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ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
仏
教
改
宗
運
動
に
つ
い
て
の
一
私
見 

～
そ
れ
は
、「
改
宗
」
と
い
う
名
の
下
で
の
「
宗
教
」
脱
出
に
よ
る
自
立
「
思
想
」

へ
の
革
命
実
践
で
あ
っ
た 

関
根
康
正
（
京
都
精
華
大
学
客
員
教
授
・
文
化
人
類
学
） 

 

三
人
の
文
化
人
類
学
者
（
根
本
達
、
鈴
木
晋
介
、
関
根
康
正
）
と
一
人
の
仏
教
学
者
（
志
賀

浄
邦
）
か
ら
な
る
「
Ｂ. 

Ｒ. 
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
及
び
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
研
究

会
」
（
通
称
Ｂ
Ｒ
Ａ
研
）
の
活
動
は
遅
々
た
る
歩
み
で
あ
る
が
、
確
実
に
前
進
し
て
い
る
。
今

回
は
、
そ
の
途
中
経
過
報
告
の
一
部
と
し
て
、
メ
ン
バ
ー
の
関
根
康
正
が
一
私
見
を
述
べ
る
に

す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
も
言
う
ま
で
も
な
く
４
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
Ｂ
Ｒ
Ａ
研
の
こ
れ
ま
で

の
研
究
会
の
成
果
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
。 

関
根
に
よ
る
一
片
の
覚
書
と
し
て
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
覚
書
は
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
は
な
ぜ
仏
教
徒
へ
の
改
宗
を
決
意
し
実
行
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
光
を
当
て
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
の
問
い
の
読
み
解
き
方
に
、
文
末
の
参
考
文
献
に

示
し
た
四
著
を
主
た
る
根
拠
と
し
つ
つ
、
ひ
と
つ
の
示
唆
を
与
え
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

不
可
触
民
民
衆
を
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
（
ダ
ン
マ
）
の
下
に
糾
合
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
仏

教
へ
の
集
団
改
宗
に
よ
る
平
等
社
会
の
実
現
に
向
け
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
実
践
は
、
い
か
な

る
論
理
で
な
さ
れ
た
の
か
を
素
描
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
実
践
は
、
ブ
ラ
ー
マ

ン
中
心
主
義
の
「
宗
教
」
（
こ
の
鍵
括
弧
つ
き
の
宗
教
の
用
法
に
つ
い
て
は
次
の
段
落
で
説
明

す
る
）
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
縛
ら
れ
た
社
会
に
不
可
触
民
差
別
を
自
浄
的
に
解
決
す
る
こ

と
を
期
待
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
絶
望
に
裏
打
ち
さ
れ
た
決
別

の
判
断
が
ま
ず
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
に
決
別
し
て
ど
こ
に
向
か
う
べ
き
な
の

か
。
先
取
り
し
て
言
う
と
、
そ
の
答
え
を
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
「
思
想
」（
こ
れ
も
次
段
落
で

説
明
）
と
し
て
の
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
に
見
い
だ
し
た
。
そ
の
神
依
存
で
は
な
い
「
思
想
」
の

説
く
自
立
的
な
平
等
主
義
に
差
別
解
放
の
可
能
性
と
希
望
を
託
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以

下
に
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
決
断
の
内
実
の
理
路
を
私
な
り
に
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。 

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
宗
教
」
と
「
思
想
」
の
相
違
で
あ
る
。
常
識
的
な
理
解
で
は
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
や
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
そ
し
て
シ
ク
教
な
ど
と
共
に
、
仏
教
も
ま
た
一

「
宗
教
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
見
ら
れ
る
組
織
化
さ
れ
、
そ
の
内
部
に

階
梯
を
有
す
る
仏
教
教
団
の
あ
り
方
を
一
挙
に
遡
及
し
て
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い

う
人
物
が
悟
り
を
開
き
、
そ
の
後
サ
ン
ガ
の
出
家
者
と
在
俗
の
衆
生
に
説
い
た
「
ブ
ッ
ダ
の
教

え
」
に
ま
で
立
ち
帰
る
な
ら
ば
、
神
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
を
前
提
に
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
自

覚
的
に
そ
う
い
う
固
定
さ
れ
た
絶
対
的
存
在
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
仏
教
の
原

型
は
、
先
に
示
し
た
前
者
三
つ
の
「
宗
教
」
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
る
。
こ
の
絶
対
的
な
存

在
の
神
に
依
存
し
た
人
間
の
生
き
方
を
説
く
宗
教
を
「
宗
教
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
で

は
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」（
ダ
ン
マ
）
は
「
宗
教
」
で
は
な
い
。
相
対
性
の
世
界
の
無
常
を
説
い

た
教
え
は
、
人
間
一
人
一
人
の
涅
槃
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
の
実
現
へ
の
自
発
的
・
自
立
的
な
覚

醒
へ
の
道
の
辿
り
方
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
の
創
始
し
た
サ
ン
ガ
は
指
導
者
な
き
組

織
で
あ
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
は
自
覚
的
に
サ
ン
ガ
を
そ
の
よ
う
に
維
持
し
た
。
出
家
者
か
ら
な
る
サ

ン
ガ
も
一
人
一
人
の
出
家
者
が
自
立
的
に
八
正
道
を
き
わ
め
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
体
得
す
る

た
め
の
切
磋
琢
磨
の
場
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
一
人
一
人
が
カ
ル
マ
即
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
目

指
す
。
そ
れ
は
在
家
信
者
の
た
め
に
理
想
的
な
生
活
モ
デ
ル
を
提
示
し
続
け
る
意
義
を
有
す
る
。

サ
ン
ガ
も
在
俗
衆
生
も
こ
の
世
の
四
苦
八
苦
に
い
か
に
向
き
合
い
い
か
に
脱
す
る
か
と
い
う

共
通
の
目
標
を
本
願
と
し
て
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
神
も
指
導
者
も
絶
対
化
し
な

い
こ
と
に
見
て
取
れ
る
無
頭
的
な
自
立
「
思
想
」
こ
そ
が
、「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
の
核
心
で
あ

る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。 

こ
こ
で
取
り
出
し
た
い
こ
と
は
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
こ
の
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
と
い
う
仏

教
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
仏
教
を
「
宗
教
」
と
し
て
よ
り
も
「
思
想
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
た

と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
渾
身
の
著
書
『
ブ
ッ

ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、
こ
の
「
思
想
」
と
し

て
の
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
を
仏
教
理
解
の
根
底
に
据
え
る
こ
と
こ
そ
が
、「
宗
教
」
と
し
て
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
根
底
的
に
覆
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
判
断
し
、
不
可
触
民
解
放
運
動
の
理

論
武
装
と
し
て
自
覚
的
に
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
と
し
て
の
「
仏
教
」
へ
の
改
宗
を
選
び
と
っ
た

に
相
違
な
い
。
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
仏
教
理
解
を
科
学
的
合
理
性
に
基
づ
く
浅
い
も
の
だ
と
み

な
し
て
批
判
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
批
判
者
の
見
方
自
体
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
理
解
が
浅
い
の
は
そ
う
い
う
批
判
者
の
方
で
あ
っ
て
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
合
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 理
的
仏
教
理
解
こ
そ
が
、
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
が
有
す
る
神
秘
的
な
絶
対
的
存
在
の
否
定
と
信

者
の
自
立
思
想
の
探
究
と
い
う
意
味
で
の
神
否
定
の
合
理
性
に
忠
実
な
も
の
と
理
解
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
に
は
、
近
代
西
欧
的
な
人
間
主
体
の
実
体
主
義

的
合
理
性
（
人
間
実
体
主
義
で
あ
る
か
ら
人
間
を
超
え
た
神
の
絶
対
存
在
も
実
体
的
に
把
握
す

る
こ
と
に
な
る
）
と
は
根
本
的
に
異
な
る
人
間
無
常
の
宇
宙
論
的
合
理
性
で
貫
か
れ
て
い
る
。

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
に
は
両
方
の
合
理
性
が
見
え
て
い
た
に
違
い
な
く
、
し
か
も
そ
の
う
え
で

「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
を
貫
く
後
者
の
合
理
性
に
与
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
こ
の
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
の
「
思
想
」
原
理
を
こ
そ
、「
宗
教
」
で
あ
る

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら
の
脱
却
の
た
め
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
的

な
神
存
在
を
有
す
る
「
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
や
シ
ク
教
へ
の
改
宗

は
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
脱
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
た
め
の
選
択
肢
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と

の
理
路
が
見
え
て
く
る
。
「
宗
教
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
の
改
宗
で
は
人
間
の
自
立
的
平
等
主
義

は
実
現
で
き
な
い
。
絶
対
的
存
在
（
神
）
を
措
定
す
る
依
存
的
「
宗
教
」
か
ら
す
べ
て
が
相
対

的
な
無
常
の
自
立
「
思
想
」
へ
の
脱
出
の
仕
方
こ
そ
が
決
定
的
に
重
要
で
、
そ
の
意
味
で
は
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
に
と
っ
て
は
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
に
始
ま
る
仏
教
以
外
に
選
択
肢
は
な
か
っ
た

と
い
う
理
路
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
議
論
し
て
く
る
と
、
こ
の
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
徒
を
仏
教
世
界
に
導
き
入
れ
た
実
践
を
「
改
宗
」
運
動
と
し
て
と
ら
え
る
通
常
の
理
解
が

正
し
い
の
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
て
く
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
の
真
意
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
」
依
存
か
ら
脱
し
て
自
立
「
思
想
」
に
人
々
が
立
つ
こ
と
こ

そ
が
、
慈
愛
に
満
ち
た
平
等
社
会
の
実
現
に
不
可
欠
だ
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
と
解
す
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。 

「
改
宗
」
仏
教
徒
を
〈
新
仏
教
徒
〉
と
呼
ぶ
こ
と
は
今
日
否
認
さ
れ
、
〈
仏
教
徒
〉
と
称
す

る
動
き
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
一
群
の
人
々
を
「
改
宗
」
し
た
者
と
す
る
浅
い
理
解
（「
宗

教
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
移
行
し
た
と
い
う
理
解
）
を
払
拭
す
る
意
味
で
正
し
い
。
し
か
し
、
そ

の
呼
称
批
判
の
真
意
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
な
ら
ば
、〈
「
思
想
」
と
し
て
の
仏
教
の
徒
〉
の
誕
生
、

す
な
わ
ち
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」
を
自
ら
の
生
き
ざ
ま
の
道
標
に
す
る
人
々
の
存
在
の
誕
生
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
見
て
い
た
世
界
は
、
そ
う
い
う
人

間
の
自
立
に
よ
る
平
等
社
会
の
実
現
と
い
う
「
思
想
」
革
命
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察

で
き
る
。
『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』
こ
そ
が
そ
の
確
か
な
証
拠
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
結
果

的
に
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
興
味
深
い
事
態
が
あ
る
。『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』
の
日
本
語

訳
の
本
に
は
、
山
崎
元
一
氏
の
解
説
と
佐
々
井
秀
嶺
師
の
解
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
こ
こ
で
の
立
論
を
い
み
じ
く
も
鮮
明
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

二
つ
の
解
説
を
読
み
比
べ
る
と
、
歴
史
研
究
者
で
あ
り
、『
イ
ン
ド
社
会
と
新
仏
教
』
の
著
者

山
崎
元
一
氏
が
「
宗
教
」
と
し
て
仏
教
を
と
ら
え
て
解
説
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
僧
で

あ
る
佐
々
井
師
の
方
が
む
し
ろ
差
別
社
会
の
現
実
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
「
思
想
」
と
し
て

仏
教
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
逆
説
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
佐
々
井
師
の
解
説
に
お
い

て
は
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
が
ブ
ッ
ダ
そ
し
て
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
の
「
思
想
」
革
命
の
精
髄
を
自

己
と
社
会
の
同
時
救
済
と
し
て
の
不
可
触
民
解
放
運
動
に
お
い
て
根
幹
に
据
え
た
こ
と
が
語

り
だ
さ
れ
、
そ
の
不
滅
の
法
灯
を
佐
々
井
師
自
ら
引
き
継
ぐ
覚
悟
の
言
葉
が
ほ
と
ば
し
り
出
て

い
て
い
て
、
圧
倒
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ブ
ッ
ダ
、
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
、

