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コ
ロ
ナ
も
一
段
落
。
見
合
わ
せ
が
続
い
た
活
動
が
再
開

し
、
会
員
の
出
番
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
各
地
で
の
皆
さ

ん
の
奮
闘
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

第 48 号 

発  行 

筑波山がまの油売り口上研究会 

あ
や
め
ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
た
い
、
活
気
づ
け
た
い
と

の
思
い
か
ら
、
神
原
乙
子
さ
ん
（
89
）
は
、
長
年
、
ま
つ

り
期
間
中
の
大
門
河
岸
公
園
に
湯
茶
接
待
の
無
料
休
憩
所

を
設
け
、
会
場
で
手
作
り
の
匂
い
袋
を
配
る
活
動
を
し
て

き
た
。
同
公
園
は
、
前
川
に
架
か
る
思
案
橋
の
北
岸
近
く

で
長
勝
寺
へ
向
か
う
通
り
沿
い
。
ま
つ
り
期
間
中
は
立
ち

寄
る
人
が
多
い
。 

 

神
原
さ
ん
の
活
動
に
感
化
さ
れ
た
篠
塚
宏
八
さ
ん
（
80
）

は
、
裏
方
を
買
っ
て
出
、
テ
ン
ト
設
置
・
テ
ー
ブ
ル
・
イ

ス
・
湯
茶
接
待
用
流
し
場
等
の
準
備
を
す
る
。 

 

二
人
と
も
、
だ
れ
に
頼
ま
れ
た
訳
で
も
な
く
「
も
て
な

し
た
い
」
思
い
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
、
必
要
経

費
は
自
分
で
賄
っ
て
い
る
。「
高
山
植
物
の
よ
う
に
、
ひ
っ

そ
り
と
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
た
い
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し

て
い
る
。 

 

こ
の
二
人
の
活
動
に
、
当
初
、
私
は
昔

話
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
。

二
人
は
、
私
が
筑
波
山
が
ま
の
油
売
り
口

上
研
究
会
の
会
員
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、

大
道
芸
・
が
ま
の
油
売
り
口
上
を
披
露
す

る
よ
う
に
勧
め
て
く
れ
た
。 

 

一
人
で
は
何
も
で
き
な
い

の
で
、
小
町
塾
で
一
緒
に
練

習
し
た
鹿
島
市
の
末
廣 

勝

さ
ん
（
74
）・
由
紀
子
さ
ん

（
69
）
夫
妻
、
南
京
玉
す
だ

れ
の
相
棒
で
鹿
島
市
の
濱
良

枝
さ
ん
（
54
）
と
四
人
で
『
チ

ー
ム
鹿
行
』
を
結
成
し
、
二

〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
の

あ
や
め
ま
つ
り
で
大
道
芸
を

披
露
す
る
機
会
を
い
た
だ
い

た
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
三
年
間
は

何
も
で
き
な
か
っ
た
が
、

昨
年
は
六
月
の
日
曜
日
に
、

今
年
は
あ
や
め
ま
つ
り
期

間
中
の
日
曜
日
に
披
露
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か

も
今
年
は
小
町
塾
の
皆
様

の
ご
協
力
を
得
て
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

私
達
は
お
客
様
の
拍
手

と
笑
顔
で
元
気
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
の
場
を
提
供
し
、

協
力
し
て
下
さ
る
皆
様
に
感
謝
し
、
来
年
以
降
も
継
続
し

て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

お
も
て
な
し
と
伝
統
芸
能
の
伝
承
は
、
こ
の
企
画
に
関

わ
る
『
チ
ー
ム
大
門
河
岸
公
園
』
一
同
の
願
い
で
あ
る
。 

  

 

  
 

 
 

あ
や
め
ま
つ
り
で 

お
も
て
な
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
町
塾 

笹
本 

仁
子 

↑共に学んだ 末廣 勝さん 

 

 

↑ 目にも鮮やかな

「チーム鹿行」の幟

旗前で口上実演の

村松章好さん 

（小町塾） 

↑青田さん（小町塾）お手製の子供馬車。 

（体重22㎏まで OK） 各種イベントにも出演中！ 

思わず触りたくなるお尻（←写真）が可愛くて、子供

たちにも大人気。 
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素
敵
な
贈
り
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
口 

