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大改宗式＠インド・ナグプール
　

今
年
も
十
月
二
十
日
か
ら
三
日
間
、
ナ
グ

プ
ー
ル
の
改
宗
広
場
に
て
改
宗
記
念
祭
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
本
年
で
五
十
九
回
目
に
な
る

こ
の
記
念
祭
は
、
一
九
五
六
年
に
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
最
初
の
改

宗
式
以
降
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
協
会
に
よ
っ

て
毎
年
開
催
さ
れ
て
き
ま
し
た
（
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
は
第
一
回
の
改
宗
式
の
二
ヶ
月
後
に

急
逝
）
。
こ
の
イ
ン
ド
仏
教
徒
に
と
っ
て
最

大
に
し
て
最
重
要
な
式
典
の
会
長
に
、
今
年

佐
々
井
師
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
佐
々
井
師
は
昨
年
の
危
篤
以
降
、

体
調
が
優
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
の
大
役

が
務
ま
る
か
ど
う
か
ご
本
人
も
憂
慮
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
気
力
で
乗
り
越
え
、

そ
の
前
の
体
調
不
良
が
嘘
の
よ
う
な
振
る
舞

い
で
そ
の
任
を
果
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　

　

南
天
会
事
務
局
（
小
林
）
は
二
十
日
に
ナ

グ
プ
ー
ル
入
り
し
ま
し
た
。
今
年
は
日
本
か

ら
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
ブ
ッ

デ
ィ
ズ
ム
研
究
会
、
関
根
康
正
教
授
と
教
授

の
ゼ
ミ
生
四
人
、
他
出
版
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
が
四
人
（
う
ち
南

天
会
会
員
一
名
＝
大
谷
力
）
と
ナ
ー
ラ
ン
ダ

大
学
の
中
村
晃
朗
（
南
天
会
）
が
現
地
入
り

し
ま
し
た
。　
　
　
　

　

メ
デ
ィ
ア
関
係
者
が
佐
々
井
師
に
面
会
し

た
際
、
近
頃
食
欲
不
振
で
イ
ン
ド
食
が
体
に
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受
け
付
け
な
い
と
訴
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、

急
遽
、
き
ゅ
う
り
や
大
根
の
浅
漬
け
や
煮
物

な
ど
の
日
本
食
を
作
り
佐
々
井
師
に
食
べ
て

い
た
だ
く
と
、
体
調
は
急
速
に
回
復
し
、
声

の
は
り
も
も
ど
り
、
一
同
安
心
し
た
と
と
も

に
、
イ
ン
ド
人
の
世
話
だ
け
で
な
く
日
本
食

の
調
理
等
、
日
本
人
の
世
話
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
切
実
に
感
じ
ま
し
た
。

　

改
宗
広
場
で
は
例
年
通
り
に
改
宗
が
行
わ

れ
、
佐
々
井
師
は
長
時
間
に
渡
り
先
頭
に

立
ち
、
改
宗
式
を
行
い
ま
し
た
。
今
年
の

改
宗
者
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
、
マ
デ
ィ
ヤ
プ
ラ

デ
シ
ュ
、
オ
デ
ィ
シ
ャ
州
な
ど
、

い
ず
れ
も
改
宗
禁
止
法
の
あ
る

州
か
ら
の
改
宗
者
が
多
く
見
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
他
、
改
宗
記

念
祭
で
は
国
際
仏
教
者
会
議
、

二
十
二
日
午
前
九
時
の
二
十
二

の
誓
い
の
全
体
唱
和
、
夜
の
ゲ

ス
ト
ス
ピ
ー
チ
な
ど
が
あ
り
、

そ
の
す
べ
て
に
参
加
さ
れ
ま
し

た
。

　

国
際
仏
教
者
会
議
で
は
関
根
教
授
が
ス

ピ
ー
チ
さ
れ
「
イ
ン
ド
の
差
別
の
実
情
の
根

深
さ
に
心
を
打
た
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
も

同
じ
差
別
問
題
が
あ
り
未
だ
に
解
決
し
て
い

ま
せ
ん
。
み
ん
な
が
苦
し
ん
で
お
ら
れ
る
差

別
は
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
改
宗

式
は
み
な
さ
ん
に
大
き
な
恩
恵
と
自
由
と
平

等
を
必
ず
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。
み
な
さ
ま

の
平
等
と
自
由
へ
の
戦
い
は
必
ず
勝
利
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
必
ず
そ
の
よ
う
に

な
る
で
し
ょ
う
。
」
と
の
言
葉
に
会
場
で
は

大
き
な
拍
手
が
お
こ
り
ま
し
た
。

　

二
十
二
日
の
夜
の
改
宗
式
記
念
集
会
で
は

フ
ァ
ド
ナ
イ
ヴ
ィ
ス
、
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト

ラ
州
首
相
が
ゲ
ス
ト
に
招
か
れ
、
今
年
十
月

の
訪
日
に
て
和
歌
山
県
と
州
の
交
流
記
念
と

し
て
高
野
山
に
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
像
が
設
置

さ
れ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
ナ
グ
プ
ー
ル
に
お
け

る
仏
教
徒
の
重
要
性
と
佐
々
井
師
活
躍
を
讃

え
、
演
説
後
に
佐
々
井
師
と
堅
い
握
手
を
結

び
ま
し
た
。

　

佐
々
井
師
は
今
年
、
満
八
十
歳
と
な
り
、

ナ
グ
プ
ー
ル
の
仏
教
関
係
者
の
中
で
も
仏
教

復
興
運
動
の
現
実
を
体
験
的
に
知
る
数
少
な

い
最
古
参
の
一
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
近
年
は
以
前
よ
り
も
ま
し
て
、
さ
ら