佐
々
井
秀
嶺
の
間
に
認
め
ら
れ
る
非
連
続
の
連
続
と
い
う
「
無
自
性
＝
空
＝
縁
起
」
の
奇
跡
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
感
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
す
で
に
メ
ン
バ
ー
の

仏
教
学
者
志
賀
浄
邦
氏
に
よ
る
周
到
な
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
直
近
の
包
括
的
な
議
論
を
展
開
し

て
い
る
も
の
が
参
考
文
献
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教
史
に
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
も
お
断
り
し
た
い
。 

最
後
に
蛇
足
な
が
ら
記
す
と
、
こ
う
い
う
「
思
想
」
革
命
の
系
譜
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め

に
も
、
や
は
り
宗
教
や
改
宗
と
言
っ
た
概
念
の
安
易
な
使
用
に
対
し
て
、
概
念
史
の
再
検
討
あ

る
い
は
概
念
の
系
譜
学
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。 

こ
こ
に
は
、
今
後
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
覚
書
を
記
し
た
の
み
で
あ
る
。
ご
批
判

を
い
た
だ
き
つ
つ
、
探
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。 
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アンベードカル博士 年譜 

ビームラーオ・ラームジー・アンベードカル 

1891年 4月 14日誕生。 

軍人であった父の配属先マディヤプラデーシュ州ムホウにて出生。 

父ラームジー・マロージ・サクパール、母ビーマバーイーの 14人兄弟の末子。家族の出身地は、コンカ

ン地方（ボンベイ南方）のラトナギリ県アンバーワデー村。父母の家は共にマハール・カーストに属し、

幼年期より様々な差別を受けて育つ。家族は父の転勤に合わせてダポリ、サーターラ、ボンベイと移り

住んだ。6歳の時、母ビーマバーイー死去。叔母のミラバーイーに育てられる。 

ボンベイのマラータ・ハイスクールに進学し、後名門エルフィンストーン・ハイスクールに転校。 

ハイスクール時代、目をかけてくれたブラーミンのアンベードカル先生の計らいにより、以後アンベー

ドカルを姓とする。 

1907年 ハイスクールを卒業し、ボンベイ大学エルフィンストーン・カレッジに入学。 

    大学合格の祝賀会で、社会活動家のクリシュナジー・ケールスカルから著書『ゴータマ・ブッダの生涯』

を贈呈される。ケールスカルは経済的に苦しいアンベードカルをバローダ藩王サヤジラーオ・ガイクワ

ードに紹介し、藩王からの援助を得ることになる。 

    この年 17歳で、9歳のラーミ（ラーマバーイー）と結婚。 

1912年 大学で文学士号を取得。 

1913年 1月、バローダ藩王国軍に就職。その数日後、父死去。 

6月、バローダ藩王の奨学金を得て、米国ニューヨークのコロンビ   

ア大学に留学。 

1915年 6月経済学の修士号を取得。 

1916年 6月哲学の学位で博士号を取得。イギリスに渡り、グレイズ・イン

法曹院で法学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（ロンド

ン大学構成校）で経済学を学ぶ。 

1917年 ロンドン大学在学中に学資が底を尽き、インドに帰国。ボンベイに

帰着するとバローダ藩王国の軍書記官に奉職。しかしここでも同僚

や部下からの激しい差別に遭い、辞職する。 

    この年、会議派の「不可触民制撤廃決議」が採択される。 

1918年 アンベードカルは、イギリスによる選挙制度調査委員会（サウスボ

ロウ委員会）に呼ばれ、不可触民の分離選挙と人口比率に応じた保

留議席の設置を要求している。 

1918年-1920年 ボンベイのシドナム・カレッジで教鞭をとる。 

1920 年 コールハープール藩王シュリー・シャーフーの援助により『ムー

ク・ナーヤク（声なき者の指導者）』マガジンを発行開始。5月ナグ

プールで第 1回全インド不可触民大会が開催され、アンベードカル

が演説し、その指導理論が勝利を収める。同年 7月、大学での給与

と友人からの借金、同藩王の援助を得て、研究を完了するために再

びロンドンに向けて出発。 

1921年 6月修士号を取得。修士論文『英領インドにおける帝国財政の地方

分散化』 

1922年 法学士号を取得。学位請求論文『ルピーの問題』提出。 

    ドイツに渡り、ボン大学に留学。 

1923年 4月インド帰国。10月ロンドン大学博士号を取得。学位と弁護士の

資格を得る。 

 
（学生時代の肖像写真）

 

（弁護士資格を取得） 
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1924年 6月、ボンベイで弁護士事務所を開設、ボンベイ高等裁 

判所で法務を開始。 

7月、ボンベイで「バヒシュクリット・ヒタカーリニ・サ 

バー（被抑圧者救済会）」を設立。 

9月、サマタ―・サイニク・ダル（社会平等軍）結成。 

1926年 ボンベイ州立法参事会の被抑圧階級保留議員メンバーに 

指名。 1934年まで。 

1927年 3月、マハード市で貯水池開放の抗議集会開催。 

4 月、ボンベイでマラーティー語の隔週誌『バヒシュクリッ

ト・バーラト（抑圧されたインド）』を刊行開始。 

12 月 25 日マハード市チャウダール貯水池でサティヤーグラ

ハを主導。『マヌ法典』を焼く。 

1928年 ボンベイの公立法科大学教授に就任。 

10月、サイモン委員会（インド法制調査委員会）の諮問を受

ける。 

1930年 3月 3日、ナーシクでカーラーラーム寺院への立ち入りを行

うサティヤーグラハを開始。（同月、マハトマ・ガンディー「塩

の行進」を主導） 

8 月 8 日、ナグプールで全インド被抑圧階級会議開催。アン

ベードカル議長演説。 

11月、ロンドンで行われた第 1次円卓会議に不可触民代表と

して出席。不可触民の分離選挙、保留議席を要求。 

1931年 8月、アンベードカル、ガンディーと面談。9月、ロンドン 

で第 2次円卓会議に出席。会議上、ガンディーは不可触民の 

分離選挙、保留議席に反対する。 

1932 年 8 月 17 日、イギリス政府は、各マイノリティごとの分離選

挙に加え、被抑圧階級にも選択的期限付き分離選挙を認める

「コミュナル裁定」発表。ガンディー、被抑圧階級への分離

選挙認定に抗議して収監中のプーナ、イェラワダ監獄で「死

の断食」に入る。アンベードカルはプーナに行きガンディー

と面会。 

9 月 24 日、「プーナ協定」に署名。分離選挙をあきらめ、保

留議席数の増大にとどまる。 

11月、ロンドン第 3次円卓会議出席。 

ガンディー、ハリジャン奉仕者団設立。 

1933年 インド統治法改正を審議する英印合同委員会に参加。 

1935年 1月ボンベイ公立法科大学の学長に指名。 

5月 27日妻ラーマバーイーが死去。 

10月イェオラで開催された不可触民会議演説で、ヒンドゥー

教からの改宗を宣言。 

1936年 4月アムリトサルでシク教伝道大会に出席。 

『カーストの絶滅』刊行。 

1937年 独立労働党を結成。新統治法下の州立法議員選挙でボンベイ

州議会議員に選出。全国では国民会議派が多数与党となる。 

（チャオダール貯水池サティヤーグラハ） 

 

（第 2次円卓会議：中央右にガンディー、

右下アンベードカル） 

 

（プーナ協定署名後イェラワダ監獄を後にする） 

 

 
（1934年アンベードカルファミリー：左より長男ヤシ

ュワント、アンベードカル、ラーマバーイー、兄の妻、

甥、愛犬トビー） 
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1939年 第 2次世界大戦勃発。インドはイギリスと共にドイツと交戦状態  

となる。会議派は独立を訴えて全州内閣を総辞職し、ガンディーは 

戦争不介入を表明。ジンナー率いる全インドムスリム連盟は戦争協 

力を主張。 

1940年 『パキスタン問題を考える』刊行。パキスタン分離独立を提案。 

スバス・チャンドラ・ボースと会談。 

1941年 7月インド総督府の国防諮問委員会メンバーとなる。 

1942年 3月、クリップス提案（インドのイギリス連邦国家への移行提案）。 

会議派指導者は反発。クイット・インディア（インドから出ていけ） 

決議採択。 

7月、ナグプールで全インド被抑圧階級大会開催、全インド指定カ 

ースト連合結成。 

アンベードカル、行政参事会（インド総督府内閣）メンバーに選任、 

労働大臣に任命される。 

1945年 6月『会議派とガンディーは不可触民に何をしてきたか』刊行。 

7月、人民教育協会設立。 

1946年 6月、ボンベイにシッダールタ・カレッジを創設。7月ベンガル州 

から制憲議会議員に選出。 

1947年 7月インド独立法可決。8月 15日インド・パキスタン分離独立。 

アンベードカル、会議派の支持を得てボンベイ州議会議員に指名さ  

れる。ネルー内閣の法務大臣に任命。 

8月 29日独立インド連邦制憲議会は、アンベードカルを議長とす 

る憲法起草委員会を任命。 

1948年 1月マハトマ・ガンディー暗殺。 

4月ブラーミン出身のシャルダー・カビール博士（マイサヘブ・サ  

ヴィータ・アンベードカル）と結婚。 

10月『不可触民―彼らは何者だったのか。また彼らは何故不可触民 

になったか』出版。 

11月制憲議会に憲法草案を上程。 

1949年 11月 26日インド共和国憲法採択。 

1950年 1月 26日インド憲法施行。 

    5月セイロンのコロンボで開かれた第 1回世界仏教徒会議に出席。 

1951年 2月議会にヒンドゥー法改正案を提出。9月オーランガバードに 

ミリンダ・カレッジを設立。 

ヒンドゥー法案審議不調等を批判して、法務大臣を辞任。 

1952年 1月国会並びに州議会選挙。ジャヤプラカシュ・ナラヤンの社会党 

 と共闘するも指定カースト連合は大敗。議席を失う。 

3月ボンベイ州議会から中央上院議員に選出。 

6月コロンビア大学より名誉法学博士号授与。 

1953年 1月ハイデラーバードのオスマニア大学より名誉文学博士号授与。 

    12月政府が不可触民制(犯罪)法案上程。 

1954年 12月ビルマのラングーンで第 3回世界仏教徒会議に出席。 

1955年 インド仏教徒協会設立。5月ごろより健康悪化。 

     

(サマタ―・サイニク・ダル)

（憲法起草委員会委員長） 

（共和国初代法務大臣として）

（ラジェンドラ・プラサド大統領に憲

法草案を提出）

（シャルダー・カビール博士と再婚） 
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1956年 5月ブッダ生誕祭に仏教への改宗を発表。 

10月 14日、ナグプールで仏教に改宗。同日約 38万人の不可 

触民が仏教に改宗。15日にも改宗式が行われ、翌 16日はチ 

ャンダ（チャンドラプール）に行き約 30万人が改宗した。 

11月ネパール、カトマンズで第 4回世界仏教徒会議に出席。 

帰途、ベナレス・ヒンドゥー大学で講義。サールナート訪問。 

12月 6日、デリーにて死去。享年 65歳。 

7日ボンベイのダダール・チョウパティ海岸（チャイティヤ・ 

ブーミ）にて火葬。 

1957年 『ブッダとそのダンマ』刊行。 

1990年 4月 14日バーラト・ラトナ受賞。  

2012年 ヒストリーTVと CNN-IBNが主催する世論調査によって 

「最も偉大なインド人」に選出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：ダナンジャイ・キール 山際素男訳『アンベードカルの生涯』（2005光文社新書） 

     山崎元一『インド社会と新仏教―アンベードカルの人と思想』（1979 刀水書房） 

     アナント・パイ編 村越末男訳『アンベードカル物語』（1985 解放出版社） 

掲載写真：佐々井秀嶺資料室、Wikipedia、SYMBIOSIS SOCIETY'S DR. BABASAHEB AMBEDKAR MUSEUM & MEMORIAL 

年譜作成：南天会事務局

（1956年 10月 14日午前 9時、ナグプー

ルでチャンドラマニ長老より五戒を受け仏教

徒となるアンベードカル夫妻） 

 

