

絶

対

の

境

地

と

な

る

の

で

あ

る

。

こ

の

境

こ

そ

深

遠

度

脱

の

境

で

、

な

ま

や

さ

し

く

空

想

や

気

分

の

み

に

て

到

達

で

き

る

も

の

で

は

な

い

。

故

に

正

し



き

姿

勢

、

正

し

き

呼

吸

を

以

て

心

身

を

統

一

し

、

お

の

れ

自

身

を

射

中

て

る

と

い

う

境

地

に

進

ん

で

、

始

め

て

射

は

完

成

す

る

の

で

あ

る

。

 

こ

の

場

合

、

精

神

面

の

働

き

は

絶

対

不

可

欠

の

要

件

で

あ

っ

て

、

こ

れ

を

図

示

す

れ

ば

、

次

の

よ

う

に

 

表

現

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

図

省

略

、

弓

道

教

本

第

三

巻

、

第

一

四

七

頁

） 

○

円

成

無

発

の

相

（

点

線

は

骨

法

を

破

ら

ぬ

目

に

見

え

ぬ

後

方

無

限

円

成

相

）

図

略

。

 

 

正

調

な

る

骨

法

に

即

し

、

霊

肉

一

致

映

眼

を

以

て

的

心

を

重

視

す

る

の

で

あ

る

。

 

こ

の

一

箭

こ

そ

人

生

生

活

の

縮

図

と

も

申

す

べ

く

、

己

が

身

を

超

越

し

、

宇

宙

の

強

き

力

の

活

動

に

合

致

せ

ん

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

お

い

て

至

誠

一

貫

、

質

実

剛

健

、

大

死

一

番

、

打

牛

不

発

の

大

精

神

が

あ

ら

ね

ば

到

達

で

き

ぬ

の

で

あ

る

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 

度

脱

＝

迷

い

の

世

界

か

ら

さ

と

り

の

世

界

へ

導

き

入

れ

る

こ

と

。

 

  
 
 

○

完

成

せ

る

会

の

円

成

相

（

三

角

形

の

点

線

は

正

三

角

形

を

形

成

、

こ

れ

ぞ

不

増

不

減

の

相

で

あ

る

）

。

図

略

。

 

 
 
 
 
 

宇

宙

の

大

霊

と

融

和

し

た

無

我

の

境

地

で

あ

る

。

こ

こ

に

気

息

丹

田

と

一

枚

に

な

り

、

盗

息

が

あ

っ

て

は

な

ら

ぬ

。

 

 

し

か

し

て

己

が

引

く

矢

束

を

一

辺

と

し

た

三

角

形

の

三

辺

は

、

完

全

な

る

骨

法

の

合

理

化

を

必

要

と

し

、

そ

の

三

辺

の

釣

合

い

は

正

三

角

形

の

無

想

円

成

相

で

、

不

増

不

減

の

絶

対

境

で

あ

る

。

こ

の

境

に

お

い

て

の

発

動

こ

そ

無

発

の

発

境

に

し

て

、

こ

の

顕

現

こ

そ

荘

厳

無

比

た

と

え

る

も

の

な

く

、

神

の

再

来

と

も

い

う

べ

く

、

善

美

を

尽

し

、

幽

玄

崇

高

に

し

て

頭

が

さ

が

る

の

で

あ

る

。

 

「

離離離離

れれれれ

」

 会

・

離

れ

は

一

貫

性

を

持

つ

も

の

で

こ

れ

を

区

分

し

て

考

う

べ

き

も

の

で

な

い

。

会

の

円

成

無

発

、

園

長

の

中

に

真

の

離

れ

が

現

出

す

る

の

で

あ

る

。

離

れ

を

求

め

て

強

き

発

を

見

せ

る

の

は

脱

兎

離

と

申

し

、

と

る

べ

き

も

の

で

は

な

い

。

す

な

わ

ち

、

合

理

的

骨

法

に

則

し

丹

魂

に

全

生

命

を

打

ち

込

み

、

粉

骨

砕

身

を

以

て

円

成

無

発

の

境

地

に

お

い

て

霊

箭

を

現

出

す

る

こ

と

こ

そ

我

ら

の

理

想

で

あ

る

。

 

 

「

弓

は

宇

宙

と

融

和

す

る

の

だ

。

離

れ

は

無

発

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

」

 

「

残

身

残

身

残

身

残

身

（（（（

心心心心

））））

」

 

 
 
 

残

心

は

形

で

は

な

い

。

す

な

わ

ち

七

道

結

集

の

表

徴

で

あ

る

。

つ

ま

り

生

れ

ぬ

先

に

生

ま

れ

て

居

る

も

の

で

あ

る

。

故

に

残

身

は

特

別

造

る

も

の

で

は

な

く

、

射

を

行

っ

た

全

体

の

延

長

表

現

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

 