に
重
要
な
存
在
と
し
て
畏
敬
さ
れ
て
い
る
と

い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
ま
た
マ
ン
セ
ル
遺

跡
へ
の
内
外
か
ら
の
評
価
は
年
々
高
ま
り
つ

つ
あ
り
、
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
と
の
関
連
性
が

学
術
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

南
天
会
で
は
マ
ン
セ
ル
遺
跡
の
発
掘
継
続
と

周
辺
地
域
の
佐
々
井
師
の
建
立
し
た
寺
院
の

保
存
へ
の
協
力
を
具
体
化
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
佐
々
井
師
の
体
調
管
理
に
つ
い
て
、

現
在
、
身
の
回
り
の
雑
務
を
助
け
る
役
割
と

し
て
日
本
か
ら
南
天
会
員
の
派
遣
を
検
討
し

て
い
ま
す
（
第
一
回
派
遣
十
二
月
下
旬
、
滞

在
期
間
二
ヶ
月
予
定
）
。
今
後
も
一
〜
二
ヶ

月
交
代
で
派
遣
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
（
詳
細
は
巻
末
に
て
）

（
小
林
三
旅
）

関根康正教授

マハーラーシュトラ州首相と握手を交わす佐々井師
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ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
記
念
碑
除
幕

９
月
10
日
　
於 

高
野
山
大
学

　

延
期
と
な
っ
て
い
た
高
野
山
大
学
の
ア
ン

ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
記
念
碑
除
幕
式
が
、
九
月

十
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
・
マ
ハ
ー

ラ
シ
ュ
ト
ラ
州
と
和
歌
山
県
が
取
り
交
わ
し

た
経
済
交
流
の
覚
書
に
よ
り
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
、

エ
ロ
ー
ラ
と
高
野
山
と
い
う
共
に
仏
教
に
関

す
る
世
界
遺
産
を
有
す
る
両
自
治
体
の
友
好

の
証
と
し
て
イ
ン
ド
側
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の

で
、
当
日
は
マ
ハ
ー
ラ
シ
ュ
ト
ラ
州
首
相
、

和
歌
山
県
知
事
、
在
日
イ
ン
ド
大
使
、
高
野

山
宗
務
総
長
な
ど
が
出
席
し
て
、
イ
ン
ド
か

ら
八
十
人
の
団
体
を
迎
え
大
々
的
に
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

ナ
グ
プ
ー
ル
出
身
の
フ
ァ
ド
ナ
ヴ
ィ
ス
州

首
相
は
、
あ
い
さ
つ
で
佐
々
井
上
人

の
事
跡
を
紹
介
し
、
日
本
と
の
縁
を

強
調
し
て
い
ま
し
た
。
除
幕
式
で
は

イ
ン
ド
人
仏
教
徒
の
「
ジ
ャ
イ
・
ビ
ー

ム
！
」
の
掛
け
声
高
く
、
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
博
士
に
対
す
る
尊
敬
と
感
動

の
気
持
ち
が
現
れ
て
い
ま
し
た
。

　

高
野
山
大
学
は
ア
ウ
ラ
ン
ガ
バ
ー

ド
の
Ｄ
ｒ
．
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
・
マ

ラ
ー
サ
ワ
ダ
大
学
と
交
流
趣
意
書
を

取
り
交
わ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
機

に
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
こ
と

が
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
ま
た
そ
の
後

継
者
た
る
佐
々
井
上
人
へ
の
注
目
も

高
ま
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
佐
伯
隆
快
）

10
月
13
日　

イ
ン
ド
に
来
た
こ
と
の
あ
る
方
は

ご
存
知
で
し
ょ
う
が
、
イ
ン
ド
へ
来
た
日
本
人

が
先
ず
挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
暑

さ
、
で
も
な
け
れ
ば
、
食
べ
物
の
辛
さ
、
で
も

な
け
れ
ば
、
下
痢
対
策
、
で
も
な
け
れ
ば
、
乗

り
物
や 

買
い
物
の
時
の
料
金
交
渉
、
で
も
な

け
れ
ば
、
そ
う
で
す
。
ト
イ
レ
で
す
。

　

イ
ン
ド
に
は
お
よ
そ
二
億
五
千
万
の
所
帯
が

あ
る
様
で
す
が
、
大
ま
か
に
捉
え
て
、
そ
の
う

ち
ト
イ
レ
が
あ
る
家
は
４
８
％ 

、
野
外
で
用

を
足
す
人
が
５
０
％
、
公
共
ト
イ
レ
が
２
％
く

ら
い
の
よ
う
で
す
。

　

ま
さ
に
、
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
最
悪

で
す
。

　

食
う
、
寝
る
、
出
す
。
こ
れ
は
植
物
は
い
ざ

知
ら
ず
、
我
ら
動
物
に
と
っ
て
生
き
て
い
く
た

め
に
は
、
絶
対
の
必
要
条
件
で
す
。

　

出
し
た
も
の
、
こ
れ
は
不
衛
生
で
す
。
皆
わ

か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
昔
か
ら
人
類
は
、
そ
の

処
理
に
知
恵
を
働
か
せ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
イ
ン
ド
は
ど
う
も
こ
の
事
に
つ

い
て
は
余
り
気
に
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？ 

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
数
字
は
数
年
前
の
も
の
で
、
現
在
は
少