（改宗後大衆にスピーチする） 

 

（ネパールからの帰途サールナートにて） 

ムンバイ チャイティヤ・ブーミ デリー 国会議事堂前の銅像 ナグプール ディクシャ・ブーミ 

（アンベードカル博士関係地図） 
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バ
バ
サ
ヘ
ブ
・ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士 

―
功
績
を
た
ど
る 

ラ
シ
ュ
ミ
・マ
ン
ワ
ト
カ
ー
ル 

  
 「

心
の
養
成
は
人
間
の
存
在
の
究
極
の
目
的

で
あ
る
べ
き
」 

 

バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
と
し

て
知
ら
れ
る
ビ
ム
ラ
オ
・
ラ
ム
ジ
・
ア
ン
ベ
ー
ド

カ
ル
は
、
イ
ン
ド
の
法
学
者
、
経
済
学
者
、
人

類
学
者
、
偉
大
な
学
者
、
作
家
、
社
会
改
革

者
で
あ
り
、
仏
教
運
動
を
鼓
舞
し
、
不
可
触

民
に
対
す
る
社
会
的
差
別
に
反
対
す
る
運
動

を
展
開
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
総
督
府
労
働
大

臣
、
憲
法
起
草
委
員
会
委
員
長
な
ど
を
歴
任

し
、
「イ
ン
ド
憲
法
の
父
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
学
ぶ 

バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
、
バ

ロ
ー
ダ
の
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
、
サ
ヤ
ジ
ラ
オ
・
ガ
イ
カ

ワ
ド
か
ら
奨
学
金
を
授
与
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留
学
す
る
機
会
を
得
ま

し
た
。
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

か
ら
経
済
学
の
博
士
号
を
取
得
し
た
最
初
の

イ
ン
ド
人
と
な
り
ま
し
た
。
１
９
２
３
年
に
は
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
か
ら
経
済
学
の
博
士
号
を
授

与
さ
れ
、
同
年
に
は
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
の
弁
護

士
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
３
番
目
と
４
番
目

の
博
士
号
は
、
１
９
５
２
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
で 

Ｌ
Ｌ
．
Ｄ
．
ま
た
、19

5
2

年
に
コ
ロ
ン

ビ
ア
大
学
で
Ｌ
Ｌ
．
Ｄ
．
、
１
９
５
３
年
に
オ
ス

マ
ニ
ア
大
学
で
Ｄ
．
Ｌ
ｉ
ｔ
ｔ
．
を
取
得
し
、
名

誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

(

イ
ギ
リ
ス)

で
の
研
究 

 

１
９
１
６
年
１
０
月
、
バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ

ー
ド
カ
ル
博
士
は
、
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
の
弁
護

士
養
成
コ
ー
ス
に
入
学
し
た
。
同
時
に
、
１
９

２
０
年
か
ら
１
９
２
３
年
ま
で
ロ
ン
ド
ン
・
ス

ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
に
入
学
し
、
「
ル

ピ
ー
の
問
題―

そ
の
起
源
と
解
決
策
」
と
題

し
て
、
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
デ
モ
ネ
タ
イ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
博
士
論
文
に
取
り
組
み
、

博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
の
で
し
た
。
バ
バ
サ
ヘ

ブ
は
、
８
年
間
の
学
業
を
わ
ず
か
２
年
３
カ

月
で
修
了
し
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
１
日
２

１
時
間
も
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
・

ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
図
書
館
で

は
、
バ
バ
サ
ヘ
ブ
は
朝
一
番
に
図
書
館
に
入
り
、

夜
最
後
に
図
書
館
を
出
る
学
生
だ
っ
た
そ
う

で
す
。 

そ
の
間
、
食
べ
物
を
買
う
お
金
が
な

か
っ
た
の
で
、
一
日
中
、
本
の
中
に
隠
れ
て
パ

ン
を
一
枚
だ
け
食
べ
て
い
た
そ
う
で
す
。
あ
る

日
、
図
書
館
内
で
食
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
司
書
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
外
で
買
っ
て

食
べ
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
バ
バ
サ
ヘ

ブ
は
「
私
に
は
食
べ
物
を
買
う
だ
け
の
お
金
は

あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
ま
し
た
。
司
書
は
バ
バ

サ
ヘ
ブ
の
経
済
状
態
を
知
り
、
彼
が
非
常
に

聡
明
で
才
能
の
あ
る
学
生
で
あ
る
こ
と
を
知

る
と
、
そ
れ
か
ら
は
毎
日
、
バ
バ
サ
ヘ
ブ
に
自

分
の
持
っ
て
い
る
食
べ
物
を
分
け
与
え
て
い
ま

し
た
。 

バ
バ
サ
ヘ
ブ
は
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ

ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
か
ら 

"D
o
c
to

r 
A

ll 

S
c
ie

n
c
e
 "

と
い
う
貴
重
な
博
士
号
を
取
得

し
た
世
界
初
で
唯
一
の
人
物
で
す
。
こ
れ
ま

で
に
も
多
く
の
学
生
が
こ
の
学
位
を
取
得
し

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
成
功
し
た
例
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
博
士
の
著
書
「W

a
itin

g
 fo

r V
is

a

」は
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
教
科
書
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
大
学
は
２
０
０
４
年
に
世
界
の
学
者

ト
ッ
プ
１
０
０
の
リ
ス
ト
を
作
り
ま
し
た
が
、

そ
の
リ
ス
ト
の
最
初
の
名
前
が
ビ
ム
ラ
オ
・
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
で
し
た
。
彼
は
６
４
の
科

目
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
ま
し
た
。
英
語
、
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
、
パ
ー
リ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
、

ペ
ル
シ
ャ
語
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
語
な
ど
９
つ
の

言
語
の
知
識
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
２
１
年
間
に
わ
た
っ

て
比
較
研
究
し
た
。
英
国
総
督
リ
ン
リ
ス
ゴ
ー

は
、
バ
バ
サ
ヘ
ブ
は
５
０
０
人
の
卒
業
生
や
何

千
人
も
の
学
者
よ
り
も
知
的
で
あ
る
と
信
じ

て
い
ま
し
た
。 

バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
抑

圧
さ
れ
て
い
た
た
め
、
生
涯
を
通
じ
て
、
不
可

触
民
に
対
す
る
社
会
的
差
別
を
な
く
し
、
イ

ン
ド
国
民
全
員
の
社
会
的
・
経
済
的
な
平
等

を
維
持
す
る
た
め
に
戦
い
ま
し
た
。
バ
バ
サ
ヘ

ブ
は
、
不
可
触
民
へ
の
教
育
を
推
進
し
、
彼
ら

の
地
位
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
バ
バ

サ
ヘ
ブ
は
、
マ
ハ
ド
市
の
チ
ャ
ワ
ダ
ー
池
に
あ

る
公
共
の
飲
料
水
を
開
放
す
る
た
め
の
市
民

運
動
や
デ
モ
行
進
を
始
め
、
ナ
シ
ク
市
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
寺
院
カ
ラ
ラ
ム
に
入
る
権
利
を
求
め

て
戦
い
ま
し
た
。 

 

バ
バ
サ
ヘ
ブ
が
５
０
万
人
以
上
の
信
者
と

と
も
に
仏
教
に
改
宗
し
た
こ
と
は
、
世
界
最

大
の
改
宗
で
あ
っ
た
た
め
、
歴
史
的
な
出
来

事
と
な
り
ま
し
た
。
バ
バ
サ
ヘ
ブ
を
仏
教
に
導

い
た
偉
大
な
僧
侶
は
、
バ
バ
サ
ヘ
ブ
を
「
現
代

の
仏
陀
」
と
呼
び
、
「
菩
薩―

悟
り
を
開
い
た

存
在
」
と
も
呼
び
ま
し
た
。 

１
９
９
０
年
、
バ
バ
サ
ヘ
ブ
は
死
後
、
イ
ン

ド
最
高
の
民
間
人
賞
で
あ
る
バ
ラ
ー
ト
・ラ
タ

ナ
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。 

バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
改

革
者
で
あ
り
、
そ
の
遺
産
と
関
連
性
は
拡
大

し
続
け
て
い
ま
す
。
バ
バ
サ
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド

カ
ル
博
士
の
社
会
的
平
等
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

今
も
な
お
、
時
を
超
え
て
た
く
さ
ん
の
人
々

に
響
き
続
け
て
い
ま
す
。 

                                                                                             
          

ジ
ャ
イ
ビ
ー
ム 

‼ 

ナ
モ 

ブ
ッ
デ
ャ
ヤ 

‼ 

（Ｂ
Ａ
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ 

メ
ン
バ
ー
） 
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全
イ
ン
ド
人
女
性
が
羽
ば
た
く
た
め

の
羽
を
く
れ
た
方 

ウ
ル
ミ
ラ
・デ
ー
ヴ
ェ
ー
ン
ド
ラ 

  

   

女
性
と
は
社
会
の
真
の
建
築
家
で
あ
り
、

女
性
な
し
で
は
何
事
を
達
成
す
る
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。
こ
の
事
実
は
Ｂ
・
Ｒ
・ア
ン
ベ
ー
ド

カ
ル
博
士
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
、
イ
ン
ド
独
立

の
闘
争
が
最
高
潮
を
迎
え
た
頃
に
女
性
抑
圧

へ
の
懸
念
と
と
も
に
表
明
さ
れ
ま
し
た
。 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
、
経
済
的
な
自
由
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
多
様
性
の
市
民
権
獲
得
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
こ
そ
、
女
性
の
エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
真
髄
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

彼
は
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
達
成
す
べ

く
、
自
身
の
献
身
を
通
じ
て
そ
れ
を
証
明
し

た
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
イ
ン
ド
史
上
最
大
の

女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

一
つ
は
、
彼
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
か
ら
こ
そ

実
現
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。 女

性
は
自
身
、
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
彫
像

で
あ
り
、
常
に
表
舞
台
の
縁
の
下
の
力
持
ち

と
し
て
精
力
的
に
働
き
、
他
の
人
々
に
力
を

与
え
る
存
在
で
す
。
し
か
る
に
、
か
つ
て
の
イ

ン
ド
で
は
、
人
々
の
前
に
立
っ
て
社
会
運
動
に

参
加
す
る
女
性
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
実
際
、
女
性
に
と
っ
て

も
容
易
な
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

私
が
８
歳
の
頃
の
あ
る
日
、
文
盲
で
本
を

読
め
な
い
祖
母
に
私
は
、
本
を
読
ん
で
、
そ
の

中
の
韻
文
の
意
味
を
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う

せ
が
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
は
本

が
読
め
な
い
理
由
を
私
に
説
明
し
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、
私
に
は
な
ぜ
彼
女
が
本
を
読
め

な
い
の
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
と
う
と
う
、
彼
女
は
私
に
「
よ
く
お
聞

き
。
お
前
は
と
て
も
幸
運
な
ん
だ
よ
。
外
に
出

て
、
学
校
に
行
き
、
い
く
ら
で
も
し
た
い
こ
と

が
で
き
る
。
自
由
に
『
木
に
触
れ
て
』
お
い
で
。

私
が
い
つ
で
も
見
守
っ
て
い
る
か
ら
ね
」
と
言

っ
た
の
で
し
た
。 

そ
れ
か
ら
、
こ
う
続
け
ま
し
た
。
「
私
は
お

前
く
ら
い
の
年
齢
で
結
婚
し
た
。
私
は
夫
の
２

番
目
の
妻
で
、
２
０
人
子
を
産
み
、
そ
の
う
ち

７
人
だ
け
が
生
き
残
っ
た
。
私
が
最
後
か
ら

２
番
目
の
子
を
産
ん
だ
と
き
に
は
、
娘
も
最

初
の
子
を
産
ん
で
い
た
よ
。
身
の
周
り
を
越

え
て
の
行
動
は
許
さ
れ
ず
、
勝
手
に
し
ゃ
べ
る

権
利
も
な
く
、
一
日
お
き
に
殴
ら
れ
る
有
様

だ
っ
た
さ
。
私
に
は
自
分
の
人
生
を
謳
歌
す

る
権
利
が
な
く
、
『わ
が
家
』と
い
っ
て
も
女
は

所
属
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
男
性
中
心
社

会
で
、
奴
隷
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
。

お
前
は
私
に
も
話
し
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な

い
い
子
だ
か
ら
、
あ
ま
り
説
教
臭
い
こ
と
は
言

い
た
く
な
い
ん
だ
が
、
い
い
か
い
。
子
ど
も
時

代
が
終
わ
っ
て
母
親
に
な
り
、
母
親
か
ら
年

寄
り
と
な
る
間
に
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を

楽
し
む
時
間
な
ど
な
く
、
ま
し
て
人
間
ら
し

さ
な
ど
知
る
間
も
な
い
ま
ま
人
生
は
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
も
の
な
の
さ
。
そ
れ
で

