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サ

テ
ィ

ー

を

め

ぐ
る

語
り

の

重
層
性

田

　
中

鉄

也

　

本
発
表
は
、

欧

米
を

中
心
に

展

開
さ

れ

て

き
た

サ

テ

ィ

ー

研

究
へ

の

近

年
の

批
判
を

乗
り
越
え、

新
た
な

学

術
的
方
向
性
を

見

出
す
た
め

の
冖

試

論
で

あ

る
。

イ
ン

ド
・

ラ

ー

ジ
ャ

ス

タ
ー

ン

州
に

位
置
す

る

ラ

ー
ニ

ー
・

サ

テ
ィ

ー

寺
院
（

Gリ

ミ

肉
鞫

鷲

錚
計

さ
諱

ミ
ご

と

そ
れ

を

管
理

す

る
一

　
（

父
系）

出
白
集
団
ア
グ
ラ

ワ

ー

ル

（
ム
喚

ミ
噌

ミ）

に

よ

る

寺
院
運
営
史

を
ケ

ー

ス
・

ス

タ

デ
ィ

と
し
て

取
り
上
げ、

同
寺
院
の

運
営
史
か

ら

見
ら

れ

る

「

ラ

ー
ニ

ー
・

サ

テ

ィ

ー

を

め

ぐ
る

様
々

な

語
り
」

へ

の

精
査
を

通

じ

て、

運

営
者
で

あ
る

ア
グ
ラ

ワ

ー
ル

の

「

生
」

や

「

記
憶
」

が

い

か

に

構
成
さ
れ
て

き
た
の

か
、

ま
た

彼
ら

が

い

か

に

自
ら
を

再
構
成
し

て

き
た

の

か
、

そ
の

過

程
・

変
遷
の

解
明
を

試
み

る
。

本
発

表
で

は

以

上
の

研
究

目
的
の

前
提
と
な
る

理

論
的
枠
組
み

を

紹
介
す
る

。

　

サ

テ
ィ

ー
（
饕
鳶）

と

は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
教

徒
の

寡
婦
殉

死
で

知
ら

れ、

夫
が

死
に

至

っ

た

時、

そ

の

妻
は

夫
の

遺

体
と

共
に

生
き
た

ま

ま

荼
毘
に

付
さ

れ
る

。

妻
は

焚
死

す
る

こ

と

で

夫

と

共
に

天

界
へ

昇
る

と

考
え

ら

れ、

時
に

彼
女
は

家
族
の

守
護
神
と

み

な
さ

れ

る。

一

九
八

七

年
、

ラ
ー

ジ

ャ

ス

タ

ー

ン

州
で

起
き

た

新
妻
ル

ー
プ
・

カ

ン

ワ

ル

（
当
時
一

八

才）

の

「

サ
テ

ィ

ー

事
件
」

と
、

そ
の

事
件
を

契
機
に

発
生
し

た
デ
モ

活
動
及

び

知
識
人
の

論
戦
に

よ

っ

て、

フ

ェ

ミ

ニ

ズ
ム

を
中
心
に

サ

テ

ィ

ー

に

関

す

る
研
究
（
以

下、

サ

テ

ィ

ー

研
究）

が

急

速
に

進
展
し

た
。

｝

九

八
八

年
「

サ

テ

ィ

ー

（
防
止
）

委
員
会

法
」

の

施

行
に

よ

り、

サ
テ

ィ

ー

は

厳

罰
を

も
っ

て

禁
止
さ

れ、

焚
死
し

た

女

性
の

た
め

の

寺
院
建
立

や
崇
拝
行

為
も

同
時
に

禁
止
さ

れ

た
。

同
法
に

よ

っ

て

ラ

ー
ニ

ー
・

サ

テ

ィ

ー

寺
院

へ

の

規
制
・

批
判
が

厳
し
く
な
る

と

同
時
に
、

当
該
寺
院
へ

の

学
術
的
関

心
も

高
ま
っ

て

い

る
。

　

近
年
の

サ
テ

ィ

ー

研
究
に

お

い

て、

研

究
者
の

価
値

観
・

立

場
が

分
析

の

前
提
に

お

い

て

顕

著
に

現
わ
れ
て

い

る
点
は
否
定
で

き
な

い
。

サ

テ

ィ

i
研
究
に

従
事
す
る

者
は、

近

代
的
倫
理

観
に

反
す
る

暴
力
的
儀
礼
を
な

ぜ

分
析
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い

の

か、

そ
し
て

ど

の

よ
う
に

分
析
す
べ

き

か

と

い

う
疑
問
に

常
に

苛
ま

れ
る

。

そ

の

根
本
的
な
疑

問
は

し

ぼ
し

ぼ

最

終

的
に

自
身
の

学

術
的
解
釈
に

ま
で

影
響
を
及
ぼ

し、

自
ら

の

価
値
観
・

立

場
を

表
明
す

る
か

の

よ

う
な

研
究
が

多
く
み

ら
れ
る

。

こ

れ

は

研
究
者

の

表
象
行
為
の

持
つ

権
力

性
を

憂
慮
せ

ざ
る

を
得
な
い

大
き

な

問
題
で

あ

ろ
う

。

　