し
は
変
化
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
人
口

の
多
い
国
で
す
か
ら
急
激
な
変
化
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

今
、
モ
デ
ィ
首
相
も
ト
イ
レ
の
問
題
に
は
頭

を
悩
ま
せ
て
い
る
様
で
、
「
ト
イ
レ
を
各
家
庭

に
設
置
す
る
様
に
」
と
号
令
を
か
け
て
い
る
様

で
す
。

　

し
か
し
、
特
に
こ
の
国
で
は
カ
ー
ス
ト
制
と

の
絡
み
も
あ
り(

人
口
の
内
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
３
．

５
％
、ク
シ
ャ
ト
リ
ア
５
．
５
％
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ

６
．
５
％
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
８
５
％
で
あ
る
、
と

七
十
歳
過
ぎ
の
元
学
校
の
先
生
だ
っ
た
と
い
う

方
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た)

、
昔
か
ら
の
習

慣
は
そ
う
は
簡
単
に
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
国
民
の
大
半
を
占
め
る

シ
ュ
ー
ド
ラ
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
ト
イ
レ
掃

除
の
仕
事
が
無
く
な
り
、
収
入
を
得
る
手
段
が

無
く
な
る
と
考
え
る
人
た
ち
が
非
常
に
多
い
ら

し
い
の
で
す
。
ま
し
て
こ
こ
シ
ル
プ
ル
は
、
都

会
か
ら
離
れ
た
人
口
千
五
百
〜
千
六
百
人
の
寒

村
で
す
。
佐
々
井
上
人
の
お
か
げ
で
貴
重
な
遺

跡
が
発
見
さ
れ
、
政
府
も
、
道
路
の
整
備
や
、

観
光
資
源
と
し
て
の
遺
跡
の
管
理
に 

力
を
入

れ
て
、
人
口
も
次
第
に
増
え
て
い
る
様
で
す
が
、

家
は
増
え
て
も
各
家
庭
に
ト
イ
レ
の
あ
る
家
は
、

こ
の
数
字
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
だ
ろ
う
と
想

像
で
き
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ
雨
季
も
過
ぎ
た
模
様
で
、
私
は

朝
夕
が
涼
し
く
て
気
持
ち
が
い
い
の
で
、
時
々 

朝
、
明
け
き
ら
な
い
う
ち
に
散
歩
に
行
く
事
が

シ
ル
プ
ル
よ
り
。

（
２
）

イ
ン
ド
・

シ
ル
プ
ル
在
住

平
野
文
興(

大
顕
龍
興)
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良
く
あ
る
の
で
す
が
、
朝
早
い
時
、
多
く
は
女

性
に
出
会
い
ま
す
。
彼
女
達
は
サ
リ
ー
姿
で
、

小
さ
な
水
桶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
持
っ
て
い
ま

す
。
ご
想
像
の
様
に
、
彼
女
達
は
茂
み
に
入
っ

て
い
き
、
用
事
を
済
ま
せ
て
く
る
の
で
す
。

　

も
う
少
し
時
間
が
過
ぎ
る
と
、
今
度
は
男
性

の
姿
が
増
え
、
同
じ
様
に
水
を
も
っ
て
歩
い
て

い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
時
間
が
過
ぎ
る
と
、
子
供
達
が
出
て

き
ま
す
。
で
も
小
さ
な
子
供
達
は
茂
み
に
は
入

ら
ず
、
道
の
脇
で
堂
々
と
や
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
、
都
会
で
あ
っ
て
も
見
か
け
た
の
で

す
が
、
た
く
さ
ん
の
人
通
り
の
中
、
お
じ
い
さ

ん
が
道
の
側
溝
を
ま
た
い
で
用
を
足
し
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
あ
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
家
に
ト
イ
レ

を
作
っ
て
も
、
個
室
で
嫌
な
ニ
オ
イ
に
我
慢
し

な
が
ら
時
を
過
ご
す
よ
り
、
大
自
然
の
中
で

ゆ
っ
く
り
と
時
を
過
ご
し
た
ほ
う
が
、
余
程
快

適
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
…
…
（^

_
^

）

 

私
の
幼
か
っ
た
頃
、
家
に
ト
イ
レ
は
あ
り
ま

し
た
が
汲
み
取
り
式
で
、
ニ
オ
イ
は
す
る
し
、

時
に
は
お
釣
り
を
も
ら
う
事
も
あ
り
ま
し
た
。

汽
車
に
乗
れ
ば
、
そ
の
ト
イ
レ
か
ら
は
下
の
線

路
が
見
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
排
泄
物
は
も
ろ

に
落
ち
、
小
便
な
ど
と
一
緒
に 

後
方
の
開
い

て
い
る
窓
か
ら
、
風
に
乗
っ
て
飛
び
込
ん
で
き

た
も
の
で
す
。

　

イ
ン
ド
の
列
車
が
ま
さ
し
く
い
ま
こ
の
状
態

で
す
。
以
前
イ
ン
ド
の
旅
で
、
窓
際
の
座
席
に

座
っ
て
い
ま
し
た
。
吹
き
込
む
風
が
気
持
ち
良

く
、
流
れ
る
景
色
を
眺
め
て
い
た
時
、「
あ
れ
っ
、

雨
で
も
降
っ
て
き
た
か
な
？
」
と
思
っ
た
時
が

あ
り
ま
し
た
。
す
ぐ
止
ん
だ
の
で 

「
な
ん
だ
、

通
り
雨
か
？
」
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
あ

れ
は
多
分
、
ト
イ
レ
の
誰
か
の
落
し
物
が
顔
に

か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
今
で
は
思
っ
て
ま
す
。

も
し
イ
ン
ド
の
列
車
に
乗
っ
た
時
、
窓
際
に
座

る
の
で
し
た
ら
、
進
行
方
向
に
背
中
を
向
け
て

座
る
事
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ン
ド
の
列
車
は
ク
ラ
ス
分
け
が
さ