も
私
は
、
平
等
と
い
う
権
利
を
享
受
し
た
お

前
達
の
世
代
を
こ
の
目
で
見
る
こ
と
が
で
き

て
幸
せ
じ
ゃ
よ
。
そ
れ
も
す
べ
て
、
私
た
ち
の

父
で
あ
る
バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

博
士
の
お
か
げ
さ
！
ジ
ャ
イ
ビ
ー
ム
！
し
っ
か

り
教
育
を
受
け
て
、
み
ん
な
が
誇
り
に
思
う

よ
う
な
人
に
な
っ
て
お
く
れ
」 

そ
の
時
の
私
に
は
、
彼
女
が
言
っ
て
い
る
こ

と
の
意
味
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
の
涙
を
湛
え
た
眼
差
し
が
ず
っ
と
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は
も
う
こ
の
世
に
い

ま
せ
ん
が
、
彼
女
が
話
し
て
く
れ
た
自
身
の

体
験
は
、
ま
さ
に
女
性
に
と
っ
て
の
生
き
地
獄

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。
私
は
、
自
分

が
思
い
通
り
の
人
生
を
送
る
た
め
に
は
一
番

必
要
な
自
由
で
あ
る
、
思
想
の
自
由
を
享
受

で
き
て
い
る
こ
と
に
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
私
が
そ
う
で
き
て
い
る
の
は
す
べ
て
、

バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
お

蔭
な
の
で
す
。 

２
１
世
紀
の
今
日
、
私
た
ち
は
今
さ
ら
の

よ
う
に
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
つ
い
て

論
じ
て
い
ま
す
が
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
の
核
心
部
分
は
、
偉
大
な
革
命
家
で
あ
る

バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
に
よ
っ

て
、
既
に
計
画
・
実
行
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
私

は
信
じ
る
も
の
で
す
。 

彼
は
そ
の
生
涯
を
懸
け
て
、
エ
ン
パ
ワ
ー
メ

ン
ト
の
た
め
、
そ
し
て
、
仏
教
由
来
の
平
等
、

自
由
、
友
愛
を
即
時
に
実
現
す
る
民
主
主
義

の
考
え
に
則
り
、
社
会
を
再
創
造
す
る
と
い

う
目
的
を
果
た
す
た
め
奮
闘
し
ま
し
た
。 

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
、
女
性
の
力
と
関

与
が
な
け
れ
ば
、
社
会
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
は

無
意
味
で
無
益
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と

信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
達
成
の
た
め
、
彼
は

女
性
た
ち
に
歴
史
的
な
「マ
ハ
ド
貯
水
池
の
サ

テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
」
に
参
加
す
る
よ
う
勧
め
ま

し
た
。
１
９
２
７
年
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士

は
、
３
０
０
人
の
女
性
と
そ
の
夫
ら
の
先
頭
に
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立
ち
、
「マ
ハ
ド
貯
水
池
の
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
」

を
率
い
ま
し
た
。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
で
は
、

女
性
が
男
性
と
一
緒
に
列
を
な
し
て
行
進
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
女
性
た
ち
に
団
結
を

鼓
吹
し
た
の
で
し
た
。 

別
の
折
に
彼
は
、
約
３
０
０
０
人
の
女
性
に

話
し
か
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。
「私

は
、
女
性
が
進
歩
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

た
度
合
い
に
よ
り
、
共
同
体
全
体
の
進
歩
具

合
を
測
る
。
結
婚
す
る
す
べ
て
の
女
子
を
し

て
夫
の
横
に
立
ち
、
夫
の
友
に
し
て
対
等
な
存

在
で
あ
る
と
主
張
し
、
夫
の
奴
隷
と
み
な
さ

れ
る
こ
と
を
拒
否
せ
し
め
よ
う
。
こ
の
ア
ド
バ

イ
ス
に
従
う
な
ら
、
あ
な
た
方
は
必
ず
自
分

自
身
に
名
誉
と
栄
光
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で

き
る
」 

彼
が
先
頭
に
立
っ
て
、
不
公
正
で
悪
質
な

社
会
慣
行
へ
の
反
対
を
唱
え
た
と
き
、
実
際

に
ひ
ど
く
の
さ
ば
っ
て
い
た
カ
ー
ス
ト
に
基
づ

く
社
会
的
か
つ
惰
性
的
な
悪
慣
行
の
中
に
は

例
え
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
に
人
を
献
納
し

仕
え
さ
せ
る
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ー
シ
ー
制
、
売
春
、

お
よ
び
児
童
婚
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
は

ボ
ン
ベ
イ
立
法
議
会
で
、
女
性
の
立
場
に
立
っ

て
家
族
を
規
定
す
る
措
置
を
強
く
推
進
し
ま

し
た
。 

バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
、

売
春
を
生
業
と
す
る
女
性
ま
で
も
含
め
、
階

級
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
悪
慣
行
に

従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
る
女
性
の
生
活
改
善
の

た
め
、
そ
の
人
生
を
捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
最
も

顕
著
な
例
は
、
カ
マ
テ
ィ
プ
ー
ラ
で
の
出
来
事

に
表
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ル
デ
ッ
ロ
に
、
売
春
宿

を
所
有
し
、
女
衒
を
し
て
い
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

と
い
う
男
が
い
ま
し
た
。
彼
は
、
バ
バ
サ
ー
ヘ

ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
思
想
と
教
え
と

に
感
化
啓
発
さ
れ
、
そ
の
生
業
を
や
め
ま
し

た
。
そ
し
て
、
売
春
婦
全
員
に
、
足
を
洗
っ
て

名
誉
あ
る
生
活
を
送
る
よ
う
呼
び
か
け
た
の

で
す
。 

バ
ラ
モ
ン
（
上
位
カ
ー
ス
ト
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
）
的
家
父
長
制
を
矯
正
す
べ
く
、
彼
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
他
の
イ
ン
ド
社
会
構
成
員

ら
双
方
の
た
め
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
規
定
法
案
を

起
草
す
る
こ
と
に
尽
力
し
ま
し
た
。
彼
は
ま

た
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
は
、
女
性
の

安
全
と
、
恐
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
幸
福
に
よ

っ
て
の
み
高
度
に
実
現
で
き
る
と
強
く
確
信

し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
個
人
法
成

立
に
貢
献
し
、
女
性
の
福
祉
と
公
民
権
保
護

の
た
め
に
イ
ン
ド
共
和
国
憲
法
に
多
く
の
女

性
福
祉
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
女
性
に

対
し
強
力
な
憲
法
上
の
保
障
を
提
供
し
ま
し

た
。 こ

の
間
、
彼
は
上
層
部
の
多
く
の
政
治
家

か
ら
強
い
反
発
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

彼
は
大
臣
の
職
を
辞
し
、
彼
ら
政
府
高
官
ら

が
女
性
の
権
利
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
に
対

す
る
不
満
を
表
明
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
は
女
性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
ら
が
抱
え
る
問
題

を
強
調
し
ま
し
た
。
「
プ
ル
ダ
ー
」（ス
カ
ー
フ
）

制
、
仏
教
へ
の
集
団
改
宗
、
女
性
イ
ス
ラ
ム
教

徒
の
法
的
権
利
追
求
を
通
じ
て
、
彼
の
世
俗

的
で
開
明
的
な
も
の
の
見
方
ま
で
が
、
世
間

で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
単
に
彼
は
政
治
用
語
と
い

っ
た
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
共
和
国
憲

法
の
中
に
も
女
性
の
権
利
を
盛
り
込
み
、
女

性
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
保
障
し
て
い

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
恵
ま
れ
な
い
女
性
や
、

教
育
を
受
け
て
い
な
い
女
性
ら
の
間
に
意
識

を
醸
成
し
、
差
別
や
不
正
と
戦
う
よ
う
彼
ら

を
鼓
舞
し
た
の
で
し
た
。 

彼
は
ま
ご
う
か
た
な
く
、
全
イ
ン
ド
人
女

性
が
歩
む
道
の
開
拓
者
で
あ
り
、
彼
女
ら
自

身
が
空
に
羽
ば
た
く
た
め
の
羽
を
与
え
て
く

れ
た
方
な
の
で
す
。
彼
は
ま
た
、
イ
ン
ド
共
和

国
憲
法
を
通
じ
、
呼
吸
す
る
自
由
や
合
法
的

に
考
え
表
現
す
る
自
由
を
女
性
た
ち
に
も
た

ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

上
記
の
よ
う
な
こ
と
全
て
を
、
私
が
こ
こ
に

記
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
皆
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼

の
お
蔭
な
の
で
す
。
バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
博
士
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！ 

（中
村
龍
海
訳
） 

  

  

Ｂ
・Ｒ
・ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士 

革
命
家
に
し
て
碩
学
、
虐
げ
ら
れ
し
者
た
ち

の
救
世
主 

デ
ー
ヴ
ェ
ー
ン
ド
ラ
・メ
ー
シ
ュ
ラ
ム
博
士 

こ
れ
ま
で
イ
ン
ド
文
化
は
、
そ
の
動
的
か
つ

複
雑
な
構
造
の
中
、
育
ま
れ
て
き
た
過
程
で
、

多
様
な
文
化
と
さ
ま
ざ
ま
な
移
住
者
の
統
合

と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
変
遷
し
て
き
ま
し
た
。
ブ

ッ
ダ
、
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
、
そ
し
て
ア
シ
ョ
ー
カ

王
の
時
代
は
、
イ
ン
ド
史
上
の
黄
金
時
代
と

看
做
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
る
に
、
イ
ン
ド
の

大
地
は
１
５
世
紀
以
降
と
も
な
る
と
、
カ
ー

ス
ト
、
肌
の
色
、
人
種
、
宗
教
、
言
語
、
ま
た
は

国
境
に
基
づ
き
虐
げ
ら
れ
し
数
多
の
人
々

（
貧
し
い
者
、
無
視
さ
れ
た
者
、
未
発
達
の
者
、

搾
取
さ
れ
た
者
、
差
別
さ
れ
た
者
、
女
性
、
労

働
者
、
指
定
カ
ー
ス
ト
、
指
定
部
族
そ
の
他
の
、

後
進
階
級
な
ど
か
ら
な
る
弱
者
）
に
対
す
る

支
配
者
の
非
人
道
的
な
振
る
舞
い
で
悪
名
高

い
国
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

ビ
ー
ム
ラ
ー
オ
・ラ
ー
ム
ジ
ー
・ア
ン
ベ
ー
ド

カ
ル
博
士
（
バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
博
士
の
尊
称
で
知

ら
れ
る
）
は
、
１
８
９
１
年
４
月
１
４
日
に
、
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 当
時
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
っ
た
マ
ハ
ー
ル
ら

の
集
落
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
社
会
構
成

員
は
下
位
カ
ー
ス
ト
と
看
做
さ
れ
、
上
位
カ

ー
ス
ト
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
ら
に
「
不
可
触
民
」

と
し
て
遇
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
下
位
カ
ー

ス
ト
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
彼

は
社
会
や
公
共
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て

屈
辱
と
差
別
的
待
遇
に
苦
し
み
抜
き
ま
し
た
。 

彼
は
、
学
生
時
代
か
ら
息
を
引
き
取
る
最
期

の
瞬
間
ま
で
、
こ
れ
ら
邪
悪
な
慣
行
と
向
き

合
い
、
解
決
策
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

社
会
お
よ
び
政
治
の
改
革
に
貢
献
し
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
い
く
つ
か
の
（
氷
山
の
一
角
に
過