以
上
の

問
題
を

乗
り
越
え
る

た
め、

発
表
者
は

サ
バ

ル

タ

ン

研
究
グ
ル

ー
プ

の

歴
史
学
的
方
法
論
に

注

目
す
る

。

特
に

そ
の
】

人、

S
・

ア

ミ

ー

ン

に

よ
る

サ

バ

ル

タ
ン

（
従
属
的
状
況
に

お

か

れ
た

人
々
）

の

歴
史
記
述

は
、

本
研
究
の

重

要
な
モ

デ
ル

に

な
り
え
る。

彼
は、

農
民
反
乱
の
一

例

に

お

け
る、

サ
バ

ル

タ
ン

（
そ

こ

で

は

農
民）

の

主
体
性
へ

の

追
及
に

没

入
す

る

こ

と

な

く、

支

配
者
／
被
支

配

者
を

問
わ

ず、

事
件
を

め

ぐ
る

様
々

な

要
素
に

よ

っ

て

断
片
化
さ
れ
て

き
た

「

語
り

」

や
「

記
憶
」

を

重

な

り

合
わ
せ
、

事
件
の

重

層
的
・

多
元

的
な

言
説
を

明
ら

か

に

し

て

い

る
。

ω
ロ
P

露
ユ

》
目
ヨ嚊

昏
§
斜

辱
臥

§
》
03

さ
§
O

疉」

6
ぎ
ミ

適

q
爵
ミ
盛

N

ミ
此

患
 
興
芭
Φ

胃

¢

凱
く
¢
「

°。

辞
団

o
囲

O
巴

ま
ヨ
冨

類
Φ
ω
ω冒

6
翫）°

　
ア

ミ

ー

ン

の

方
法
論
に

従
い
、

ラ

ー
ニ

ー
・

サ
テ

ィ

ー
を

め

ぐ
る

「

語

り
（
言

説）
」

が
い

か

に

錯
綜
し
、

多
様
で

あ
る

か

が

注
目
さ

れ

よ

う
。
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そ
の

錯
綜

性
・

多
様
性
は

同
寺
院
の

運
営
史
に

立
ち

現
れ
る

。

例
え
ば、

当
該
出
自
集
団
の

語
り、

寺
院
の

教
義
や

儀
礼
そ
し

て

そ

の

出
版

物
に

留

ま
ら

ず、

州

政
府
と

寺
院
と

の

裁
判
記
録
や

そ
の

新
聞
報
道、

及
び
寺

院

の

反
対
団

体
や

擁
護
団
体
な

ど

も

挙
げ
ら

れ
る

。

当
然

、

研
究
者
の

サ

テ

ィ

ー
解
釈
も
そ
の

重

層
的
な

「

語
り
」

の
一

部
と
み

な

さ
れ

る
べ

き
だ
ろ

う
。

そ
れ
ら
を

丁
寧
に

取
り

上
げ、

い

か

に

相
互
に

絡
み

合
っ

て

い

る

の

か

明
ら
か

に

す
る

こ

と

が

求
め

ら
れ
る

。

研
究
者
の

サ

テ
ィ

ー
へ

の

価

値

判
断
や
自
ら
の

解
釈
を
押
し

つ

け

る

こ

と

な

く、

ラ

ー
ニ

ー
・

サ
テ

ィ

ー

（

に

関
わ
る
人
々
）

を
め

ぐ

る

言
説
の

重
層
性
を

検
討
す
る

こ

と

は、

通

常
ア
グ
ラ

ワ

ー

ル

の

「

生
」

や

「

記
憶
」

と

し
て
一

括
り
に

定
義
さ
れ
う

る

危
険

性
を

避
け
つ

つ
、

断
片

化
さ

れ

た

諸
言
説
を

丁
寧
に

咀
嚼
す
る

た

め

に

は、

有
効
な

手
段
と

言
え
る

の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

イ
ン

ド

民
衆
神
話
に

お

け

る

救
済

　