れ
て
、
た
し
か
六
～
七
段
階
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
長
距
離
列
車
は
十
五
～
二
十
両
位
で
か
な

り
の
長
さ
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
車
両
同
士

は
行
き
来
出
来
ま
せ
ん
。
窓
に
は
、
窓
か
ら
の 

乗
り
込
み
防
止
用
の
鉄
格
子
が
は
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

私
が
、
最
低
ク
ラ
ス
の
自
由
席
に
乗
っ
た
時

の
事
を
記
し
ま
す
。

　

車
両
の
照
明
は
薄
暗
く
、
下
を
見
れ
ば
座
席

は
勿
論
、
通
路
に
も
ぎ
っ
し
り
と
人
が
詰
ま
っ

て
、
車
両
そ
の
も
の
が
空
間
の
少
な
い
、
人
間

の
つ
く
だ
煮
状
態
で
す
。
こ
ん
な
状
態
で
す
か

ら
、
ト
イ
レ
に
行
き
た
く
な
っ
た
ら
大
変
で

す
。
多
分
ト
イ
レ
の
中
に
も
初
め
か
ら
人
が
詰

ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
列
車
が

駅
に
止
ま
る
と
、
昇
降
口
で
用
を
足
そ
う
と
い

う
人
で
大
混
雑
に
な
り
ま
す
。
座
っ
て
い
る
人

た
ち
を
踏
み
つ
け
な
が
ら
、
よ
う
や
く
外
に
出

て
、
ホ
ー
ム
の
反
対
側
の
線
路
に
向
か
っ
て
大

勢
の
人
が
、
正
月
の
出
初
式
の
放
水
合
戦
の
よ

う
な
光
景
と
な
り
ま
す
。
列
車
も
こ
の
こ
と
を

見
越
し
て
で
し
ょ
う
。
各
駅
に
十
～
十
五
分
位
、

止
ま
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
女
性
は
男
性
の

様
に
は
で
き
な
い
の
で
、
ホ
ー
ム
の
端
の
方
へ

行
っ
て
用
を
足
し
て
い
た
様
で
し
た
。

　

用
を
足
し
終
わ
っ
て
乗
る
の
も
ま
た
大
変
で
、

入
り
口
に
陣
取
っ
て
い
る
人
た
ち
の
隙
間
に
足

を
差
し
込
ん
で
、
一
歩
一
歩
、
元
の
席
に
戻
ら

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
時
折
、
何
や
ら
怒
鳴
ら

れ
ま
す
。
私
は
履
い
て
い
た
靴
が
脱
げ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
は
列
車
で
も
、
家
の
中
で
も
、
基
本

は
同
じ
よ
う
に
、
個
室
に
し
ゃ
が
み
式
の
便
座
、

左
側
の
壁
に
水
道
の
蛇
口
、
蛇
口
の
下
に
手
桶
、

又
は
空
き
缶
が
置
い
て
あ
り
ま
す
が
、
当
然
、

紙
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
み
な
さ
ん
ご
存
知
の
様
に
、
「
神

(

紙)

に
見
放
さ
れ
た
ら
、
自
ら
の
手
で
運(

ウ

ン)

を
掴
め
」
で
あ
り
ま
す
。

　

用
を
済
ま
せ
た
ら
、
お
も
む
ろ
に
備
え
て
あ

る
桶
又
は
空
き
缶
に
水
を
満
た
し
、
右
手
で
そ

れ
を
持
っ
て
、
左
の
指
で
自
ら
運
を
掴
み
ま
す
。

そ
し
て
、
せ
っ
か
く
掴
ん
だ
運
を
、
桶
か
ら
少

し
ず
つ
水
を
左
手
に
う
け
な
が
ら
流
し
て
い
く
、

と
い
う
作
業
を
繰
り
返
し
ま
す
。
便
器
の
も
の

も
当
然
、
流
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
イ
ン
ド
で
は
、
左
手
は
不
浄
の
手

と
い
う
こ
と
で
、
食
事
の
時
は
も
っ
ぱ
ら
右
手

だ
け
で
食
事
を
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

便
器
の
も
の
も
流
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん

と
書
き
ま
し
た
が
、
私
の
行
っ
た
公
衆
の
ト
イ

レ
と
な
る
と
、
全
て
、
そ
れ
は
成
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
駅
な
ど
も
同
じ
く
ひ
ど
い
も
ん

で
す
。ど
の
ド
ア
を
あ
け
て
も
、
ほ
と
ん
ど
も
っ

こ
り
と
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
観
光
地
の
ト
イ

レ
と
な
る
と
、
も
う
ひ
ど
い
も
ん
で
す
。
水
の

出
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
床
は
ゴ
ミ
だ
ら

け
。
絶
望
的
で
す
。
仕
方
が
無
い
の
で
、
他
人

様
の
残
し
て
い
っ
た
そ
の
上
に
、
自
分
の
も
の

を
負
け
る
も
ん
か
！ 

と
盛
り
上
げ
て
行
く
し

か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
掃
除
の
仕

事
が
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
収
入
源
と
な
っ
て
い
る

よ
う
な
の
で
す
。

　