 
 



  
 

「

大

射

道

教

」

で

検

索

、

阿

波

研

造

遺

稿

紹

介

―

諸

岡

了

介

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

 
阿

波

研

造

の

動

画

よ

り

引

用

 

昭

和

十

一

年

函

館

、

「

日

魯

春

季

弓

道

大

会

」

の

中

よ

り

抜

粋

。

 

 

 
 
 
 
 

正

鵠

正

鵠

正

鵠

正

鵠

（

せ

い

こ

く

）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

、

 
 
 

身

を

持

す

る

に

 
 

 
 
 
 

厳

正

を

的

と

す

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二

、

 
 

家

を

治

む

る

に

 

 
 
 
 
 
 
 

和

合

を

的

と

す

 

 

三

、

 
 

業

に

服

す

る

に

 
 
 
 
 
 
 

事

業

を

す

る

の

に

必

要

な

も

の

は

、

す

る

力

で

は

な

く 

 
 
 
 
 
 
 

精

進

を

的

と

す

 
 
 
 
 
 
 
 

や

り

遂

げ

る

と

い

う

強

い

意

志

で

あ

る

。

―

こ

の

部

分

、

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

群

馬

県

邑

楽

郡

、

板

倉

町

求

道

会

だ

よ

り

「

無

発

」

よ

り

抜

粋

。

 

四

、

 
 

友

と

交

わ

る

に

 

 
 
 
 
 
 
 

信

義

を

的

と

す

 

 

五

、

 
 

世

に

処

す

る

に

 

 
 
 
 
 
 
 

誠

実

を

的

と

す

 

   
 
 
 
    

四

訓

四

訓

四

訓

四

訓    

一

、

 

一

射

絶

命

乾

坤

無

発

 

 
 

直

心

開

発

な

る

べ

し

 

 

二

、

 
 

常

住

射

裡

の

境

涯

に

 

 
 
 
 

処

し

第

一

義

諦

と

し

て

 

 
 
 
 

射

裡

に

見

性

す

る

事

 

 
 
 
 

を

猛

進

精

進

す

べ

し

 

 

三

、

 
 

一

切

の

縁

因

を

裁

断

 

 
 
 
 

し

浄

裸

々

な

る

自

己

 

 
 
 
 

を

荘

厳

射

裡

に

表

 

 
 
 
 

現

す

る

こ

と

を

不

退

転

 

 
 
 
 

な

る

べ

し

 

 

四

、

 
 

射

裡

に

人

生

を

諦

観

 

 
 
 
 

し

宇

宙

の

大

自

然

を

 

 
 
 
 

射

得

し

実

世

相

に

面

 

 
 
 
 

接

す

べ

し

 

 
 



 

「

大

射

道

教

」

 
 

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

検

索

 

 

『

（

１

）

射

は

天

の

道

な

り

 

 

①

射

は

天

の

道

な

り

 

 
 

無

発

 

 
 

天

地

大

團

円

 

 
 

離

脱

理

弦

 

 
 

宇

宙

遍

満

音

 

 
 

霊

箭

虚

空

を

照

ら

す

 

（

２

）

在

来

の

弓

術

は

斗

争

裡

に

お

け

る

強

者

の

道

の

み

 

 

②

自

分

は

多

年

、

弓

を

学

ん

で

何

ら

得

る

と

こ

ろ

が

な

か

っ

た

。

在

来

の

所

謂

弓

術

な

る

な

る

も

の

を

こ

と

ご

と

く

窮

め

尽

く

し

て

見

た

が

、

た

だ

斗

争

裡

に

お

け

る

強

者

の

途

よ

り

外

に

得

る

処

が

な

か

っ

た

。

 

さ

れ

ば

、

今

人

の

弓

道

な

る

も

の

は

、

的

中

を

本

能

と

し

て

道

な

れ

り

と

す

る

も

の

。

 

 

こ

れ

即

ち

指

導

者

が

、

時

代

の

変

遷

と

、

道

の

大

な

る

を

識

ら

ず

、

唯

、

小

な

る

技

巧

の

修

練

に

と

ど

ま

っ

て

、

大

綱

を

失

せ

る

為

な

る

が

故

で

あ

る

。

 

（

３

）

射

は

人

間

頓

悟

の

大

法

に

し

て

修

身

治

世

の

大

道

 

 

③

射

は

、

単

な

る

精

神

修

養

や

体

育

で

は

な

い

。

人

間

頓

悟

の

大

法

で

あ

る

と

同

時

に

、

修

身

・

治

世

の

大

道

で

あ

る

。 

元

よ

り

射

は

、

敬

神

崇

仏

の

精

神

を

基

礎

と

す

る

は

勿

論

で

あ

っ

て

、

射

中

に

は

、

総

て

一

切

の

迷

見

煩

悩

を

断

滅

し

て

、

真

の

自

己

本

然

の

生

命

力

の

悉

く

を

表

現

し

、

永

遠

の

生

を

得

て

、

度

脱

悟

入

す

る

の

で

あ

る

。

 

