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演
題 

「
人
生
を
変
え
る 

～
心
の
整
え
方
～
」 

 

講
師 

書
道
家 

武
田 

双
雲 

氏 

 

【講
師
の
経
歴
】 

一
九
七
五
年 

熊
本
生
ま
れ
。
東

京
理
科
大
学
卒
業
後
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
就

職
。
約
三
年
後
に
書
道
家
と
し
て
独

立
。 Ｎ

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
天
地
人
」
や

世
界
遺
産
「平
泉
」な
ど
、
数
々
の
題

字
を
手
掛
け
る
。 

講
演
活
動
や
メ
デ
ィ
ア
出
演
、
著

書
出
版
も
多
数
。
二
〇
一
三
年
度
文

化
庁
か
ら
文
化
交
流
使
に
任
命
さ

れ
、
ベ
ト
ナ
ム
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
て
、

書
道
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
二

〇
一
五
年
と
二
〇
一
九
年
、
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
に
て
個
展
開
催
、
二
〇
一
七

年
に
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
に
て
講
演

な
ど
、
世
界
各
国
で
活
動
す
る
。 

 

【
講
演
内
容
】 

書
道
は
後
戻
り
で
き
な
い
。
一
発

本
番
で
二
度
書
き
は
で
き
な
い
。
墨

一
本
で
勝
負
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
書
道
を
極
め

よ
う
と
し
て
き
た
が
、
あ
る
仕
事
を

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
色
に
興
味

を
も
っ
た
。
す
ぐ
に
画
材
屋
へ
行
き
、

多
く
の
色
の
絵
の
具
等
を
購
入
し

た
。
そ
の
後
、
解
体
前
の
ア
パ
ー
ト

を
借
り
て
夢
中
に
な
っ
て
活
動
し
て

い
る
う
ち
に
現
代
ア
ー
ト
か
ら
声
が

か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
ア
ー

ト
は
、
過
去
も
未
来
も
そ
こ
に
集
合

さ
れ
、
自
分
を
解
放
で
き
、
日
頃
の

行
い
が
全
部
出
る
も
の
で
あ
る
。 

一
期
一
会
は
「
有
り
難
い
」
に
近

い
。
自
分
の
父
、
母
は
、
店
の
前
で
偶

然
ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
出
会
い
が

始
ま
り
、
結
婚
し
、
自
分
が
生
ま
れ

て
き
た
。
そ
の
出
来
事
が
な
け
れ
ば

自
分
は
存
在
し
て
い
な
い
。 

誰
で
も
大
小
の
選
択
を
し
な
が

ら
生
き
て
お
り
、
そ
の
他
の
選
択
肢

は
捨
て
て
生
き
て
い
る
。 

時
間
は
、
過
去
か
ら
未
来
に
流
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
、

言
い
換
え
る
と
、
未
来
が
次
々
と
や

っ
て
来
る
と
も
言
え
る
。
人
間
の
特

徴
は
、
未
来
を
想
像
で
き
る
こ
と
に

あ
る
。
動
物
に
お
い
て
も
、
近
い
未

来
の
こ
と
は
想
像
で
き
る
こ
と
も
あ

る
が
、
老
後
の
こ
と
な
ど
を
考
え
る

こ
と
は
な
い
。
人
間
は
、
無
限
に
や
っ

て
来
る
未
来
の
パ
ネ
ル
か
ら
一
つ
の

傷
や
不
安
が
気
に
な
り
、
そ
こ
に
意

識
が
行
き
、
ず
っ
と
見
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
苦
し
む
原
因

と
な
る
が
、
人
間
は
そ
う
い
う
機
能

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
そ
れ
と
う
ま
く
付
き
合
う
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。 

自
分
自
身
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
で
あ
り
、
小

学
校
時
代
は
、
国
語
の
授
業
で
も
漢

字
に
は
興
味
を
持
っ
た
が
、
文
章
を

書
く
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
で
書
い

た
も
の
も
全
く
意
味
の
通
ら
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
は
、
本

を
六
〇
冊
出
版
し
て
い
る
。
ま
た
、

絵
を
描
く
こ
と
も
苦
手
で
あ
っ
た

が
、
現
代
ア
ー
ト
を
手
が
け
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
、
自
分
の
特
徴
で

あ
る
多
動
性
、
衝
動
性
、
多
様
性
等

の
よ
さ
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
場
と

な
っ
て
い
る
。 

今
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
出
来
事
を
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
に
変
換
す
る
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
同
じ
こ
と
を
ど
の
よ
う
な

角
度
か
ら
見
る
か
で
気
持
ち
が
変

わ
っ
て
く
る
。
夫
婦
の
間
で
、
妻
が
夫

に
「放
っ
て
お
か
れ
る
」と
見
る
の
か

「放
っ
て
お
い
て
く
れ
る
」と
見
る
の

か
で
、
夫
の
見
方
や
夫
婦
関
係
が
変

わ
っ
て
く
る
。
同
じ
出
来
事
か
ら
、

「
不
満
」
に
も
「
良
さ
」
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

現
実
と
い
う
も
の
は
非
常
に
ふ
わ

ふ
わ
し
て
い
る
。
教
育
は
い
ち
ば
ん

あ
い
ま
い
で
正
解
が
な
い
。
現
段
階

で
い
い
子
が
、
数
年
後
同
じ
よ
う
に

い
い
子
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。 

多
様
性
は
、
と
ら
え
方
で
違
う
。

人
は
自
分
と
違
う
と
い
う
こ
と
に

「喜
び
」を
覚
え
る
か
、
「許
さ
な
い
」

と
い
う
気
持
ち
で
過
ご
す
か
で
未
来

が
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。 

「
気
」
が
つ
く
言
葉
と
言
え
ば
、

「
元
気
」
、
「
勇
気
」
、
「
本
気
」
、
「
病

気
」
、
「
気
合
い
」
、
「
景
気
」
、
「
電

気
」、
「天
気
」な
ど
が
あ
る
。
全
て
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
で
き
て
お
り
、
共
鳴

し
合
っ
て
い
る
。 

「あ
い
に
く
の
雨
」と
い
う
言
葉
が

あ
る
が
、
「あ
い
に
く
」は
そ
の
人
の

感
情
で
あ
る
た
め
、
最
近
は
使
わ
れ

な
く
な
っ
て
い
る
が
、
雨
も
と
ら
え

方
次
第
な
の
で
あ
る
。 

よ
く
怒
っ
て
い
る
人
は
、
怒
ら
せ

そ
う
な
人
を
探
し
て
い
る
。
雨
を

「最
悪
だ
」と
思
う
と
、
最
悪
な
タ
イ

ミ
ン
グ
で
現
実
に
降
っ
て
く
る
。 

ど
う
い
う
気
持
ち
で
そ
れ
を
す

る
か
、
ど
う
こ
ち
ら
が
見
る
か
が
大

事
で
あ
る
。
表
情
と
合
わ
な
い
言
葉

は
、
気
持
ち
が
悪
い
。
表
情
や
仕
草

を
変
え
て
か
ら
始
め
る
こ
と
が
、
大

事
で
あ
る
。
い
い
こ
と
が
あ
っ
た
か

ら
「感
謝
」す
る
の
で
は
な
く
、
「感

謝
」
し
て
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
共
鳴
し
て
振
動
し
あ

い
、
応
え
て
く
れ
る
。
「気
」を
変
え

る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。 

   

※
九
州
教
頭
会
研
究
大
会 

熊
本
大

会
は
、
台
風
八
号
の
影
響
に
よ
り
、

全
体
会
の
み
実
施
。 