何
だ
か
下
品
な
話
で
い
け
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

ら
は
事
実
な
の
で
す
。
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高
級
ホ
テ
ル
は
こ
ん
な
こ
と
は
無
い
と
思
い

ま
す
が
、
私
は
利
用
し
た
事
が
な
い
の
で
、
分

か
ら
な
い
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
に
初
め
て
来
ら
れ
る
方

は
、
ど
う
ぞ
一
度
、
ご
家
庭
で
シ
ャ
ワ
ー
ト
イ

レ
や
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
使
わ
な
い
で
用

を
足
す
、
と
い
う
体
験
さ
れ
て
か
ら
お
い
で
に

な
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
永
平
寺
の
入
門
修
行
者
は
、

ま
ず
、
先
輩
の
僧
か
ら
「
紙
は
使
う
な
、
こ
の

よ
う
に
し
ろ
」
と
教
え
ら
れ
、
ス
テ
ン
レ
ス
の

コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ
て
個
室
に
入
り
ま
す
。
皆

そ
の
体
験
を
し
ま
す
。
道
元
禅
師
の
教
え
の
な

か
に
、
そ
の
と
き
ど
の
様
に
す
る
の
か
、
こ
と

細
か
く
指
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

イ
ン
ド
を
感
じ
る
に
は
、
「
神
に
見
放
さ
れ

て
し
ま
っ
た
己
の
運
を
自
ら
掴
め
る
か
？
」
こ

の
一
線
を
越
え
る
事
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、

あ
る
種
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

 
 

ト
イ
レ
事
情
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
イ
ン

ド
で
出
会
う
様
々
な
出
来
事
に
よ
り
、
今
ま
で 

持
っ
て
い
た
常
識
が
ひ
っ
く
り
返
り
、
異
次
元

の
世
界
に
入
っ
た
様
な
イ
ン
ド
の
魅
力
が
、
そ

の
味
わ
い
が
、
よ
り
印
象
的
に
深
ま
る
と
思
い

ま
す
。

　

勇
気
を
持
っ
て
、
イ
ン
ド
を
味
わ
っ
て
見
ま

せ
ん
か
？

 
 
 
 
 
 
 
 

シ
ル
プ
ル
よ
り
。
平
野 

龍
興

　

イ
ン
ド
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
菩
提
寺
は
、
釈

尊
が
覚
り
を
開
か
れ
た
地
上
一
所
の
現
当
地
で

あ
り
、
全
世
界
仏
教
徒
の
拠
り
所
と
す
る
仏
蹟

第
一
の
根
本
道
場
で
あ
る
。

　

仏
滅
後
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
に
釈
尊
が

吉
祥
座
を
敷
か
れ
た
菩
提
樹
の
幹
を
囲
ん
で
欄

楯
が
廻
ら
さ
れ
、
そ
の
座
に
は
幾
何
学
文
様
を

刻
し
た
石
造
り
の
台
座
が
設
け
ら
れ
「
金
剛
宝

座
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歴
代
の
王

朝
は
八
大
仏
蹟
中
第
一
の
遺
跡
と
し
て
尊
重
し
、

多
く
の
人
々
が
訪
れ
て
、徐
々
に
大
菩
提
寺
（
マ

ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
）
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
七

世
紀
に
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
玄
奘
三
蔵
は
、
正
方

形
の
基
壇
の
上
に
大
塔
と
四
小
塔
が
聳
え
る
ほ

ぼ
現
在
見
る
か
た
ち
の
精
舎
に
参
拝
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
十
三
世
紀
初
頭
に
東
イ
ン
ド
に
侵

入
し
た
イ
ス
ラ
ム
軍
は
、
各
地
の
仏
教
施
設
を

次
々
と
破
壊
し
、
仏
教
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
る
。
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
菩
提
寺
は
、
尼
蓮
禅

河
の
砂
を
盛
っ
て
、
五
十
三
メ
ー
ト
ル
の
大
塔

を
覆
い
小
高
い
丘
に
模
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

に
よ
る
破
壊
を
免
れ
た
。

　

そ
れ
以
後
、
仏
教
徒
の
消
え
た
イ
ン
ド
の
大

地
で
砂
に
う
ず
も
れ
た
大
塔
は
、
そ
の
所
在
さ

え
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

お
よ
そ
六
百
年
後
の
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
、
イ

ン
ド
考
古
調
査
局
長
官
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
＝
カ

ニ
ン
ガ
ム
は
、法
顕
の
『
仏
国
記
』
や
玄
奘
の
『
大

唐
西
域
記
』
な
ど
を
も
と
に
各
地
の
仏
教
遺
跡

を
調
査
し
て
、
大
菩
提
寺
の
場
所
を
特
定
し
、

一
八
八
〇
年
大
規
模
な
発
掘
を
行
い
、
砂
の
中

か
ら
大
塔
が
姿
を
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ビ
ル

マ
の
王
室
の
援
助
な
ど
に
よ
り
大
塔
や
金
剛
宝

座
、
周
辺
の
遺
跡
が
修
復
さ
れ
、
ア
ジ
ア
各
国

の
仏
教
徒
が
は
る
ば
る
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
一
帯
の
土
地
は
、

一
八
世
紀
初
め
よ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派

の
バ
ラ
モ
ン
、
マ
ハ
ン
ト
一
族
が
支
配
す
る
と

こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
大
菩
提
寺
の
境
内
で
ヒ

ン
ズ
ー
教
の
供
犠
が
行
わ
れ
た
り
、
シ
ヴ
ァ
リ

ン
ガ
（
シ
ヴ
ァ
神
の
男
根
）
を
祀
る
な
ど
、
仏

教
徒
に
は
容
認
し
が
た
い
状
態
で
あ
っ
た
。

　