陽
弘 

六
月
三
〇
日
に
、
伊
勢
崎
神
社
の
境
内
で
、
が
ま
口
上

の
口
演
を
行
っ
た
際
、
水
性
画
で
、
境
内
の
風
景
を
ス
ケ

ッ
チ
さ
れ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
特
に
私

の
方
か
ら
も
声
を
掛
け
る
な
ど
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
時
間
が

過
ぎ
、
そ
の
日
最
終
の
口
演
が
終
了
し
、
帰
り
支
度
を
し

て
い
る
と
、
ど
な
た
か
が
私
に
、「
あ
そ
こ
で
絵
を
描
い
て

い
る
方
が
、
あ
な
た
に
渡
し
た
い
も
の
が
あ
る
そ
う
で
す

よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
何
だ
ろ
う
、
と
そ
ば
へ
行
く
と
、

そ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
「
宜
し
け
れ
ば
、

こ
れ
を
ど
う
ぞ
」
と
、
ハ
ガ
キ
よ
り
も
ひ
と
回
り
大
き
い

サ
イ
ズ
の
、
私
の
イ
ラ
ス
ト
画
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。「
ち
い

さ
な
額
か
写
真
立
て
に
納
ま
り
ま
す
よ
」
と
の
ご
案
内
ま

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
何
と
も
味
わ
い
の
あ
る
イ
ラ

ス
ト
は
、
私
が
た
っ
た
今
コ
コ
で
口
演
を
し
て
い
た
が
ま

口
上
の
姿
に
間
違
い
な
く
、
思
い
が
け
な
い
素
敵
な
プ
レ

ゼ
ン
ト
に
感
謝
感
激
し
た
次
第
で
す
。 

「
お
礼
を
・
・
」
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
が
、
何
も
受
け

取
っ
て
も
ら
え
ず
、誠
に
恐
縮
の
極
み
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

大
切
に
、
部
屋
に
飾
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
小
町
塾
・
つ
く
ば
ね
会
） 

      
 

 

  

 

  

 

              
 

  

 
 
 
 

 

忘年会のお知らせ 

コロナが５類移行となり、市中の状況から久々に『がま研

忘年会』を開催する運びとなりました。残念ながらこの間に

体調を崩されたり、鬼籍に入られた方もおられますが、元気

に再会を喜ぶ会になると期待しております。 

配偶者等の同伴も歓迎です。 

 

期 日：１２月１日㈰ ～２日㈪ 

集 合：午後４時（チェックインは午後３時～） 

場 所：国民宿舎「鵜の岬」 

    日立市十王町伊師６４０ 

    ☎０２９４－３９－２２０２ 

交 通：        常磐自動車道「日立北 IC」⇒ 

         国道６号をいわき方面へ４㎞（約８分） 

            JR常磐線「十王駅」下車 

      ＊送迎バスあり（時間指定となります） 

各自電話にて予約 

 会 費：１６，０００円 

 申込先：練習会場ごとに取りまとめ ⇒ 林会長 

     所属の無い方 ⇒ 直接 林会長 

☎029（862）3629  

      ※申し込み締切 ９月２０日（金）厳守 

 

○注  ハガキによる再度の案内はありません 

令和 6年度 

「がまの売り口上講座」 

日程 ① 9月 14日㈯ 

   ② 9月 28日㈯ 

   ③ 10月 12日㈯ 

   ④ 10月 26日㈯  計 4回 

時間 午前 10時～正午 

会場 土浦市立小町の館 

講師 林・佐藤 

募集 30名（受講は無料） 

  （3回以上の出席で修了証を発行） 

申込 林会長（午後 7時～9時） 

   029（862）3629 

 

＊マスコミ各社に募集記事を掲載依頼中 

興味をお持ちの方があれば、是非お誘い

ください。 

かわら版 47号 

    掲載記事の訂正について 

令和 6年 3月 31日発行のかわら版 

47 号の 1 面下段に掲載の人生百年時代

「今を楽しむ」の講師紹介の中で、誤り

がありました。お詫びして次のように訂

正いたします。 

（誤）「筑波節・つくば音頭」 

（正）「筑波節・筑波小唄」 

総会当日には、筑波小唄を優雅にご披露

いただいたことを申し添えます。 
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コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
る
前
、
『
虎
造
節
継
承
会
』