如

何

な

る

苦

境

に

往

来

し

て

も

泰

然

自

若

、

悠

々

人

道

を

行

ず

る

、

不

動

の

境

地

が

、

開

拓

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

 

・

 

・

 

 

⑧

射

教

は

、

心

身

度

脱

の

妙

境

に

到

達

す

る

唯

一

の

捷

径

に

し

て

、

し

か

も

凡

て

の

宗

教

を

超

越

し

た

る

衆

生

済

度

の

大

教

な

れ

ば

。

大

射

道

教

と

命

ぜ

ざ

る

を

得

ず

。

 

身

を

修

む

る

を

弓

と

な

し

、

思

い

を

矯

む

る

を

矢

と

な

し

、

さ

だ

め

て

発

す

れ

ば

必

ず

中

る

。

 

即

ち

、

天

道

の

弓

に

天

地

の

矢

を

架

す

。

天

地

元

よ

り

全

自

己

な

れ

ば

な

り

。

万

方

宇

宙

、

来

た

っ

て

我

を

証

す

る

な

り

。

』

 

こ

れ

は

「

大

射

道

教

宇

都

宮

道

場

開

設

式

に

お

け

る

教

示

要

綱

」

の

一

部

で

す

。

 

 

阿

波

阿

波

阿

波

阿

波

    

研

造

研

造

研

造

研

造

(

あ

わ

け

ん

ぞ

う

、

 
1
8
8
0

年

 
-
 
1
9
3
9

年

）

は

、

宮

城

県

河

北

町

（

現

在

の

石

巻

市

）

生

ま

れ

の

弓

術

家

・

大

日

本

弓

道

会

八

段

範

士

。

 

弓

聖

と

称

え

ら

れ

る

弓

の

名

人

。

そ

の

弟

子

に

、

吉

田

能

安

、

神

永

政

吉

ら

が

い

る

。

 

術

（

テ

ク

ニ

ッ

ク

）

と

し

て

の

弓

を

否

定

し

、

道

（

精

神

修

養

）

と

し

て

の

弓

を

探

求

す

る

宗

教

的

な

素

養

が

強

か

っ

た

。

目

を

殆

ど

閉

じ

た

状

態

で

弓

を

絞

る

と

的

が

自

分

に

近

づ

い

て

き

て

や

が

て

一

体

化

す

る

。

そ

こ

で

矢

を

放

つ

と

「

狙

わ

ず

に

中

て

る

」

こ

と

が

可

能

に

な

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

『

弓

と

禅

』

で

は

、

オ

イ

ゲ

ン

・

ヘ

リ

ゲ

ル

を

初

め

と

す

る

弟

子

達

の

前

で

、

殆

ど

目

を

閉

じ

た

状

態

で

放

射

し

て

い

る

（

オ

イ

ゲ

ン

が

筋

肉

を

触

っ

た

と

こ

ろ

、

筋

肉

に

も

力

が

入

っ

て

い

な

か

っ

た

と

証

言

を

記

し

て

い

る

）

。

 

自

身

、

大

射

道

教

と

い

う

流

派

を

興

し

、

そ

の

精

神

を

「

一

射

絶

命

」

と

い

う

言

葉

で

表

し

て

い

る

。

阿

波

研

造

の

言

葉

 

的

と

私

が

一

体

に

な

る

な

ら

ば

、

矢

は

有

と

非

有

の

不

動

の

中

心

に

あ

る

。

 

射

は

術

で

は

な

い

。

的

中

は

我

が

心

を

射

抜

き

、

仏

陀

に

到

る

。

 

 
 



た

だ

き

ま

し

た

。

林

道

場

に

掲

げ

ら

れ

て

い

た

の

が

林

先

生

の

師

匠

で

あ

る

安

沢

先

生

の

垂

示

で

し

た

。

 

定

年

後

古

文

書

を

趣

味

に

し

て

お

り

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

で

偶

然

、

垂

示

の

画

像

を

見

つ

け

そ

の

瞬

間

、

射

学

林

が

想

い

出

さ

れ

読

み

解

き

を

思

い

た

っ

た

次

第

で

す

。

辞

書

に

は

出

て

い

な

い

、

境

地

と

い

っ

た

も

の

は

、

凡

人

の

理

解

の

外

で

あ

り

ま

す

が

多

少

な

り

と

も

真

意

理

解

に

寄

与

す

る

た

め

、

「

弓

道

教

本

」

や

「

大

射

道

教

」

抜

粋

の

記

述

を

示

し

ま

し

た

。

 