一
八
九
一
年
一
月
、
釈
尊
成
道
の
地
を
訪
れ
、

そ
の
金
剛
宝
座
に
額
づ
い
て
自
ら
仏
法
の
守
護

（佐伯隆快）
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者
と
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教

者
、
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
＝
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
、
同

行
し
て
い
た
日
本
人
僧
侶
、
釈
興
然
と
共
に

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
留
ま
り
、
マ
ハ
ン
ト
と
交
渉
し

て
大
菩
提
寺
の
土
地
の
買
収
を
試
み
た
。
現
地

の
状
況
を
調
査
し
て
、
「
大
菩
提
会
（
マ
ハ
ー

ボ
ー
デ
ィ
ソ
サ
エ
テ
ィ
）
」
を
設
立
し
、
各
国

の
仏
教
徒
に
呼
び
か
け
て
、
大
菩
提
寺
の
仏
教

徒
へ
の
返
還
運
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

釈
興
然
は
自
ら
を
イ
ン
ド
に
派
遣
し
た
釈
雲

照
律
師
に
報
告
し
、
日
本
で
も
こ
の
イ
ン
ド
仏

蹟
復
興
運
動
が
盛
り
上
が
り
、
買
収
資
金
五
千

円
（
一
万
ル
ピ
ー
＝
現
在
の
数
千
万
円
）
の
う

ち
千
円
を
集
め
て
、
大
菩
提
会
主
催
の
国
際
仏

教
会
議
に
出
席
す
る
真
言
宗
僧
侶
、
阿
刀
宥
乗

に
託
し
た
。
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
、
タ
イ
、
ビ
ル

マ
、
本
国
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
界
に
働
き
か
け

て
資
金
援
助
を
求
め
た
が
、
各
国
の
思
惑
に
翻

弄
さ
れ
て
ま
と
ま
り
が
つ
か
ず
、
マ
ハ
ン
ト
と

の
交
渉
も
進
展
せ
ず
、
そ
の
う
ち
日
露
戦
争
に

勝
利
し
た
日
本
の
ア
ジ
ア
進
出
を
警
戒
し
た
イ

ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
総
督
が
介
入
し
て
、
話
は
有

耶
無
耶
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

一
九
四
七
年
、
イ
ン
ド
独
立
。
ネ
ル
ー
首
相

は
国
旗
に
仏
教
の
法
輪
を
採
択
し
、
全
イ
ン
ド

の
仏
教
遺
跡
の
保
護
を
推
進
し
た
。
大
菩
提
寺

は
新
た
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
管
理
委
員
会
の
管
理
と

な
り
、
委
員
に
は
仏
教
徒
四
名
、
ヒ
ン
ズ
ー
教

徒
四
名
、
そ
し
て
ガ
ヤ
地
区
長
官
（
ヒ
ン
ズ
ー

教
徒
）
の
計
九
名
で
構
成
さ
れ
る
寺
院
法
が
制

定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、結
局
ヒ
ン
ズ
ー

教
徒
が
多
数
を
占
め
る
管
理
委
員
会
が
、
大
菩

提
寺
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教

の
儀
式
も
継
続
さ
れ
、
世
界
中
か
ら
訪
れ
る
仏

教
徒
や
観
光
客
か
ら
の
お
金
は
、
マ
ハ
ン
ト
の

地
元
ヒ
ン
ズ
ー
教
団
体
に
流
れ
る
と
い
う
状
態

が
続
い
た
。
現
在
も
そ
う
で
あ
る
が
、
観
光
地

と
化
し
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
は
、
あ
や
し
い
物
売

り
や
ス
リ
が
横
行
し
、
治
安
は
非
常
に
悪
く

な
っ
て
い
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
、
仏
陀
生
誕
二
五
〇
〇
年
を
祝

う
ブ
ッ
ダ
ジ
ャ
ヤ
ン
テ
ィ
の
年
、
イ
ン
ド
政
府

は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
国
際
仏
教
セ
ン
タ
ー
を
建
設

し
、
日
本
寺
や
タ
イ
寺
な
ど
各
国
の
施
設
が
建

ち
並
ん
だ
。
こ
の
年
、
イ
ン
ド
初
代
法
務
大
臣

の
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
は
、
ナ
グ
プ
ー
ル
で

五
十
万
人
の
不
可
触
民
と
仏
教
徒
に
改
宗
し
、

イ
ン
ド
仏
教
は
復
興
の
烽
火
を
上
げ
た
。

　