会
員
と
し
て
二
代
目
廣
澤
虎
造
の
浪
曲
を
、
数
あ
る
清
水

次
郎
長
伝
の
中
よ
り
四
つ
の
演
目
に
限
り
、
適
宜
口
演
し

て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
に
隣
接
す
る

『
山
本
亭
』
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
は
定
期

公
演
と
し
て
『
深
川
江
戸
資
料
館
』
お
よ
び

中
の
『
芸
能
賞
劇
場
』
で
の
実
演
で
し
た
。 

 

本
題
に
入
る
前
に
簡
単
な
挨
拶
を
入
れ
、

「
北
は
北
海
道
、
南
は
九
州
・
沖
縄
に
至
る

ま
で
弓
の
形
を
し
た
日
本
列
島
。
全
国
四
十

七
都
道
府
県
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
魅
力
度

で
ほ
ぼ
例
年
の
ご
と
く
最
下
位
、
と
い
う
の

が
私
の
出
身
地
で
あ
り
ま
す
茨
城
県
で
す

…

。」
す
る
と
、
ド
ッ
と
笑
い
が
起
こ
る
。
さ

ら
に
進
め
る
。「
日
本
三
名
園
の
梅
で
知
ら
れ

る
県
都
水
戸
。
水
戸
市
に
隣
接
す
る
海
浜
公

園
で
お
馴
染
み
の
ひ
た
ち
な
か
市
は
、
干
し

い
も
が
名
産
。
日
本
三
大
民
謡
の
磯
節
、
三

大
名
瀑
の
袋
田
の
滝
。
そ
れ
に
加
え
て
筑
波

山
は
、
が
ま
の
油
売
り
口
上
で
よ
く
知
ら
れ

て
お
り
ま
す
。」こ
こ
ま
で
く
る
と
、見
た
い
、

聞
き
た
い
、
と
な
る
。
そ
こ
で
冒
頭
の
一
説

を
披
露
す
る
こ
と
に
な
る
。 

  

去
る
六
月
二
八
日
に
不
忍
通
り
の
東
天
紅

で
、
一
般
社
団
法
人 

日
本
盆
栽
協
会
主
催

の
総
会
に
お
い
て
盆
栽
文
化
の
普
及
活
動
に
対
す
る
表
彰

を
受
け
た
。
そ
の
際
、
前
述
同
様
の
挨
拶
を
冒
頭
に
す
る

と
、
司
会
者
か
ら
「
が
ま
口
上
を
是
非
と
も
此
処
で
！
」

と
話
が
進
展
。
そ
の
後
の
懇
親
会
で
、
眼
下
に
穏
や
か
に

た
ゆ
た
う
不
忍
池
を
眺
め
な
が
ら
、
口
上
を
披
露
す
る
こ

と
に
な
り
、
嬉
し
い
思
い
出
作
り
に
も
な
り
ま
し
た
。 
 

 

中
に
は
、
盆
栽
の
魅
力
を
口
上
に
取
り
入
れ
て
み
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
話
題
に
ま
で
及
び
、
一
滴
の
問
い

か
け
が
幾
重
に
も
波
紋
を
広
げ
、
今
後
へ
の

視
界
が
開
か
れ
た
思
い
で
し
た
。 

 

人
を
楽
し
ま
せ
喜
ば
せ
る
芸
に
幸
い
あ
れ
、 

 
 
 
 
 
 
 

乾
杯
‼ 

 
 
 

 

                    

    

相
撲
甚
句
～
か
え
る
～ 

 

地
方
巡
業
な
ど
で
演
じ
ら
れ
る
相
撲
甚
句
に
は
、
数

多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
去
る
二
月
に

N
H

K

テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
「
第
56
回N

H
K

福
祉

大
相
撲
」
で
披
露
さ
れ
た
相
撲
甚
句
二
題
の
中
か
ら

『
か
え
る
』
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

口
上
を
演
じ
る
際
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お
た
ま
じ
ゃ
く
し
に
手
足
が
は
え
て 

ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
に
ウ
シ
ガ
エ
ル 

カ
エ
ル
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
中
で 

あ
じ
さ
い
寄
り
添
う 

ア
マ
ガ
エ
ル 

一
茶
が
後
押
す 

や
せ
ガ
エ
ル 

四
六
の
ガ
マ
な
ら 

筑
波
山 

菊
池
寛
な
ら 

父
帰
る 

粋
な
女
に
ゃ 

ふ
り
カ
エ
ル 

湯
上
り
一
杯 

生
き
カ
エ
ル 

嫁
は
実
家
に 

す
ぐ
カ
エ
ル 

娘
は
夜
遊
び 

朝
カ
エ
ル 

女
房
は
化
粧
で 

若
ガ
エ
ル 

寝
顔
を
見
た
な
ら 

あ
き
れ
カ
エ
ル 

ス
イ
ス
イ
泳
ぐ
カ
エ
ル
で
も 

た
ま
に
は
温
泉 

骨
休
み 

草
津
に
し
よ
う
か 

有
馬
に
し
よ
う
か 

あ
ま
た
温
泉 

数
あ
る
中
で 

カ
エ
ル
は
や
っ
ぱ
り 

下
呂
下
呂
（
下
呂
下
呂
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
林 

正
一
） 

 

人を楽しませ 喜ばせる芸に 幸いあれ 

水戸教室 中村和正 

  盆栽文化の普及活動に対する表彰を受けた中村さんは、冒頭 

の挨拶で列席者の心をガッチリと掴む。その手法とは・・・。 

がま研HP用 

QRコード 
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「
油
汗
を
ば
タ
ラ
ー
リ
、
タ
ラ
リ
と
流
す
」 

こ
れ
は
が
ま
口
上
の
中
で
絶

対
に
外
せ
な
い
セ
リ
フ
で
す

が
、
こ
の
現
象
を
事
実
だ
と

思
っ
て
い
る
人
は
が
ま
の
油

を
知
っ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば

ま
ず9

9

・
９
％
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
世
の
中
に

は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
と
考

え
る
人
も
い
て
一
面
だ
け
の

鏡
を
使
っ
て
実
験
し
て
み

た
人
も
い
ま
す
。
結
果
は

無
反
応
。（
写
真
A
ネ
ッ

ト
の
ブ
ロ
グ
記
事
よ
り
） 

 

と
こ
ろ
で
昭
和
56
年
、

科
学
博
の
５
年
前
、
筑
波

神
社
近
辺
に
オ
ー
プ
ン
し

た
観
光
ガ
マ
公
園
の
中
に

は
四
角
四
面
鏡
張
り
の
箱

の
中
に
本
物
の
が
ま
を
入

れ
て
観
察
で
き
る
設
備
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
10
年
以
上

前
に
そ
の
公
園
は
廃
止
。
が
ま
は
そ
こ
で
ど
ん
な
反
応
を

示
し
た
の
か
？
私
は
見
て
い
な
い
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

読
者
の
中
に
は
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
。 

 

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
実
は
昨
年
の

９
月
に
た
ま
た
ま
「
魚
の
鏡
像
自
己
認
識
」
に
関
す
る
テ

レ
ビ
番
組
を
見
ま
し
た
（
E
テ
レ
の
サ
イ
エ
ン
スZ

E
R

O

と
い
う2

0
2
1

年
の
再
放
送
番
組
。
が
ま
の
油
汗
と
の
関

連
か
ら
興
味
が
あ
り
、
見
る
こ
と
に
し
た
も
の
）
そ
の
内

容
は
、
人
は
昔
か
ら
魚
は
頭
の
悪
い
動
物
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
鏡
像
自
己
認
識
を
確
認

で
き
た
魚
も
存
在
す
る
こ
と
を2

0
1
9

年
に
ド
イ
ツ
と
の

共
同
研
究
に
よ
り
世
界
で
初
め
て
発
見
し
た
と
い
う
も
の

（
写
真
B 

鏡
像
自
己
認
識

が
確
認
さ
れ
た
ホ
ン
ソ
メ
ワ
ケ

ベ
ラ
と
い
う
和
歌
山
か
ら
沖
縄

に
か
け
て
生
息
す
る
掃
除
魚
）

こ
の
研
究
を
行
っ
た
の
は
大
阪

市
立
大
学
の
動
物
機
能
生
態
研

究
室
の
方
達
で
す
が
、
主
に
魚

類
の
行
動
に
つ
い
て
研
究
を
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
鏡
像
自