ぎ
ま
せ
ん
が
）逸
話
を
共
有
し
、
彼
が
企
図
せ

ず
し
て
革
命
家
に
し
て
碩
学
、
虐
げ
ら
れ
し

者
た
ち
の
救
世
主
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を

紹
介
し
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
虐
げ
ら
れ
し
人
々
の
問
題
に
取
り

組
む
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
完
全
に
時
流
と
は

真
逆
の
方
法
で
あ
り
、
他
の
人
々
と
は
全
く

異
な
る
流
儀
に
よ
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
仏

教
由
来
の
自
由
、
平
等
、
友
愛
に
基
づ
い
た
哲

学
的
原
則
を
打
ち
樹
て
る
た
め
、
社
会
、
政

治
お
よ
び
宗
教
に
お
け
る
過
誤
か
ら
経
済
的

自
由
ま
で
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
る
業
績
を

残
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
共
和
国
憲
法
の
本
丸

と
し
て
、
彼
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
言
及
し
つ
つ
、

基
本
的
人
権
す
な
わ
ち
「
平
等
」
、
「
自
由
」
、

「
反
搾
取
」
、
「
信
教
の
自
由
」
、
「
文
化
お
よ
び

教
育
の
享
受
」と
い
っ
た
権
利
の
尊
重
を
唱
え

ま
し
た
。 

 １
． 

イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
は
世
界
的
な

問
題
と
な
る 

１
９
１
６
年
５
月
９
日
、
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
博
士
は
、
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）人
類
学

セ
ミ
ナ
ー
で
「
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
：
そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
、
起
源
、
展
開
」
と
題
さ
れ
た
論

文
を
発
表
し
、
イ
ン
ド
社
会
に
は
び
こ
る
暗

黙
の
事
実
を
告
発
し
ま
し
た
。
彼
は
、
イ
ン
ド

人
に
と
っ
て
の
局
所
的
か
つ
複
雑
な
問
題
と

さ
れ
て
い
る
カ
ー
ス
ト
制
度
が
、
今
後
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
が
地
球
上
の
他
の
地
域
に
移
住

す
る
に
及
び
、
世
界
的
な
問
題
に
拡
大
す
る

だ
ろ
う
と
い
う
、
自
身
の
真
剣
な
意
見
を
世

界
と
共
有
し
た
の
で
し
た
。 

 ２
． 

カ
ー
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
改
革
を
妨
害
す

る
凶
悪
な
武
器
で
あ
る 

５
月
１
５
日
、
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博

士
は
あ
る
ス
ピ
ー
チ
に
向
け
た
内
容
を
、
『
カ

ー
ス
ト
の
絶
滅
』
と
い
う
本
の
形
で
出
版
し
ま

し
た
。
そ
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
ジ
ャ
ッ
ト
・パ
ッ
ト
・

ト
ダ
ク
・
マ
ン
ダ
ル
が
主
催
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
チ
と
な
る
予
定
で
し
た
が
、

そ
の
後
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
招
待
は
取
り
下

げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
同
書
に
お
い
て
、

彼
は
バ
ラ
モ
ン
（
上
位
カ
ー
ス
ト
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
徒
）
に
こ
そ
カ
ー
ス
ト
の
起
源
を
め
ぐ
る

責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
国
の
政

治
お
よ
び
経
済
の
改
革
に
は
、
社
会
構
造
の

認
識
と
そ
の
変
革
が
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
カ
ー
ス
ト
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

自
身
が
現
実
の
社
会
を
改
革
す
る
こ
と
を
妨

げ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
す

べ
て
の
改
革
を
妨
害
す
る
凶
悪
な
武
器
で
あ

る
と
喝
破
し
て
い
ま
す
。 

 ３
． 

困
難
を
克
服
す
る
方
途 

１
９
４
８
年
、
バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド

カ
ル
博
士
は
、
「
言
語
州
と
し
て
の
マ
ハ
ー
ラ

ー
シ
ュ
ト
ラ
」
と
題
す
る
論
評
を
言
語
州
委
員

会
に
提
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
州
域
を
め
ぐ

り
実
行
可
能
な
主
張
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
、

言
語
州
の
背
後
に
あ
る
目
的
、
困
難
、
利
点
、

困
難
を
克
服
す
る
方
途
、
満
足
な
解
決
策
の

要
件
、
歴
史
、
さ
ら
に
は
人
口
、
面
積
、
収
入

な
ど
を
含
む
デ
ー
タ
の
分
析
に
焦
点
を
定
め

た
も
の
で
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
自
分
の

意
見
と
し
て
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
ま
す
、

「
単
な
る
言
語
の
統
一
、
つ
ま
り
、
共
通
の
言

語
を
話
す
機
関(

州)

が
実
現
し
た
と
し
て
も
、

本
来
、
他
の
多
く
の
要
因
の
結
果
で
も
あ
る

均
質
性
を
、
必
ず
し
も
保
証
す
る
と
は
限
ら

な
い
」と
。 

 ４
． 

科
学
的
社
会
主
義
お
よ
び
共
産
主
義
： 

１
９
５
６
年
１
２
月
、
バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・ア
ン

ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
、
ブ
ッ
ダ
（
紀
元
前
５
６

３
年
に
生
ま
れ
、
政
治
や
経
済
と
し
が
ら
み

を
断
っ
た
宗
教
の
創
始
者
）
と
カ
ー
ル
・
マ
ル

ク
ス
（
１
８
１
８
年
生
ま
れ
；
新
た
な
経
済
シ

ス
テ
ム
の
設
計
者
）の
思
想
を
比
較
し
た
結
果

を
詳
述
し
、
世
人
の
多
く
の
共
感
を
呼
ぶ
こ

と
に
な
る
草
稿
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。 

バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
博
士
は
関
連
す
る
議
論
を
あ

ら
ゆ
る
側
面
か
ら
検
討
し
、
カ
ー
ス
ト
と
無

縁
な
社
会
構
想
に
基
づ
く
ブ
ッ
ダ
の
教
理
は
、

マ
ル
ク
ス
の
共
産
主
義
よ
り
も
は
る
か
に
イ
ン

ド
と
親
和
性
が
あ
り
、
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
適

切
で
あ
ろ
う
と
明
確
に
主
張
し
た
の
で
し
た
。 
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５
． 

ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ 

『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』
は
１
９
５
７
年
、

バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
博
士
が
民
衆
の
た
め
執
筆
し
、

ボ
ン
ベ
イ
の
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
・
カ
レ
ッ
ジ
出
版

会
か
ら
出
版
し
た
仏
典
で
す
。
な
ぜ
仏
教
な

の
か
、
と
い
う
よ
く
あ
る
質
問
へ
の
答
え
と
し

て
、
彼
は
「
既
に
科
学
を
知
っ
て
い
る
現
代
人

が
宗
教
を
持
つ
と
し
た
ら
、
そ
の
理
性
に
適

う
唯
一
の
教
え
は
仏
教
で
あ
る
」
と
説
い
て
い

ま
す
。 

畢
竟
、
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
普

遍
的
な
博
愛
精
神
に
基
づ
く
、
強
力
な
統
一

イ
ン
ド
を
築
く
こ
と
を
夢
見
て
い
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
革
命
家
に
し
て
碩
学
、

救
世
主
た
る
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士

は
、
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
状
況
を
劇
的
に
改

善
し
た
の
で
す
。 

ダ
ス
教
育
協
会
創
立
者

w
w

w
.e

d
u
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a
s
u
c
s
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o
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バ
バ
サ
ー
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・
ア
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ド
カ
ル
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を

日
本
語
で
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中
村
龍
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ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士 

「ヴ
ァ
リ
シ
ン
ハ
へ
の
手
紙
」 

冨
士
玄
峰
訳 

 

 デ
リ
ー 

 
 

１
９
５
６
年
１
０
月
３
０
日
付 

親
愛
な
る
ヴ
ァ
リ
シ
ン
ハ
様 

 

１
９
５
６
年
１
０
月
２
５
日
の
あ
な
た
の

お
手
紙
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

そ
れ
は
確
か
に
偉
大
な
催
し
で
あ
り
、
改

宗
の
た
め
に
名
乗
り
出
た
群
衆
は
私
の
期
待

を
超
え
ま
し
た
。
す
べ
て
上
手
く
い
っ
た
こ
と

を
仏
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

私
は
喜
ん
で
い
ま
す
。
我
々
が
未
来
に
向

け
て
継
続
す
る
発
展
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
の
事
業
を
上
手
く
始
め
る
よ
う
に
あ
な

た
が
実
現
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
を
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
仏
の
教
え
に
帰
依
し
、

私
の
言
葉
を
受
け
入
れ
た
大
衆
に
仏
教
の
教

え
を
与
え
る
方
法
と
手
段
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
人
々
に
仏
法
を
教

え
る
た
め
に
は
多
数
の
活
動
家
を
養
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
実
行
す
る
た
め

の
最
良
の
担
当
者
は
比
丘
で
す
。
彼
ら
は
、
素

人
の
誰
に
も
で
き
な
い
偉
業
を
彼
ら
と
共
に

実
行
す
る
で
し
ょ
う
。 

私
が
思
う
に
、
比
丘
た
ち
は
、
成
さ
れ
る
べ

き
大
き
な
仕
事
が
彼
ら
を
待
っ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
大
い
に
仕
合
せ
で
あ
る
べ
き
で
す
。

比
丘
に
と
っ
て
唯
一
の
困
難
は
彼
ら
が
彼
等

民
衆
の
言
葉
を
学
ぼ
う
と
し
な
い
こ
と
で
す
。

私
は
サ
ン
ガ
が
そ
の
外
見
を
変
え
て
、
彼
ら

が
世
捨
て
人
と
成
る
代
わ
り
に
、
キ
リ
ス
ト

教
の
宣
教
師
の
よ
う
な
社
会
活
動
家
や
、
社

会
的
な
布
教
師
へ
と
変
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
が
述
べ
る
よ
う
に
、

今
日
、
彼
等
は
ア
ラ
ハ
ン
（
聖
者
）
で
も
な
く
、

社
会
の
有
用
な
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
事
実
を
彼
ら
に
痛
感
さ
せ
、
彼
ら
が
ダ

ン
マ
（仏
法
）
の
説
教
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

仏
陀
に
よ
く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
を
認
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

私
は
、
比
丘
と
在
家
者
に
仏
教
の
基
礎
を

教
え
、
イ
ン
ド
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
学
ば

せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
派
遣
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
理
論
的
な
セ
ミ

ナ
ー
を
開
く
と
い
う
あ
な
た
の
考
え
に
賛
成

い
た
し
ま
す
。 

そ
の
こ
と
に
関
す
る
イ
ン
ド
の
若
者
た
ち

の
考
え
を
知
る
限
り
、
修
道
院
的
な
思
想
を

学
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
で
す
。
一
番
い
い
方
法
は
、
日
本
の
結
婚
し

た
僧
侶
の
よ
う
な
、
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
行
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
可

能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
た

ち
は
彼
ら
の
教
育
期
間
中
、
そ
し
て
彼
ら
が

僧
侶
と
し
て
一
般
社
会
に
出
た
後
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
た
め
の
手
段
を
見
つ
け
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。 

ボ
ン
ベ
イ
で
の
改
宗
式
は
、
お
そ
ら
く
１
２

月
に
場
所
を
発
表
す
る
で
し
ょ
う
、
お
そ
ら

く
、
多
く
の
人
々
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
得
ら

れ
な
い
交
通
手
段
が
得
ら
れ
る
ク
リ
ス
マ
ス
の

休
暇
中
に
場
所
を
取
れ
る
で
し
ょ
う
。
ボ
ン
ベ

イ
の
人
々
と
相
談
し
た
後
、
私
は
あ
な
た
に

正
確
な
日
時
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

                                                  
 

私
は
貴
方
が
「
大
菩
提
会
会
報
」
に
、
ナ
グ

プ
ー
ル
の
式
典
の
全
容
を
掲
載
し
て
下
さ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
私
は
貴
方
に
特
に
次