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
後
継
者
と
な
っ
た

佐
々
井
秀
嶺
師
は
、
全
イ
ン
ド
比
丘
サ
ン
ガ
の

代
表
と
な
り
、
い
ま
や
一
億
人
と
も
い
わ
れ
る

イ
ン
ド
仏
教
徒
を
率
い
て
、
大
菩
提
寺
を
仏
教

徒
に
返
還
す
る
大
デ
モ
行
進
を
十
数
回
実
施
し
、

自
ら
も
管
理
委
員
に
名
を
連
ね
、
一
九
四
九
年

の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
法
の
無
効
を
訴
え
る
裁
判

を
起
こ
し
、
歴
代
首
相
、
ビ
ハ
ー
ル
州
知
事
と

度
々
会
見
し
、
あ
ら
ゆ
る
平
和
的
な
手
段
を
以

て
「
大
菩
提
寺
奪
還
闘
争
」
を
敢
行
し
た
。
し

か
し
イ
ン
ド
の
八
割
を
占
め
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
勢

力
の
代
表
で
あ
る
政
府
の
要
人
た
ち
は
、
言
を

左
右
し
て
仏
教
徒
た
ち
の
要
求
を
受
け
入
れ
よ

う
と
し
な
い
。
二
〇
〇
二
年
一
月
に
佐
々
井
師

ら
は
、
国
連
の
ア
ナ
ン
事
務
総
長
に
書
簡
を
送

り
、
大
菩
提
寺
大
塔
の
管
理
権
が
仏
教
徒
に
完

全
移
管
さ
れ
る
よ
う
イ
ン
ド
政
府
に
働
き
か
け

て
、
世
界
中
の
仏
教
徒
に
対
し
て
正
義
を
示
し

て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
請
願
し
て
い
る
。
「
そ

の
決
定
は
全
世
界
に
公
正
と
平
和
と
思
い
や
り

の
理
念
を
広
め
て
行
く
の
に
多
大
の
効
果
を
発

揮
す
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
国
連
に
一
九
七
二

年
十
一
月
十
六
日
に
採
択
さ
れ
、
一
九
七
四
年

十
二
月
十
七
日
に
発
効
し
た
世
界
の
文
化
・
自

然
遺
跡
の
保
護
（
ユ
ネ
ス
コ
）
に
関
す
る
条
約

を
活
か
す
よ
う
求
め
た
い
」
と
訴
え
た
。
こ
れ

が
機
縁
と
な
り
同
年
六
月
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩

提
寺
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
ま
だ
、
釈
尊
成
道
の
最
勝
地
は
我

ら
仏
教
徒
の
も
と
に
還
っ
て
は
い
な
い
。
世
界

は
混
乱
し
て
い
る
。
全
世
界
の
仏
教
徒
が
、
心

を
同
じ
く
し
て
こ
の
金
剛
宝
座
に
集
い
、
世
界

に
仏
陀
の
誓
願
を
示
す
日
が
来
る
の
は
い
つ
な

の
か
。
大
恩
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
の
恩
に
報
い
る

に
は
、
私
達
仏
教
徒
一
人
一
人
が
こ
の
問
題
を

直
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

現
在
佐
々
井
師
は
、
一
九
四
九
年
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
寺
院
法
（
大
菩
提
寺
管
理
委
員
会
規
則
）

の
無
効
（
イ
ン
ド
で
は
一
九
五
〇
年
以
前
の
法

律
は
無
効
と
す
る
法
律
が
あ
る
）
を
訴
え
、
そ

の
適
切
な
改
正
を
求
め
る
裁
判
を
係
争
中
で
あ

る
。
管
理
委
員
会
の
人
員
構
成
を
仏
教
徒
中
心

に
す
る
こ
と
に
向
け
て
、
な
お
ビ
ハ
ー
ル
州
、

イ
ン
ド
政
府
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
必
要
と
な
る
。

い
ま
ま
で
日
本
仏
教
か
ら
の
正
式
な
ア
ピ
ー
ル

は
、
二
〇
〇
五
年
の
臨
済
宗
・
黄
檗
宗
連
合
各

派
合
議
所
ア
ピ
ー
ル
の
み
で
あ
る
。
（
写
真
集

『
日
本
行
脚
』
巻
末
に
全
文
掲
載
）

　

い
ま
一
度
、
全
日
本
仏
教
各
宗
が
結
束
し
て

こ
の
問
題
を
認
識
し
、
イ
ン
ド
政
府
、
ビ
ハ
ー

ル
州
政
府
へ
の
提
言
陳
情
を
行
っ
て
、
佐
々
井

師
の
奮
闘
に
報
い
、
全
世
界
仏
教
徒
の
悲
願
を

成
就
す
べ
き
で
あ
る
。
南
天
会
関
係
者
各
位
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
各
宗
派
議
会
へ
の

働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

『龍族』 では、 会員様各位からの寄稿を

随時受け付けております。

佐々井上人に対する思い、研究の成果など、皆様から
の自由な投稿を受け付けております。写真も添えて頂
けますと、より見栄えのする記事となります。

・ 原稿は事務局宛にメールまたは郵送でお送り下さい。

・ 原稿料等はお支払い致し兼ねますので、 予めご了承下さい。
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月 日 摘要 収入金額 支出金額 差引残高

7 14 前期繰越金 614,911
7 15 一時帰国経費清算 170,800 444,111

タクシー代（7月 2日） (7,310)
長野往復交通費（7月 3～ 4日） (34,510)
長野滞在経費（7月 3～ 4日　入場料、食事等） (7,300)
大正大学対談講師謝礼（7月 5日） (20,000)
大正大学対談スタッフ経費（7月 5日　昼食他） (5,074)
帰国飛行機諸手数料（7月 7日　座席変更等） (21,890)
デリー～ナグプール航空券（2名） (24,252)
資料室荷物運搬費用（7月 14 ～ 15 日）※ 1 (41,524)
その他（佐々井上人散髪代、食事代等） (8,985)

8 14 大正大学対談チラシ・ポストカード作製支払 24,440 419,671
8 14 振込手数料 216 419,455
8 14 インドへ本発送 6,300 413,155
8 25 龍族 4号作製 46,100 367,055
8 25 南天会封筒（大）作製 8,700 358,355
8 31 龍族 4号発送 43,525 314,830
9 10 会費・特別支援金（現金） 280,000 594,830
9 17 会費（現金） 10,000 604,830
9 27 大正大学対談経費精算 144,280 460,550