己
認
識
を
調
査
す
る
実
験
は
ミ

ラ
ー
テ
ス
ト
と
呼
ば
れ
、
今
ま

で
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、イ
ル
カ
、

ア
ジ
ア
ゾ
ウ
、
カ
ラ
ス
類
、
ブ

タ
等
に
つ
い
て
は
確
認
。
複
数
種
の
サ
ル
、
パ
ン
ダ
、
ア

シ
カ
、
イ
ヌ
等
、
様
々
の
動
物
で
は
テ
ス
ト
は
失
敗
し
た

と
云
わ
れ
て
い
ま
す
（
但
し
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
の
習
性
に

合
わ
せ
た
や
り
方
等
を
工
夫
す
れ
ば
も
っ
と
自
己
認
識
を

確
認
で
き
る
動
物
は
増
え
る
の
で
は
と
も
考
え
て
い
る
よ

う
で
す
。
又
、
人
間
の
場
合
は
２
歳
頃
か
ら
認
識
で
き
る

よ
う
に
な
る
由
） 

こ
の
ミ
ラ
ー
テ
ス
ト
と
は
別
に
、
富
山
県
の
魚
津
水
族

館
で
は
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
輪
く
ぐ
り
（
写
真
C
）
や
イ
シ

ダ
イ
が
飼
育
員
の
合
図
に
よ
っ
て
口
で
旗
を
引
っ
張
る
と

い
う
芸
な
ど
を
や
っ
て
お
り
、

魚
も
ア
ザ
ラ
シ
並
み
の
賢
さ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

  

と
い
う
こ
と
で
、魚
で
も

出
来
る
な
ら
我
ら
の「
が
ま
」

だ
っ
て
と
思
い
直
し
、
が
ま

の
鏡
像
自
己
認
識
に
関
し
て

の
意
見
を
伺
う
べ
く
ダ
メ
元

で
大
阪
市
立
大
学
の
先
生
に

メ
ー
ル
を
送
っ
て
み
ま
し
た
。

が
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
返
信

は
な
く
相
手
に
さ
れ
ず
。 

（
が
ま
は
両
生
類
な
の
で
研
究
対
象
で
は
な
い
と
い
う
言

い
分
も
あ
る
か
？
） 

先
人
達
だ
っ
て
何
の
根
拠
も
な
く
あ
の
よ
う
な
セ
リ

フ
を
つ
く
り
出
し
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
多
少
は
思
い

つ
つ
も
悪
あ
が
き
は
こ
こ
ま
で
と
し
ま
し
た
。 

  

そ
の
後
、
今
年
の
７
月
５
日
の
朝
日
新
聞
に
魚
の
鏡
像

自
己
認
識
を
含
む
魚
の
高
度
な
知
性
に
関
す
る
紹
介
記
事

が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。研
究
は
更
に
進
ん
で
い
る
よ
う
で
、

魚
の
基
本
的
な
脳
の
構
造
は
哺
乳
類
と
似
て
い
る
由
。 

 
 

が
ま
の
油
と
魚
は
全
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
鏡
像
自

己
認
識
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
（
？
）
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

と
か
ら
会
員
の
皆
様
に
内
容
を
紹
介
致
し
た
く
、
か
わ
ら

版
へ
投
稿
さ
せ
て
頂
い
た
次
第
で
す
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
初
め
て
が
ま
口
上
を
聴
く
人
で
あ
れ

ば
信
じ
て
し
ま
い
そ
う
な
名
セ
リ
フ
「
オ
ン
バ
コ
を
喰
ら

っ
て
育
つ
」
と
「
油
汗
を
ば
タ
ラ
ー
リ
、
タ
ラ
リ
と
流
す
」

こ
れ
を
つ
く
り
出
し
た
先
人
達
は
凄
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。 

 
 

鏡
像
自
己
認
識 

が
ま
は
本
当
に
油
汗
を
流
す
の
か
？ 

水
戸
教
室 

尾
形
志
次
男 

C 

Ａ 

B 
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が
ま
研
の
一
員
で
も
あ
る
日
高
さ
ん
は
、
覚
王
寺
の 

坐
禅
会
世
話
人
も
務
め
ら
れ
、「
禅
」
の
本
質
に
迫
る
べ
く

研
鑽
を
つ
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。 

経
文
を
唱
え
る
だ
け
の
わ
が
身
に
理
解
が
追
い
つ
く

か
、ま
ず
は
序
論
へ
と
踏
み
込
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

私
の
「
林
住
期
」 

定
年
退
職
（
60
歳
）
の
翌
日
、
人
生
の
テ
ー
マ
で
も
あ

る
「
心
の
問
題
」
に
取
り
組
む
た
め
、
駒
澤
大
学
仏
教
学

部
禅
学
科
へ
入
学
し
ま
し
た
。 

 