さ

ら

に

調

査

の

過

程

で

安

沢

先

生

の

師

匠

で

あ

る

阿

波

先

生

の

動

画

も

見

つ

け

そ

こ

か

ら

、

「

正

鵠

」

、

「

四

訓

」

を

抜

粋

し

ま

し

た

。

 

 

永

ら

く

弓

道

か

ら

離

れ

て

い

た

私

は

林

初

男

先

生

が

平

成

二

十

三

年

五

月

に

範

士

九

段

の

称

号

を

授

与

さ

れ

た

こ

と

を

玉

城

清

剛

君

か

ら

伝

え

ら

れ

、

林

先

生

を

お

訪

ね

し

お

祝

い

を

申

し

上

げ

る

際

の

お

土

産

と

す

る

た

め

本

資

料

を

作

成

し

た

こ

と

を

申

し

添

え

ま

す

。

 

本

資

料

が

、

弓

道

に

親

し

む

会

員

諸

兄

の

参

考

に

供

す

る

こ

と

が

出

来

る

な

ら

望

外

の

喜

び

で

あ

り

ま

す

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

二

十

五

年

四

月

 
 
 
 

井

田

晃

（

六

回

生

）

記

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安

沢

平

次

郎

範

士

十

段

の

射

 
 
 

雑

誌

「

弓

道

」

よ

り

 

   

（

あ

と

が

き

あ

と

が

き

あ

と

が

き

あ

と

が

き

）

 

 

昭

和

四

十

年

千

葉

工

大

に

入

学

し

弓

道

部

へ

入

部

し

た

の

は

同

好

会

か

ら

部

へ

昇

格

移

行

期

で

あ

り

、

千

葉

工

大

育

会

所

属

の

他

の

ク

ラ

ブ

に

如

何

に

存

在

を

ア

ピ

ー

ル

し

、

部

と

し

て

の

活

動

を

確

固

た

る

も

の

に

し

よ

う

と

全

員

が

燃

え

て

い

ま

し

た

。

道

場

を

春

休

み

返

上

で

手

造

り

し

た

の

も

こ

の

頃

で

し

た

。

こ

の

時

期

熱

心

に

指

導

し

て

い

た

だ

い

た

の

が

当

時

教

士

七

段

の

林

初

男

先

生

で

し

た

。

匝

瑳

高

校

の

実

績

に

み

る

よ

う

に

指

導

に

は

定

評

が

あ

り

ま

し

た

。 

春

、

夏

、

秋

の

合

宿

は

八

日

市

場

の

射

学

林

で

行

い

、

そ

の

た

め

の

宿

舎

に

つ

い

て

も

面

倒

を

み

て

い

 
 

 



  
 
 
 
 

「

射

道

垂

示

」

の

読

み

解

き

 

 

補

足

（

弓

道

教

本

第

三

巻

よ

り

抜

粋

）

 

「

無

発

の

発

」

 

「

射

裡

見

性

」

 

「

足

踏

み

」

 

「

胴

造

り

」

 

「

弓

構

え

」

 

「

物

見

」

 

「

引

分

け

」

 

「

会

」

 

「

離

れ

」

 

「

残

身

（

心

）

」

 

 

阿

波

研

造

遺

稿

紹

介

―

諸

岡

了

介

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

 

阿

波

研

造

の

動

画

よ

り

引

用

 

昭

和

十

一

年

函

館

、

「

日

魯

春

季

弓

道

大

会

」

の

中

よ

り

抜

粋

 

「

正

鵠

」

 

 

「

四

訓

」

 

 

「

大

射

道

教

」

 

 
 
 
 
 
 

「

大

射

道

教

宇

都

宮

道

場

開

設

式

に

お

け

る

教

示

要

綱

」

の

一

部

 

 

安

沢

平

次

郎

範

士

十

段

の

射

 

  

あ

と

が

き

 

   
 
 
 

謝

意

 

 
 

「

射

道

垂

示

」

を

読

み

解

き

に

当

た

り

、

辞

書

で

は

説

明

で

き

な

い

部

分

が

多

く

あ

り

、

補

足

の

意

味

 

で

、

弓

道

教

本

に

お

け

る

安

沢

範

士

の

記

述

を

転

載

す

る

と

と

も

に

ウ

ェ

ブ

上

か

ら

、

安

沢

範

士

の

 

師

で

あ

る

阿

波

研

造

の

動

画

中

か

ら

垂

示

に

関

係

あ

る

と

思

わ

れ

る

「

正

鵠

」

「

四

訓

」

、

そ

の

他

を

 

抜

粋

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

恩

師

林

先

生

は

じ

め

参

照

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

資

料

の

関

係

各

位

に

対

し

、

 

感

謝

の

意

を

表

し

ま

す

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井

田 

晃 

 