『必生～闘う仏教』50 冊仕入（6月 25 日） (29,500)
『夜明けへの道』50 冊仕入（6月 25 日） (54,800)
大正大学対談案内発送（6月 28 日） (58,480)
大正大学対談案内コピー代（6月 28 日） (1,500)

9 27 天来書院より（7月 5日）※ 2 3,700 464,250
9 27 会費（現金） 30,000 494,250
9 27 交流会書籍売上 20,000 514,250
10 1 南天会郵貯口座利子 84 514,334
10 6 会費（振込口座より） 600,000 1,114,334
10 8 インドへ送金 1,000,000 114,334
10 8 インドへ荷物発送 4,300 110,034
11 18 会費（振込口座より） 81,000 191,034
11 18 書籍売上（振込） 12,500 203,534

南天会会計報告（2015.7.14―11.18）

[ インドでの支援金使途について ]

今年度のインドへの支援金として、６月の一時帰国滞在支援金残金と本年度会費の中から１０月８日に１００万円

を送金いたしました。南天会からの支援金は、主に現地の龍樹菩薩記念研究協会経費の一部として使用されています。

その内容は、龍樹菩薩大寺・文殊支利菩薩大寺・有方静恵老人ホーム・コンダサワリ診療所の管理費用／シルプー

ル遺跡・マンセル遺跡の協会所有土地管理費用／ブッダガヤ大菩提寺管理法裁判費用／協会人件費　等です。

※ 1＝佐々井上人の指示により、インドでの活動記録（VHS ビデオ 300 本）等を日本に運搬しました。

※ 2＝大正大学対談会場での関係書籍売上の一部を寄付いただきました。
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第５回　南天会交流会のお知らせ

１０月の大改宗式に参加した事務局小林によるレポートと、 ナーラン

ダ大学の中村龍海さん （年末年始一時帰国中） にマンセル遺跡考

察を発表していただきます。 また会計報告詳細、 人材派遣や大菩提

寺返還運動についても会員同士で話し合います。 ２月の旅行企画の

説明も行います。参加無料。お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

未入会の方も歓迎です。

　日頃より南天会の活動へのご理解と多大なるご支援を賜り、衷心より御礼

申し上げます。

　記事にて述べました通り、佐々井上人は大改宗式導師という重責を、今年

も立派に果たされ、その健在ぶりを我々は目のあたりにしました。しかしな

がら昨今、上人の健康面を不安視する声も高まっており、できることなら間

近でお世話して差し上げたいと名乗り出て下さる方もいらっしゃいます。

　そのような声を受け、南天会では佐々井上人の健康管理および雑務の補助

を目的とした「滞在支援」要員の派遣を検討いたしました。日本食の調理な

ど健康面の補助、また日本との連絡を密にすることを主な任務とし、一人の

滞在期間を１〜３ヶ月、交代で継続できればというのが、現実的かつ最良の

プランであると考えています。しかし、資金面の課題を乗り越えなければ持

続性を持たせることが難しいのも事実です。

　これまでにない積極的な支援に乗り出すために、是非とも皆

様のご理解とご賛同を頂きたくお願い申し上げます。

南天会は、

人材をインドに

派遣します。

◆◇ 滞在支援　渡航費カンパのお願い ◆◇
１人派遣するにあたり、【往復の渡航費１５万円＋保険】が最低限必要である

と見込まれます。持続的支援の実現のため、ご寄付をお願いいたします。

ご寄付頂けます方は、同封の振込用紙にて左記口座にお振込下さい。一人で

も多くの方のご支援をお待ち申し上げております。

※その他ご支援（特別支援）につきましても、時期、金額を問わず随時お受

け致しております。左記口座にお振込下さい。なお、ご入会を希望せず、ご

支援のみの方は、通信欄に「入会不要」とご記入下さい。

《各種お振込先》

【金融機関名】　ゆうちょ銀行

【加入者名】　南天会

【口座番号】

　０１３８０－０－９０１６４

（払込専用口座） 

《ご入会をご希望の場合》

郵便局備え付けの払込取扱票に

て、 住所、 氏名、 連絡先電話番

号 （メールアドレス）、 通信欄に

会員種類 （支援、 一般、 学生）

をご明記の上、 会費を送金くださ

い。 会費納入後、 確認書類を封

書にてお送りいたします。

※領収証が必要な方は、 通信欄に

その由ご記入ください。

【会員種類と年会費】

支援会員　10,000 円以上／年
一般会員　5,000 円以上／年
学生会員　2,000 円以上／年

　（※大学生まで）

南天会のご周知・ご吹聴に
ご協力ください
パンフレットなど必要な方は事務局

までお知らせ下さい。 ＰＤＦ版は南

天会ホームページ 「南天会につい

て」 よりダウンロードできますので、

各自印刷の上ご利用下さい。

・ 日時 ： 12 月 19 日（土） 14：00 ～

・ 場所 ：真
しんじょういん

成院　東京都新宿区若葉２－７－８

　（東京メトロ四谷三丁目駅または四谷駅下車　

徒歩７分）

・ 電話 ： 03-3351-7281

・ 交流会参加費 ：無料、 申込不要

（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/FAX 086-463-9391
佐伯隆快 （090-5304-8955）

小林三旅 （090-4538-2677）

メール　 nantenkai@gmail.com
URL　http://www.nantenkai.org/

最新情報は
Facebook『佐々井秀嶺資料室』

をご確認ください。