爾
来
つ
く
ば
の
自
宅
か
ら
往
復
６
時
間
か
け
、
学
部
、
修

士
、
博
士
後
期
課
程
と
十
年
余
り
学
生
生
活
を
送
る
事
に

な
り
ま
し
た
。 

「
禅
」
は
悟
り
を
扱
う
難
し
い
学
問
で
す
。
私
の
専
門
と

す
る
「
道
元
禅
」
の
学
問
的
研
究
だ
け
で
は
そ
の
糸
口
は

掴
め
ま
せ
ん
。
研
究
が
進
む
程
に
、
体
験
不
足
を
痛
切
に

感
じ
ま
し
た
。 

 

古
来
、「
禅
」
の
本
質
は
言
葉
で
無
く
「
実
践
」
と
、
濁

世
の
生
き
様
を
追
求
し
ま
す
。 

 

先
ず
は
、
覚
王
寺
坐
禅
会
（
つ
く
ば
市
花
室
）
へ
の
参
禅

を
求
め
、
続
き
坐
禅
会
そ
れ
自
体
を
お
手
伝
い
す
る
様
に

な
り
ま
し
た
。 

 

警
策
を
預
か
り
二
十
年
、
今
で
は
、
多
く
の
参
禅
の
皆
さ

ん
と
楽
し
い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
「
般
若
心
経
の
歴
史
的
成
り
立
ち
」
か
ら
「
般

若
心
経
、
経
題
の
解
釈
」
ま
で
と
、
序
論
的
な
お
話
を
致

し
ま
す
。 

１
「
般
若
心
経
」
の
歴
史
的
成
り
立
ち 

般
若
心
経
を
概
括
す
る
前
に
、
般
若
心
経
の
歴
史
的
成

り
立
ち
を
質
問
形
式
で
述
べ
ま
す
。 

（
１
）
般
若
心
経
」
の
親
で
あ
る
「
般
若
経
」
は
、
い
つ

頃
、
ど
こ
で
編
纂
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

☞

釈
尊
入
滅
後
（
BC
３
８
３
年
）、
四
百
年
経
っ
た
頃

か
ら
、
大
乗
仏
教
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
の
大
乗
仏
教
の
根

本
思
想
（
般
若
の
智
慧
）
を
説
く
経
典
は
南
イ
ン
ド
で
発

祥
し
、「
八
千
頌
般
若
経
」
が
最
も
早
く
、
紀
元
前
後
～
50

年
頃
に
成
立
し
ま
し
た
(3)
。
其
の
後
北
イ
ン
ド
へ
、
次
い

で
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
中
国
へ
伝
わ
り
ま
し
た
。
中

国
に
於
い
て
、
１
７
９
年
頃
、「
般
若
経
」
は
西
域
出
身
の

支
婁
迦
讖
に
よ
り
、「
道
行
般
若
経
」
と
題
し
漢
訳
さ
れ
ま

し
た
(3)
。 

 

（
２
）
般
若
心
経
」
は
、
い
つ
頃
、
ど
こ
で
編
纂
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
？ 

☞

「
般
若
心
経
」
は
、「
般
若
経
」
に
続
き
西
暦
３
０
０

年
～
５
０
０
年
頃
、
南
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
と
思
わ
れ
ま

す
(3)
。
次
い
で
、
成
立
途
上
の
般
若
心
経
が
中
国
へ
伝
わ

り
、
３
世
紀
頃
、
支
謙
と
い
う
人
が
始
め
て
漢
訳
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
(4)
。
し
か
し
こ
の
般
若
心
経
は
既
に
唐

代
に
失
わ
れ
、
鳩
摩
羅
什
が
４
０
３
年
に
訳
出
し
た
、「
摩

訶
般
若
波
羅
蜜
大
明
呪
経
」
が
現
存
す
る
最
古
の
般
若
心

経
と
言
え
ま
す
。
因
み
に
私
達
が
唱
え
る
般
若
心
経
は
、

次
に
古
い
、
玄
奘
が
６
４
９
年
に
訳
出
し
た
「
般
若
波
羅

蜜
多
心
経
」
で
す
。 

 