ー
カ

ル

キ
。

プ

ラ

ー

ナ

を

事
例
と
し
て

ー

渡

邉

　
た

ま

き

　
本

発
表
で

は、

ヒ

ン

ド
ゥ

教
の

民
衆
的
終
末
神

話
で

あ
る

『

カ

ル

キ
・

プ

ラ
ー

ナ
』

を

題
材
に

し

て
、

そ
こ

に

あ
ら

わ
れ
る

「

救
済
」

の

諸
相
を

み

る
こ

と
に

よ

っ

て
、

「

救
済
」

神
話
に

お

け
る

特
徴
を

考

察
し
た

。

　
黙
示

録
に

お

い

て

イ
エ

ス

が

軍
団
を

率
い

て

悪

魔
を

滅
ぼ

し
、

王
国
を

建
て

る

と

あ
る

よ
う
に

、

カ

ル

キ
・

プ
ラ

ー
ナ
に

お

い

て

も

救
済
は、

強

い

王
に

よ
っ

て

も
た

ら

さ

れ

る
。

人
々

を

脅
か

す
悪
の

軍・
勢
と

し

て

描
か

れ

て

い

る
の

は
、

カ

リ
・

ユ

ガ
の

化
身
で

あ
る

カ

リ

王

の

他
に

、

仏
教
徒

た

ち
の

国
や
、

蛮
族
な

ど

で

あ
る

。

カ
リ
・

ユ

ガ
に

入
り、

法
や

秩
序、

ヴ
ェ

ー

ダ
の

神
々

が
重
ん

じ

ら
れ
な
く
な
っ

て

い

く
な
か

で
、

「

暗
黒
の
」

勢
力
が

力
を

増
し、

正
し

い

教
え

を
守
る
バ

ラ

モ

ン

た
ち
は
追

放
さ

れ

て

い

く

様
子
が

描
か

れ
る

。

こ

う
し

た

物
語
と
叙
事

詩
と
の

違
い

は、

カ

ル

キ

が

世
界
を

新
し
く
創
り

な
お

し

て

人
々

を
救
う
と

さ
れ
て

い

る

点
で

あ

る
。

原
初
の

神
話
に

あ
っ

て、

イ

ン

ド
ラ

が

竜
を
退
治
し

て

世
界
を

成
り

立
た
し
め

た

よ

う
に、

こ

の

世
界
を
新
し
く
始
め

さ

せ

る

と

い

う
仕
事
こ

そ

が
カ

ル

キ

の

救
済
だ
と

い

え
る

。

神
話
的
意
味
で

い

え

ば
、

聖
な

る

も

の

が

顕
れ
る

と

い

う
こ

と

自
体
が

救
済
な

の

で

あ
る

が
、

そ

の

意
味
で、

カ

ル

キ

が
こ

の

世
に

あ
ら
わ
れ

た

と

い

う
こ

と

自
体
で

、

救
済
は

完
了
し

て

い

る

と

い

え
る
。

コ

ス

モ

ゴ

ニ

ー

に

よ

る

救
済
は

、

カ

ル

キ
・

プ
ラ

ー

ナ

に

お

け
る

救
済
の

本
質
的

要
素
で

あ
る

。

　
→

方、

七

世
紀
に

南
イ
ン

ド
か

ら

発
生
し、

十
五

世
紀
に

は

北
イ

ン

ド

に

広
が

っ

た
バ

ク

テ
ィ

と

い

わ
れ
る

宗
教
運
動
に

お

い

て、

伝
統
的
な
ヴ

ェ

ー
ダ
の

宗

教
と

は

異
な
っ

た
救

済
の

思
想
が

展
開
さ

れ

た
。

バ

ク

テ

ィ

は
、

民
衆
に

広
ま
っ

て

い

た

宗
教
文

学
の

中
に

広
く
み

ら
れ

る

宗
教
的
態

度
で

あ
り、

カ

ル

キ
・

プ

ラ

ー
ナ
に

み

ら
れ
る

救
済
を
論
ず
る
上
で
、

バ

ク

テ

ィ

の

考

察
を

欠
か

す
こ

と
は
で

き
な
い

。

カ

ル

キ

は

敬
虔
な
ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ

の

バ

ク
タ

で

あ
る

ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ
・

ヤ

シ

ャ

の

も
と
に

生
ま
れ
る

と

さ

れ、

ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ

派
の

バ

ク
テ
ィ

の

影

響
に

あ
る

こ

と

が

示
さ

れ
る

。

カ

ル

キ

の

説
く
バ

ク

テ

ィ

の

理
想
は
、

カ

ー

ス

ト

や
ダ
ル

マ

の

優
位
性
が

否

定
さ

れ

る
も
の

で

は

な

い

が
、

カ

リ
・

ユ

ガ

に

あ
っ

て

そ

う
し

た

理
想
が

失
わ

れ
た
時

代
だ
か

ら
こ

そ
、

ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ

の

化
身
が

要
請
さ

れ

た

こ

と

が

伺
え
る

。

一

般
に

救
済
と

は

原
罪
の

よ

う
に

聖
な

る

も

の

と

の

断
絶
を
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