の
点
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

１
． 

最
初
の
日
、
お
よ
そ
３
８
万
人
の
人
々

が
仏
教
に
改
宗
し
ま
し
た
。
多
く
の
人
々

が
式
典
後
に
到
着
し
ま
し
た
の
で
、
翌
日
、

２
回
目
の
式
典
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
最
初
の
項

目
と
し
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

２
． 

１
９
５
６
年
１
０
月
１
６
日
に
チ
ャ
ン

ダ
で
別
の
会
議
が
あ
り
、
夕
方
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
別
の
改
宗
の
式
典
が
開

催
さ
れ
、
３
０
万
の
人
々
が
改
宗
し
ま
し

た
。 

３
． 

昨
日
の
新
聞
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
に
よ
る

と
、
私
が
去
っ
た
後
も
ア
コ
ラ
で
再
び
改
宗

式
が
行
わ
れ
、
２
千
人
以
上
の
人
々
が
改

宗
し
た
と
の
こ
と
。 

４
． 

そ
の
「Na

v
y
u
g

」
と
い
う
マ
ラ
テ
ィ
ー

紙
は
、
ナ
グ
プ
ー
ル
で
の
改
宗
式
の
式
典

に
参
加
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
い
く
つ
か
の
素
晴

ら
し
い
写
真
を
掲
載
し
た
こ
と
。 
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 ５
． 

私
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
手
紙
を
受
け

取
っ
て
い
る
こ
と
。 

も
し
あ
な
た
が
「
大
菩
提
会
会
報
」
に
記
事

を
掲
載
し
て
、
写
真
を
載
せ
た
い
と
お
望
み

で
あ
れ
ば
、
同
じ
写
真
を
手
に
入
れ
る
の
を

手
伝
い
ま
す
。
ど
う
か
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

私
た
ち
の
ツ
ア
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
あ

な
た
の
お
尋
ね
に
関
し
て
は
、
貴
方
に
お
送
り

し
た
コ
ピ
ー
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

あ
な
た
は*

*
*
*
 

そ
れ 

**
*

を
知
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
私
は
サ
ル
ナ
ー
ト
に
参
り
ま
す
。                                    

敬
具 

      

署
名 (

Ｂ
．
Ｒ
．
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル) 

イ
ン
ド
大
菩
提
会 

シ
ュ
リ 

Ｄ
．
ヴ
ァ
リ
シ
ン
ハ
事
務
総
長
様 

 （解
説
） 

藤
吉
慈
海
先
生
は
論
文
「
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

の
仏
教
観
」
を
以
下
の
文
章
で
結
ん
で
お

ら
れ
る
。 

「
そ
の
目
的
は
あ
る
程
度
達
成
せ
ら
れ
、
彼

の
死
後
、
新
仏
教
徒
の
数
は
急
激
に
増
加

し
て
い
る
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

新
仏
教
徒
の
指
導
の
問
題
が
の
こ
さ
れ
て

い
る
が
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
遺
志
は
必
ず

達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
を
創
立
者
と
し
、
ヴ
ァ
リ
シ

ン
ハ
に
継
承
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
大
菩
提

会
の
仏
教
復
興
運
動
が
主
と
し
て
仏
蹟
の

復
興
と
イ
ン
テ
リ
を
基
盤
と
す
る
運
動
で

あ
る
の
に
対
し
、
イ
ン
ド
中
部
か
ら
西
部
の

農
村
に
お
こ
っ
た
こ
の
新
仏
教
復
興
運
動

が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
歩
み
を
し
て
行
く

か
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
指
導

に
挺
身
す
る
日
本
仏
教
徒
の
渡
印
を
要
請

し
て
來
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
際
、
深
く
反

省
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
」

と
。
（
注
：
現
在
の
我
々
関
係
者
・
支
援
者

は
イ
ン
ド
仏
教
徒
と
呼
ん
で
、
新
仏
教
徒

と
い
う
呼
称
は
自
覚
的
に
用
い
て
い
ま
せ

ん
。
） 

そ
し
て
運
命
の
人
、
佐
々
井
秀
嶺
上
人

は
、
タ
イ
の
僧
院
か
ら
イ
ン
ド
へ
、
ラ
ー
ジ

ギ
ル
の
日
本
山
妙
法
寺
仏
舎
利
塔
建
設
工

事
を
手
伝
い
、
仏
跡
巡
拝
を
し
て
か
ら
帰

国
し
よ
う
と
す
る
そ
の
と
き
に
、
龍
樹
菩

薩
の
霊
告
を
受
け
、
未
知
で
あ
っ
た
ナ
グ

プ
ー
ル
へ
入
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ベ

ー
ド
カ
ル
没
後
１
２
年
目
で
あ
っ
た
。 

こ
の
「
ヴ
ァ
リ
シ
ン
ハ
へ
の
手
紙
」
の
中
で

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
が
「
一
番
い
い
方
法

は
、
日
本
の
結
婚
し
た
僧
侶
の
よ
う
な
、
ま

た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
行

っ
た
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
彼
ら
の
教

育
期
間
中
、
そ
し
て
彼
ら
が
僧
侶
と
し
て

一
般
社
会
に
出
た
後
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
の
手
段
を
見
つ
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ナ
ガ
ー
リ

カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
も
ヴ
ァ
リ
シ
ン
ハ
も
来

日
経
験
が
あ
り
、
日
本
の
僧
侶
の
ほ
と
ん

ど
が
家
庭
を
持
ち
つ
つ
活
発
に
活
動
し
て

い
る
こ
と
を
実
見
し
、
感
銘
を
受
け
た
こ

と
を
表
明
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
博
士
も
読
ん
で
、
関
心
を
持
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
大
菩
提
会
も
博
士
も
大

乗
仏
教
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。 

大
菩
提
会
、
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・ダ
ル
マ
パ

ー
ラ
、
ヴ
ァ
リ
シ
ン
ハ
の
詳
細
に
つ
い
て
は

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
等
を
参
照
し
て
下
さ
い
。 

  

 

２
０
２
０
年
４
月
１
４
日 

『ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
生
誕
祭 

O
N

L
IN

E

』 

高
山
龍
智 

 

 

去
る
４
月
１
４
日
、
日
本
で
暮
ら
す
現
代

イ
ン
ド
仏
教
徒
に
よ
る
『
第
１
２
９
回
ア
ン
ベ

ー
ド
カ
ル
博
士
生
誕
祭
オ
ン
ラ
イ
ン
』
が
開
か

れ
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
蔓

延
を
受
け
、
ス
カ
イ
プ
を
活
用
し
て
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。 

 

折
し
も
こ
の
日
は
イ
ン
ド
政
府
が
当
初
予

定
し
て
い
た
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン(

公
共
封
鎖)

の
期

限
で
し
た
が
、
同
日
現
地
時
間
午
前
１
０
時
、

イ
ン
ド
首
相
ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
・
モ
ー
デ
ィ
ー
氏

は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
、
「５
月
３
日
ま
で
ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン
を
延
長
し
ま
す
」
と
発
表
。
ス
ピ
ー
チ

の
冒
頭
、
モ
ー
デ
ィ
ー
首
相
は
「
今
日
と
い
う

日
は
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
生
誕
記
念
日

で
も
あ
り
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
も
そ

も
彼
は
カ
シ
ミ
ー
ル
問
題
に
関
し
、
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
博
士
が
起
草
し
た
イ
ン
ド
憲
法
に 

〝
初
め
て
手
を
入
れ
た
〟
首
相
な
の
で
す
か

ら
、
考
え
て
み
れ
ば
何
と
も
お
か
し
な
話
で

す
。 

 

ま
し
て
や
、
最
初
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
実
施
の

際
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
話
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』に

記
さ
れ
た
「
ラ
ク
シ
ュ
マ
ン
・
レ
カ
ー(

結
界)

」

を

S
o
c
ia

l D
is

ta
n
c
in

g

の
た
め
に
引
用

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た

『
世
俗
国
家
イ
ン
ド
』
の
大
原
則
に
反
し
て
い

ま
す
。 

 

そ
ん
な
中
、
ふ
る
さ
と
を
遠
く
離
れ
、
ア
ジ

ア
の
東
端
で
生
活
す
る
改
宗
仏
教
徒
た
ち
は
、

お
の
お
の 

♯S
ta

y
H

o
m

e

を
守
り
な
が
ら
、

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て 

「वि
श्व

 
र
त्न

 
ब
ोवि

स
त्व

 
ड
ॉ  
ब
ाब
ा  
स
ाहे
ब
 

अ
म्ब
ड
क
र
 (

ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
・ラ
ト
ナ
、
ボ
ー
デ
ィ

サ
ッ
ト
ヴ
ァ
、
ド
ク
タ
ル
・
バ
ー
バ
ー
・
サ
ー
ヘ
ブ
、

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
。
世
界
の
宝
、
菩
薩
、
聖
者
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士)

」 

の
生
誕
を
お
祝
い
し
ま
し
た
。 

こ
の
日
に
行
な
っ
た
私
の
法
話(

ヒ
ン
デ
ィ
ー

語)

を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
に

な
り
ま
す
。 
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如
来
無
上
等
正
覚
、
そ
し
て
菩
薩
聖
者
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
に
帰
依
し
奉
る
。 

 

今
日
は
第
１
２
９
回
ビ
ー
ム
ラ
ー
オ
・
ラ
ー

ム
ジ
ー
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
生
誕
祭
で
す
ね
。

共
に
お
祝
い
し
ま
し
ょ
う
。 

 

さ
て
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、

今
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
中
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
は
、
誰
に
で
も
感

染
し
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
的
な
弱
者
が
も
っ

と
も
苦
し
め
ら
れ
ま
す
。 

 

そ
ん
な
時
、
モ
ー
デ
ィ
ー
さ
ん
は
「ラ
ク
シ
ュ

マ
ン
・
レ
カ
ー(

結
界)

」
と
言
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
〝
線
を
引
け
〟
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

 

そ
の
線
が
隔
て
る
の
は
、
シ
ー
タ
ー
姫
と
魔

王
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
、
浄
と
穢
、
そ
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
と
そ
れ
以
外
の
宗
教
で
し
ょ
う
。 

 

三
月
末
、
首
都
デ
リ
ー
で
開
か
れ
た
イ
ス
ラ

ム
教
の
集
会
「
タ
ブ
リ
ギ
・
ジ
ャ
マ
ー
ト
」
に
お

い
て
コ
ロ
ナ
の
集
団
感
染
が
起
こ
り
、
ホ
ッ
ト

ス
ポ
ッ
ト
化
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
至
上
主
義
者
に
よ
る
他
宗
教

へ
の
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
も
発
生
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
道
を
踏
み
外
し
た
振
る

舞
い
で
す
。
私
た
ち
が
〝
線
を
引
く
〟
べ
き
と

こ
ろ
は
、
知
性
と
迷
信
・
正
義
と
不
正
義
・
寛

容
と
不
寛
容
、
そ
の
間
で
す
。 

 

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
、
忘
れ
ち
ゃ

ダ
メ
で
す
よ
。 

う
が
い
、
手
洗
い
、
そ
し
て
正
法(

サ
ッ
ダ
ン

マ)

を
ね
。
ジ
ャ
イ
・
ビ
ー
ム
！ 

                              

      
 
 

 
 

                       

イ
ン
ド
現
地
報
告 亀

井
竜
亀 

 １
月
１
日 

ナ
グ
プ
ー
ル
ル
ン
ビ
ニ
ー
ナ
グ
リ
開
発
土

地
の
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
像
落
慶
式
に
出

席
。
つ
づ
い
て
、
ラ
ム
テ
ク
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
に
て

協
会
長
マ
イ
ス
カ
ル
氏
命
日
法
要
、
ナ
グ
プ

ー
ル
サ
ッ
ダ
ル
マ
寺
で
協
会
員
ラ
ー
ジ
ク
マ
ル

氏
誕
生
会
に
参
列
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 
 

 
 

※
昨
年
の
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

博
士
生
誕
祭
の
レ
ポ
ー
ト

を
、
高
山
師
の
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
記

事
よ
り
転
載
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

※
今
回
の
こ
の
取
り
組
み
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
系
ニ
ュ

ー
ス
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
「आ

व
ाज़

 IN
D

IA
(

イ
ン
ド
の
声)

」

で
も
大
き
く
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 
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 イ
ン
ド
の
共
和
国
記
念
日 

１
月
２
６
日
。
１
９
５
０
年
１
月
２
６
日
に

イ
ン
ド
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
共
和
国
と
な
っ

た
こ
と
を
記
念
す
る
日
。 

朝
か
ら
佐
々
井
上
人
は
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

カ
レ
ッ
ジ
で
の
式
典
、
イ
ン
ド
ラ
寺
、
憲
法
交

差
点
、
Ｄ
ｒ
．
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
国
際
空
港
へ
、 

そ
し
て
イ
ン
ド
ラ
交
差
点
に
新
た
に
建
立
さ

れ
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
像
落
慶
式
に
参

加
さ
れ
ま
し
た
。 

 
  

 

 
 

 

１
月
３
０
日 

D
r.

