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「
気
流
法
」

  

創
始
師
範  

坪
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「
や
わ
ら
げ
の
武
」

　

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
神
様
と
謳
わ
れ
た
Ｍ
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
、
ド
リ
ブ

ル
で
敵
陣
を
抜
け
る
際
も
、
シ
ュ
ー
ト
で
驚
く
ほ
ど
高
く
跳
躍
す
る
際
も
、

舌
を
だ
ら
り
と
出
し
た
。
深
い
リ
ラ
ッ
ク
ス
と
鋭
い
集
中
力
が
う
ま
く
調
和

し
て
い
る
の
だ
。
私
が
伝
え
ら
れ
た
古
い
剣
術
に
も
、
素
早
く
身
を
沈
め
る

た
め
の
「
舌
出
し
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
美
味
し
い
も
の
を
味
わ
っ
た
こ
と

を
想
い
起
こ
し
て
み
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
呼
吸
が
深
く
な
り
動
作

も
柔
軟
に
動
き
や
す
く
な
る
、
と
い
う
実
験
も
あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
赤
児
が
母
乳
を
吸
う
際
も
似
て
い
る
。
生
き
る
た
め
、

無
意
識
だ
が
命
が
け
の
舌
の
集
中
。
け
れ
ど
母
体
と
一
つ
に
な
る
べ
く
舌
と

全
身
の
最
も
深
い
リ
ラ
ッ
ク
ス
状
態
も
並
行
す
る
。

　

集
中
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
の
絶
妙
な
結
合
が
、
ス
ポ
ー
ツ
、
武
術
、
諸
芸
の
極

意
と
言
え
る
。
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
極
意
か
も
し
れ
な
い
。

　

私
は
、
二
十
歳
過
ぎ
で
合
気
道
の
山
口
清
吾
師
範
の
知
遇
を
得
た
。
む
し

ろ
細
身
で
一
際
し
な
や
か
で
鋭
い
体
捌さ

ば

き
の
達
人
だ
っ
た
。
私
は
こ
の
方
の

お
宅
で
さ
り
気
な
く
玄
米
の
御
飯
を
初
め
て
勧
め
ら
れ
美
味
し
い
！
と
感
じ

入
っ
た
。

　

さ
て
、
私
は
三
十
代
中
頃
迄ま

で

に
、
合
気
道
創
始
者
植
芝
盛
平
翁
や
食
養
の

桜
沢
如
一
師
な
ど
武
術
に
限
ら
ず〝
巨
星
〞と
い
う
べ
き
方
々
に
出
会
い
様
々

学
ん
だ
。
そ
の
後
は
独
立
し
、
身
体
技
法
、
武
術
、
創
造
性
の
探
求
、
工
夫

を
続
け
た
。
や
が
て
あ
る
時
、
深
刻
な
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
断
食
し
た
。

九
日
間
で
、
人
に
よ
っ
て
は
大
し
た
こ
と
な
い
と
評
さ
れ
る
期
間
で
は
あ
っ

た
が
…
最
終
日
、
鮮
烈
な
「
渦
巻
く
玉
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
、
そ
れ
を
元

に
工
夫
し
、
一
つ
の
技
法
の
型
を
得
た
。

　

そ
れ
は
生
命
の
源
リ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
呼
吸
と
、
様
々
の
自
然
現
象
や

人
体
の
構
造
に
見
ら
れ
る
螺ら

せ
ん旋
状
の
動
作
を
絶
妙
に
か
け
合
わ
せ
た
、
一
見

舞
い
の
よ
う
な
技
法
で
あ
る
。「
あ
ま
つ
か
ぜ
」
と
名
付
け
た
（
別
名
う
づ

た
ま
の
息
吹
）。

　

世
界
・
自
然
が
私
の
生
命
の
場
で
あ
る
身
体
に
渦
巻
き
つ
つ
入
り
、
そ
こ

で
も
旋
転
し
、
再
び
螺
旋
を
描
き
つ
つ
自
然
・
世
界
へ
と
出
る
。
こ
れ
を
繰

返
す
。
新
陳
代
謝
と
い
う
生
理
的
な
土
台
に
も
則
し
つ
つ
展
開
す
る
存
在（
イ

ノ
チ
）
の
原
動
作
、
原
舞
で
あ
る
。

行
な
い
に
は
「
味
」
が
あ
る

1939年大分県生れ。早稲田大学第
一文学部哲学科（心理学専修）卒。
少年期から弓道、禅、ヨーガ等に触
れ、やがて「宇宙との調和」を説く合
気道植芝翁を知る。直接の師は山口
清吾師（正食協会元会長の山口卓三
氏はその兄）。やがてジャンルを超
えた心身のあり様を「身体の文法」
としてとらえ実技と理論の両面から
「気流法」として提唱。後、本文のよ
うに「あまつかぜ」に到り国内、仏、
独、豪等で各界の人々に伝えている。
「やわらげの武」創始師範。著書に
『呼吸する身体─武術と芸術を結
ぶ』（新泉社刊）等多数。
2020年3月28日（土）15時45分よ
り、朝日カルチャーセンター新宿にて
「あまつかぜ」公開講座を開催。

坪井 香譲
つぼい かじょう

　

個
人
と
し
て
は
こ
れ
で
身
心
の
調
和
を
計
る
。
け
れ
ど
当
然
、個
に
は「
他
」

人
や
「
他
」
物
が
関
わ
る
。
そ
の
関
わ
り
さ
え
「
あ
ま
つ
か
ぜ
」
の
螺
旋
状

展
開
と
呼
吸
で
「
調
和
」
を
計
る
。「
間
合
い
」
の
術
（
ア
ー
ト
）
な
の
で

あ
る
。
一
見
「
敵
」
と
し
て
来
る
者
へ
も
そ
う
対
す
る
。
こ
れ
を
合
気
道
や

剣
術
、
柔
術
な
ど
の
型
式
で
も
行
な
う
（
や
わ
ら
げ
の
武
）。
他
者
に
打
ち

克
っ
た
り
、
制
し
た
り
圧
し
た
り
す
る
の
で
も
な
い
。

　

何
が
そ
の
基
盤
か
。
桜
沢
師
も
強
調
す
る
「
自
由
！
」
で
あ
る
。「
自
由
」

に
よ
っ
て
調
和
が
計
ら
れ
て
こ
そ
真
の
充
実
し
た
世
界
が
実
現
、
実
感
さ
れ

る
。
こ
の
「
自
由
」
を
「
ヤ
ハ
ラ
カ
」
と
呼
ん
だ
の
が
あ
の
宮
本
武
蔵
。

　

絵
に
画
い
た
餅
で
は
な
い
。
そ
の
時
、
先
に
述
べ
た
「
舌
」
は
口
中
で
、

鋭
敏
で
、
か
つ
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
筈は

ず

な
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
深
い

「
あ
ま
や
か
さ
」。
極
意
は
「
味
わ
い
」
と
共
に
あ
る
。
そ
れ
は
勿も

ち

論
万
人
に

開
か
れ
て
い
る
。

※
ご
感
想
を
ぜ
ひ
お
寄
せ
下
さ
い（
編
集
部
）

深呼吸と螺旋状の動きの
絶妙の和「あまつかぜ」

あまつかぜの原理で合
気・四人掛けの投げ技
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