（
３
）
漢
訳
「
般
若
心
経
」
は
、
何
種
類
ほ
ど
現
存
す
る

の
で
し
ょ
う
か
？ 

☞

漢
訳
「
般
若
心
経
」
は
、
次
の
７
本
が
現
存
し
大
正

新
脩
大
蔵
経
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
又
こ
の
経
は
、「
大

本
」（
序
、
本
文
、
結
語
の
構
成
）
と
「
小
本
」（
本
文
の

み
の
構
成
）
の
二
種
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

「
大
本
」
は
、

次
の
③
～
⑦
を
言
い
、「
小
本
」
は
①
と
②
を
言
い
ま
す
。 

私
達
が
唱
え
る
の
は
②
の
「
小
本
」、
玄
奘
訳
で
す
。 

①
鳩
摩
羅
什
訳
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
大
明
呪
経
」、
訳
出
は

４
０
３
年
（
以
下
訳
出
年
は
引
用
図
書
(5)
、
(6)
に
よ
る
）。 

②
玄
奘
訳
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」、
訳
出
は
６
４
９
年
。 

③
法
月
重
訳
「
普
遍
智
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」、
訳
出
は

７
３
８
年
。 

④
般
若
・
利
言
等
共
訳
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」、
訳
出
不

明
、
般
若
の
生
没
は
７
３
４
～
８
１
０
年
。 

⑤
智
慧
輪
訳
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」、
訳
出
は
８
４
７
～

８
５
９
年
。 

⑥
法
成
訳
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」、
訳
出
は
７
３
８
年
。 

⑦
施
護
訳「
仏
説
聖
仏
母
般
若
波
羅
蜜
多
経
」、訳
出
不
明
、

宋
代
の
人
で
、
１
０
０
２
年
頃
示
寂
。 

２ 

日
本
に
お
け
る｢

般
若
心
経｣ 

（
１
）「
般
若
心
経
」
は
、
い
つ
頃
日
本
へ
伝
わ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？ 

☞

般
若
心
経
が
初
め
て
日
本
へ
伝
来
し
た
の
は
、 

恐

ら
く
聖
徳
太
子
の
時
代
、
遣
隋
使
を
介
し
鳩
摩
羅
什
訳
の

般
若
心
経
が
伝
え
ら
れ
た
事
は
想
像
で
き
ま
す
(4)
。 

物

証
を
基
に
す
れ
ば
、
奈
良
時
代
、
智
光(

～
７
７
６
年
頃
示

寂)

の
手
に
よ
る
注
釈
書
「
般
若
心
経
述
義
」
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
ま
す
(7)
。 

瓜
生
著

「
や
さ
し
い
般
若
心
経
」
は
７
３
１
年
に
玄
奘
訳
の
「
般

若
波
羅
蜜
多
心
経
」
が
伝
わ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

小
町
塾 

日
高
哲
男
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（
２
）
現
存
す
る
世
界
最
古
の｢

般
若
心
経｣

は
、
い
つ
頃

の
も
の
で
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
☞

世
界
最
古
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
古
代

イ
ン
ド
写
本
の｢

般
若
心
経｣

は
、
貝
葉
（
ヤ
シ
の
葉
）
に

書
か
れ
、
奈
良
の
法
隆
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

般
若
心
経
は
８
世
紀
後
半
イ
ン
ド
で
書
写
さ
れ
、
日
本
へ

は
９
世
紀
後
半
に
請
来
さ
れ
た
そ
う
で
す
(4)

(5)
。
又
こ

の
法
隆
寺
本
は
玄
奘
が
翻
訳
に
用
い
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

写
本
と
同
類
だ
そ
う
で
す
(5)
。 

 

３
．
般
若
心
経
の
概
要 

「
般
若
心
経
」
は
、
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
、
所
謂
「
般

若
の
思
想
」
を
２
６
２
字
の
中
に
凝
縮
し
た
も
の
で
す
。 

「
般
若
の
思
想
」
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
般
若(
智
慧)

の

完
成
」
と
「
空
」
の
思
想
を
説
い
た
経
典
と
い
え
ま
す
。 

 

（
１
）
玄
奘
漢
訳
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」 

*

紙
面
の
都
合
で
詳
細
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た 

 