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
大
学
ス
ポ
ー
ツ
ア
カ

デ
ミ
ー
主
催
で
行
わ
れ
た
ク
リ
ケ
ッ
ト
大
会

の
表
彰
式
に
出
席
さ
れ
ま
し
た
。 

 

２
月
３
日 

マ
ッ
デ
ィ
ヤ
・プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
リ
ド
ラ
に
て 

山
上
９
メ
ー
ト
ル
の
仏
像
建
立
に
向
け
て
地

鎮
祭
、
菩
提
樹
植
樹
祭
を
行
い
ま
し
た
。 

 

 ２
月
６
日 

チ
ャ
ッ
テ
ィ
ス
ガ
ル
州 

ド
ン
ガ
ル
カ
ル
仏
教
大
会 

例
年
日
本
か
ら
南
天
会
ツ
ア
ー
の
皆
さ
ま

が
参
加
さ
れ
て
い
た
仏
教
大
会
で
す
が
、
今

年
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
日
本
か
ら
は
参
加
で

き
ず
、
し
か
し
例
年
通
り
地
元
の
人
達
で
盛

大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
佐
々
井
上
人
は
、

山
頂
ま
で
駕
籠
に
乗
っ
て
登
ら
れ
ま
し
た
。 
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２
月
７
日 

午
前
、
ラ
マ
イ
ブ
ッ
ダ
ビ
ハ
ー
ル/

ナ
グ
プ
ー
ル 

タ
イ
か
ら
供
養
さ
れ
た
仏
像
の
建
立
記
念
式

典
。 

 

 

午
後
、
コ
ン
ダ
サ
ワ
リ
病
院 

無
医
村
の
巡
回
診
療
を
行
っ
て
３
年
目
、
毎

年
こ
の
事
業
を
支
え
て
く
だ
さ
る
人
達
を
招

い
て
記
念
行
事
を
開
催
し
て
い
ま
す
。   

２
月
１
０
日 

佐
々
井
上
人
の
御
弟
子
で
あ
る 

ナ
ー
ガ
ゴ
ー
シ
ャ
バ
ン
テ
ー
ジ
（
８
６
歳
）が

心
臓
発
作
の
為
御
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し

た
。 ナ

ー
ガ
ゴ
ー
シ
ャ
バ
ン
テ
ー
ジ
は
佐
々
井

上
人
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
奪
還
闘
争
に

参
加
さ
れ
、
２
５
年
以
上
に
わ
た
っ
て
活
動

を
共
に
さ
れ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。 

当
日
は
朝
の
御
勤
め
そ
し
て
佐
々
井
上
人

へ
の
挨
拶
を
済
ま
せ
て
、
自
室
ベ
ッ
ド
の
上
で

静
か
に
息
を
引
き
取
ら
れ
ま
し
た
。 

佐
々
井
上
人
「美
し
い
逝
き
方
だ
っ
た
」 

最
後
の
最
後
ま
で
菩
薩
道
を
全
う
さ
れ
ま
し

た
。
心
よ
り
御
冥
福
を
御
祈
り
致
し
ま
す
。 
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２
月
１
９
日 

マ
ハ
ー
ラ
シ
ュ
ト
ラ
州
議
員
ニ
ッ
テ
ィ
ン
ラ

ウ
ト
氏
御
子
息
結
婚
披
露
宴
に
て
導
師
を
つ

と
め
ら
れ
ま
し
た 

 

３
月
１
１
日 

午
前
、
マ
ン
セ
ル
文
殊
師
利
菩
薩
大
寺
に

て
東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
祭
。 

午
後
よ
り
、
龍
樹
菩
薩
大
寺
に
て
龍
樹
山

記
念
大
祭
。 

今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
大
人
数
の
集
ま
り
が

禁
止
と
な
り
少
人
数
で
の
開
催
と
な
り
ま
し

た
。 

 

 

（
編
集
部
よ
り
） 

 

現
在
マ
ハ
ー
ラ
シ
ュ
ト
ラ
州
は
４
月
３
０
日

ま
で
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
（夜
間
・
週
末
外
出
禁
止
、

食
料
品
以
外
の
店
舗
の
閉
鎖
）と
な
っ
て
い
ま

す
。
イ
ン
ド
全
体
と
し
て
も
昨
年
９
月
の
感

染
拡
大
を
超
え
る
第
２
波
に
突
入
し
、
累
計

の
死
者
数
は
１
６
万
人
を
超
え
、
局
地
的
に

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
や
移
動
制
限
な
ど
が
厳
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。
抗
体
検
査
や
ワ
ク
チ
ン
接
種

な
ど
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
経
済
的
な

困
窮
も
深
刻
な
中
、
第
２
波
の
急
拡
大
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。 

亀
井
師
は
、
国
際
線
の
運
航
停
止
に
よ
る

ビ
ザ
の
特
例
措
置
で
１
年
を
超
え
る
イ
ン
ド

滞
在
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
か
ら
イ
ン
ド
へ
行

く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
佐
々
井

上
人
の
体
調
管
理
や
日
本
と
の
連
絡
な
ど
で

大
変
な
負
担
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
是
非

日
本
か
ら
の
応
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

              

 

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
裁
判
報
告 

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響

を
受
け
、
イ
ン
ド
最
高
裁
で
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
と

な
っ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
奪
還
の

裁
判
闘
争
に
関
し
、
佐
々
井
上
人
と
弁
護
団

は
１
月
２
２
日
に
早
期
の
再
開
を
求
め
る
陳

情
を
行
い
ま
し
た
。  

 
 
 

（中
村
龍
海
訳
） 

 

イ
ン
ド
最
高
裁
判
所
内 

民
事
裁
判
控
訴 

訴
状
書
面
（民
事
）20

1
2

年N
o
. 3

8
0
 

原
告 

ア
ー
リ
ヤ
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ 

佐
々
井

秀
嶺
上
人 

他 

 
 
 
 
 
 
 
 

対 

被
告 

ユ
ニ
オ
ン
・オ
ブ
・イ
ン
デ
ィ
ア 

他 

早
期
の
公
聴
会
開
催
を
求
め
る
原
告
申
し
入
れ 

名
誉
あ
る
イ
ン
ド
最
高
裁
判
所
長
官 

及
び 

判

事
各
位 

殿 

<

原
告
陳
情
書>

 

謹
ん
で
陳
情
い
た
し
ま
す
。 

１
．
上
記
訴
訟
は
名
誉
あ
る
貴
裁
判
所
に
て
係
争
中

で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
簡
便
を
図
り
、
ま

た
繰
り
返
し
の
煩
を
避
け
る
た
め
、
添
付
の
書
類

を
ご
高
覧
く
だ
さ
い
。 

２
．
当
初
、
原
告1

と
他
の
原
告
は
、
名
誉
あ
る
貴
裁

判
所
に
て
未
決
の
訴
訟
の
係
争
が
、
連
合
政
府
自

身
に
よ
り
問
題
解
決
が
図
ら
れ
る
旨
、
政
府
か
ら

伝
達
さ
れ
た19

9
2

年
のN

o
. 8

7
1

と19
9
3

年
のN

o
. 6

5

の
訴
状
書
面
（民
事
）
を
提
出
し
て

い
ま
し
た
。
原
告1

は
一
旦
、
名
誉
あ
る
貴
裁
判
所

を
離
れ
、
争
議
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に

訴
状
を
再
提
出
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
を
棄

却
し
ま
し
た
。 

３
．
長
き
に
わ
た
る
待
機
を
忍
受
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、19

4
9

年
の
「ボ
ド
ガ
ヤ
ー
寺
院
法
」
の
違

憲
条
項
に
よ
り
、
原
告
と
数
多
く
い
る
イ
ン
ド
仏

教
徒
ら
は
、
ビ
ハ
ー
ル
州
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
大
菩
提

寺
の
独
占
的
な
管
理
権
を
拒
否
さ
れ
ま
し
た
。 

４
．
最
終
的
に
、
原
告
は2

0
12

年

7

月
に
名
誉
あ

る
貴
裁
判
所
に
職
務
執
行
令
状
お
よ
び/

ま
た
は

そ
の
他
の
適
切
な
令
状/

命
令/

指
示
を
求
め
、

1
9

4
9

年
の
「ボ
ド
ガ
ヤ
ー
寺
院
法
」第3

項
（2

）、

第3

項
（3

）へ
の
た
だ
し
書
き
、
第1

0

項
（1

）（d

）、

第1
1

項
（1

）、
第1

2

項
お
よ
び
第1

6

項
は
、
イ

ン
ド
共
和
国
憲
法
第2

5

条
お
よ
び
第2

6

条
に

違
反
し
て
い
る
こ
と
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
寺
院
管
理

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
仏
教
信
仰
を
公
言
す
る
人

物
に
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
被
告

1

お
よ
び

2

が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
大
菩
提
寺
の
管
理
と
管
掌
が
仏

教
徒
だ
け
に
委
ね
ら
れ
、
非
仏
教
徒
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
ー
大
菩
提
寺
に
非
仏
教
の
宗
教
的
慣
習
と
儀
式

を
持
ち
込
む
こ
と
に
対
す
る
制
限
を
保
証
す
る
よ

う
命
ず
る
こ
と
、
と
宣
言
す
る
本
訴
状
書
面
提
出

に
至
り
ま
し
た
。 

５
．
ユ
ニ
オ
ン
・オ
ブ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
（
こ
こ
で
い
う
被
告

1

）
は
、20

1
3

年8

月3
0

日
にL

d
. A

S
G

（弁

【亀井竜亀インド滞在支援】 

ゆうちょ銀行 

口座番号 01390-3-107440 

加入者名 亀井竜亀 

※その他の金融機関から振り込む場合 

ゆうちょ銀行一三九支店(イチサンキュウ)139 

預金種目：当座   口座番号：0107440 

滞在支援隊としていろいろな業務をお願いして

いるお弟子の亀井竜亀さんへのご支援もよろし

くお願いします。 
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護
士
）が
発
し
た
声
明
に
従
っ
て
、
反
対
宣
誓
供
述

書
を
提
出
す
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

６
．
ビ
ハ
ー
ル
州
（被
告

2

）は
回
答
を
提
出
し
、
こ
れ

に
対
し
て
原
告
は
第
二
宣
誓
供
述
書
を
提
出
し
ま

し
た
。 

７
． 2

0
1
3

年9

月2
7

日
付
け
命
令
参
照
：名
誉

あ
る
貴
裁
判
所
は
、
同
書
面
で
訴
状
の
手
続
き
が

完
了
し
た
こ
と
を
喜
ば
し
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
同
書
面
に
よ
る
請
願
書
は
、20