（
２
）
般
若
心
経
の
大
意 

(

渡
辺
著
「
お
経
の
話
」
よ
り) 

観
自
在
菩
薩
が
深
遠
な
般
若
波
羅
蜜
多
の
実
践
を
し

た
と
き
に
、
万
物
の
構
成
要
素(

五
蘊
・
十
二
処
・
十
八
界)

は
全
て
空
で
あ
る
こ
と
を
観
察
し
た
。
舎
利
子
に
向
か
っ

て
言
う
。
迷
い(

無
明)

に
始
ま
り
、
生
老
死
に
終
わ
る
生

死
輪
廻(

十
二
因
縁)

も
空
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
克
服(

尽)

も
空
で
あ
る
。
四
つ
の
聖
な
る
真
理(

四
聖
諦)

も
、
真
理

の
認
識(

智)

も
、
さ
と
り(

得)

も
同
様
で
あ
る
。
菩
薩
も
、

過
去
現
在
未
来
の
仏
陀
も
皆
般
若
波
羅
蜜
多
に
よ
っ
て
、

心
に
こ
だ
わ
り
な
く
、
最
高
の
さ
と
り
に
到
達
す
る
。
し

た
が
っ
て
、般
若
波
羅
蜜
多
こ
そ
は
偉
大
な
呪
文
で
あ
る
。 

そ
の
呪
文
と
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。 

g
a
te

 g
a
te

 p
a
ra

g
a
te p

a
ra

-sa
m

g
a
te

 b
od

h
i sv

a
h

a
. 

（
３
）「
般
若
心
経
」
経
題
の
解
釈 

 
(

語
句
の
意
味
は
中

村
元
、「
仏
教
大
辞
典
」
よ
り
） 

 

①
「
摩
訶
」
と
は,

大
き
な
、
偉
大
な
意
味
。
大･

多･

勝
の

三
義
が
あ
る
と
す
る
。 

②
「
般
若
」
と
は
、
悟
り
を
得
る
真
実
の
智
慧
。 

③
「
波
羅
蜜
多
」
と
は
、
完
成
、
修
行
の
完
成
、
漢
訳
で

「
到
彼
岸
」
彼
岸
に
至
っ
た
。 

④
「
心
」
と
は
、
真
髄
、
核
心
。 

よ
っ
て｢

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
心
経｣

と
は
、｢

大
い
な
る
智
慧

の
完
成
の
真
髄
を
説
い
た
教
え｣

と
言
え
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
玄
奘
訳
の
「
般
若
心
経
」
に
は
「
摩
訶
」

の
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
、
唯
一
、
鳩
摩
羅
什
訳
に
「
摩
訶
」

が
見
え
ま
す
。 
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５．日高推奨図書 

初心者を念頭に、安価な文庫本を中心とし易しい解説書を選びました。 

題名 著者 出版社 読者のレベル、本の特徴 

①『「般若心経」講義』 紀野一義 PHP 文庫 一般人、学生に良い 

②般若心経 金岡秀友 講談社文庫 一般人、学生、研究者に良い 

③現代人のための般若心経 宮崎忍勝 河出文庫 一般人、学生、写経者に良い 

④般若心経講話 鎌田茂雄 講談社学術文庫  一般人、学生、研究者 

⑤やさしい般若心経 瓜生中 PHP 文庫 一般人、なんでも百科幅広い 

⑥よくわかる般若心経 岡野守也 PHP 文庫 一般人、唯識的、空を解説 

⑦「般若心経」を読む 水上勉 PHP 文庫 一般人、宗教作家の立場 

⑧寂聴、般若心経 瀬戸内寂聴 中公文庫 女性向き、僧侶の立場 

⑨般若心経講義 高神覚昇 角川文庫 一般人、昭和の古典 

⑩般若心経 玄侑宗久 ちくま新書 一般人、僧侶の立場 

⑪般若心経 262文字の言葉の力 島田裕巳 日文新書 一般人、学生、雑学的網羅 

⑫わたしの般若心経 松原泰道 NONbook 一般人、僧侶の立場 

⑬入門般若心経の読み方 ひろちさや 日本実業出版 一般人、学生、宗教者の立場 

⑭般若心経の新しい読み方 立川武蔵 春秋社 一般人、学生、研究者 
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