12

年
の
訴
状
書
面
（c

）41

と
と
も
に
、
し
か
る
べ
き

日
を
定
め
て
の
最
終
処
分
の
た
め
、
リ
ス
ト
に
追

加
さ
れ
る
よ
う
指
示
さ
れ
ま
し
た
。 

８
．
本
訴
状
に
関
連
す
る
問
題
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
徒

は
も
と
よ
り
、
世
界
中
の
仏
教
信
徒
の
感
情
、
信

念
、
宗
教
的
慣
行
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、

国
際
的
に
重
要
で
あ
る
た
め
、
こ
の
訴
状
内
容
を

優
先
的
に
成
立
さ
せ
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
必

要
で
も
あ
り
、
か
つ
適
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

訴
状
に
関
す
る
早
期
の
公
聴
会
開
催
と
処
分
命
令

の
成
立
と
を
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
次
第
で
す
。

さ
ら
に
、
本
訴
状
の
件
を
追
及
し
て
き
た

19
5
5

年
、
日
本
生
ま
れ
の
比
丘
す
な
わ
ち
仏
教
僧
で
あ

る
原
告1

は
、
今
で
は
非
常
に
高
齢
と
な
っ
て
お
り
、

彼
の
健
在
な
う
ち
に
本
訴
状
に
関
す
る
最
終
的
な

裁
定
が
見
ら
れ
る
よ
う
、
熱
意
を
も
っ
て
委
ね
て

お
ら
れ
ま
す
。 

<

宣
誓>

 

よ
っ
て
、
名
誉
あ
る
貴
裁
判
所
が
、 

ａ
） 2

0
1
2

年
の
訴
状
書
面
（c

）41

と
と
も
に
、
上
記

訴
状
書
面
を
早
期
に
審
理
す
る
た
め
の
適
切
な
命

令
を
成
立
せ
ら
れ
ん
こ
と 

ｂ) 

適
切
か
つ
妥
当
で
あ
り
、
正
義
の
利
益
の
た
め

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
他
の
さ
ら
な
る
命
令
を
可

決
さ
れ
ん
こ
と
を
、
最
大
限
の
敬
意
を
表
し
て
祈

念
い
た
す
も
の
で
す
。 

原
告
代
表 

レ
ー
カ
・パ
ン
デ
イ 

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー 

2
0

2
1

年1

月2
2

日 

イ
ン
ド
最
高
裁
判
所 

民
事
上
訴
管
轄
権 

訴
状
書
面
（民
事
）20

1
2

年N
o
. 3

8
0
 

原
告 

ア
ー
リ
ヤ
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ 

佐
々
井

秀
嶺
上
人 

他 

 
 
 
 
 
 
 
 

対 

被
告 

ユ
ニ
オ
ン
・オ
ブ
・イ
ン
デ
ィ
ア 

他 

<

宣
誓
供
述
書>

 

故
・
佐
々
井
ア
キ
コ
の
息
子
で
、
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ

ト
ラ
州
、
ベ
ゾ
ン
バ
ー
グ
、
イ
ン
ド
ラ
・
ブ
ッ
ダ
・
ヴ

ィ
ハ
ー
ラ
在
住
の
私
、
ア
ー
リ
ヤ
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ 

佐
々
井
秀
嶺

8
5

歳
は
、
こ
こ
に
次
の
よ
う

に
厳
粛
に
誓
い
申
し
述
べ
ま
す
。 

１
．
私
は
、
上
記
訴
状
書
面
の
原
告1

で
あ
り
、
本
件

の
諸
事
実
や
状
況
に
十
分
精
通
し
、
本
宣
誓
供
述

書
を
誓
う
資
格
を
有
し
ま
す
。 

２
．
添
付
し
た
早
期
の
公
聴
会
開
催
を
求
め
る
申
請

書
は
、
私
の
指
示
の
下
で
作
成
お
よ
び
起
草
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
私
の
知
識
に
照
ら

し
て
真
実
、
か
つ
正
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

宣
誓
証
人 

（佐
々
井
師
署
名
） 

証
明
： 

こ
の
宣
誓
供
述
書
の
内
容
は
私
の
知
識
に
照
ら
し

て
真
実
、
か
つ
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
何

事
も
隠
匿
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、20

2
1

年1

月

2
2

日
に
ナ
グ
プ
ー
ル
に
て
確
認
し
ま
し
た
。 

宣
誓
証
人 

（佐
々
井
師
署
名
） 

  

パ
ウ
ニ
大
仏
像
復
旧
経
過
報
告 

 

昨
年
４
月
、
巨
大
暴
風
雨
に
よ
っ
て
倒
壊

し
た
パ
ウ
ニ
大
仏
像
（
龍
族
１
９
号
に
て
告
知
）

は
、
皆
様
か
ら
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
修
復

作
業
が
進
ん
で
い
ま
す
。
胴
体
部
分
の
復
旧

が
完
了
し
残
り
は
頭
部
の
み
と
な
り
ま
し
た
。 

ご
支
援
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

  

佐
々
井
秀
嶺
資
料
室 

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 

２
０
２
０
年
１
２
月
５
日
６
日
、
Ｂ
．
Ｒ
．

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
及
び
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ブ
ッ

デ
ィ
ズ
ム
研
究
会
（
Ｂ
Ｒ
Ａ
研
）
の
鈴
木
晋
一

先
生
、
根
本
達
先
生
、
佐
々
井
資
料
室
小
林
、

の
資
料
保
存
チ
ー
ム
は
、
茨
城
キ
リ
ス
ト
教

大
学
に
て
写
真
家
の
福
持
英
助
氏
の
指
導
に

よ
り
、
佐
々
井
師
日
記
の
デ
ー
タ
化
を
再
開

い
た
し
ま
し
た
。 

資
料
室
で
は
２
０
１
３
年
、
２
０
１
４
年
と

イ
ン
ド
に
て
福
持
氏
に
よ
り
約
２
万
点
の
資

料
撮
影
を
終
了
し
て
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ン
ド
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日
本
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全
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移
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せ
、

保
管
し
て
い
ま
し
た
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あたたかいご支援ありがとうございます 

【特別支援金寄付者ご芳名】 
※上記期間中に年会費とは別に支援金をいただいた方のお名前です。 

 

伊藤友人 井上聡史 今村美津子 漆間宣隆 大岡千尋 大橋裕 小笠原隆元 

岡本法治 荻須眞教 奧平心月 甲斐三晴 景山しのぶ 岸信一郎 黒川浄慧 

小池一郎 小山美津江 坂田龍晴 佐々木一憲 嶋﨑実 嶋村可奈 下村栄美 

白井昌子 杉本玄海  竹原路晴 武山博子  長泉寺 土屋信裕 手塚龍天  

土居奈生子 冨樫幸子 土岐信子 中岡千恵 中川豊俊 長瀬拓磨 並河正人 

成山昌夫 西村和代 初見巻子 原田裕介 平野文興 福島和枝 福瀬くに子 

本多末男  三宅初美  宮崎智和  吉崎光徳  李道道  渡辺典子 
     （五十音順 敬称略） 

 

その他、世話人・賛同人各会員の皆様から様々なご支援をいただいております。 

南天会会費・支援金（2020年１２月 1日～2021年 3月 3１日）  707,181円 

【各イベントにおけるカンパ・書籍頒布などの支援金】 

１２／１７、１８ 「ジャイビーム！」名古屋上映会 物販と支援金・・・・・・２４２９０円 

１２／１９、２０ 「ジャイビーム！」岡山上映会 物販と支援金・・・・・・・・４４０００円 

関連書籍・ＤＶＤ等販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８４００円      

【ブッダガヤ大菩提寺裁判費用支援者】 

東京都 甲斐三晴      ２００００円 

 

 【期間中主な支出（１２／１～３／３１）】 

龍族印刷・発送経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７２３０円 

頒布書籍・ＤＶＤ購入・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８８００円 

国際荷物発送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８００円 

南天会事務費 （郵送費・印刷費・通信費等）・・・・・・・・・９３１４円 

慶弔費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３００００円 

※支援金は、定期的にインドの佐々井上人の口座に送金しております。 

※本年も佐々井上人の来日については、難しい状況となっており、例年同様の支援を準備するために、

会員・関係者の皆様のご協力を必要としています。 

※映画ジャイビーム！上映会、佐々井上人関係映像等の上映会、またオンラインでの各種イベント等を

是非企画開催してください。事務局より会報『龍族』、南天会案内、関連書籍等を提供いたします。 

※会員増強にご協力ください。南天会パンフレットはホームページからダウンロードできます。 

※関係書籍・ＤＶＤ頒布いたします。事務局までお問い合わせください。 

※世界中が大変な時ですが、今後ともインドへのご支援をよろしくお願い申し上げます。 
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南天会会費・支援金はこちらまで 

【金融機関】ゆうちょ銀行 

【加入者名】南天会 

【口座番号】０１３８０－０－９０１６４ 

「龍族」同封の振替用紙、もしくは郵便局備え付

けの振替用紙をご利用ください。 

※他金融機関からの振込用口座番号 

店名（イチサンキュウ）一三九店（１３９） 

当座 ００９０１６４ 

会員種類と年会費 

支援会員 １０，０００円（会費＋支援金）／年 

一般会員  ５，０００円／年 

学生会員  ２，０００円／年（※大学生まで） 

※会費納入済み年は、龍族送付用封筒の宛名ラベル

右下に記載しています。 

例：一般会員令和３年入金済→ 一般Ｒ３ 

（南天会事務局）  

〒710－0004  

岡山県倉敷市西坂 1582－1  

一心念誦堂内   

TEL 086－463－9391   

佐伯隆快（090－5304－8955） 

小林三旅（090－4538－2677） 

南天会ホームページ www.nantenkai.org 

     メール nantenkai@gmail.com 

南天会フェイスブック、ツイッター、ＹｏｕＴｕｂｅ 

ご利用ください。 

 

    

 

 

佐々井上人専用車寄進のお願い 
 

龍族１７、18号で告知しておりました専用車寄進に

ついて、引き続き募集いたします。これまでに５０

万円の寄付をいただいており、必要な金額（２００

万円）に達しましたら購入手続きに入ります。 

現在も佐々井上人は、各地の行事に出張され、そ

の都度関係者から車を借りている状態で、長距離

移動などに耐えられる車が必要不可欠となってい

ます。何卒ご協力の程、お願いいたします。 

 

南天会支援金振替用紙に、「専用車寄進」と記入

いただき、一口１００００円にてお振込みください。 

寄進者のお名前を車体に印字いたします。 

 

龍尾言                  

昨年末に映画「ジャイビーム！」岡山上映会の宣伝

で、市内のチェーンのインド料理店に行った。お昼時

で忙しそうに動き回るインド人らしき店長さんにチラ

シを見せると、「ＯＫ！そこに置いときますね。」と軽く

応じるので、「ジャイビーム、知ってます？」と聞いて

みると、「もちろん知ってます！ビームラーオ・アンベ

ードカル。インド最初の正義の人ですね。」と即答。正

義とは Ｊｕｓｔｉｃｅ Ｍｉｎｉｓｔｅｒ 法務大臣のこと。あま

りにも忙しそうにしているので、チラシを持って写真

を撮らせてもらい、「ジャイビーム！」と言って店を出

た。仏教徒なのか、佐々井上人のことは知っているの

か、聞けなかったけれど、振り返るとバンテージの袈

裟と同じ臙脂色の服を着た店長さんは一瞬合掌して

急いで店の中に入って行った。 （佐伯） 
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南
天
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現
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（
令
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７
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※
贈
呈
者
、
大
菩
提
寺
裁
判
費
用
支
援
者
、
交
流
会
等
参
加
者 

 

を
含
み
ま
す
。 

 

◆
賛
同
人
（
５
０
音
順
） 

漆
間
宣
隆
（
浄
土
宗
浄
土
院
住
職
・
前
岡
山
県
佛
教
会
会
長
） 

奥
平
心
月
（
釣
月
庵
庵
主
） 

織
田
隆
深
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高
野
山
真
言
宗
真
成
院
住
職
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密
門
会
会
長
） 

小
野
重
徳
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国
土
の
会
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長
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黒
澤
雄
太
（
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士
・
日
本
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徳
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師
範
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池
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郎
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シ
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シ
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ト
ー
常
務
取
締
役
） 

高
山
龍
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上
人
お
弟
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土
屋
信
裕
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本
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所
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行
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会
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宰
） 

冨
士
玄
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・
元
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プ
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ル
同
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会
世
話
人
）  

宮
淵
泰
存
（
日
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妙
光
寺
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職
）  

宮
本
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研
（
真
言
宗
御
室
派
元
執
行
） 

宮
本
龍
勝
（
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々
井
上
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お
弟
子
） 

山
本
宗
補
（
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
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と
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天
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け
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方
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と

し
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で
、
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な
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で
も
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に
ご
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加
く
だ
さ
い
。 

 


