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に
あ
た

る
と
い

わ

れ
て

き
た

が、

本

発
表
で

女
性
に

関

係
す
る

死

者
に

焦
点
を
当
て

た

こ

と
に

よ
り、

シ
ュ

ラ

ー

ッ

ダ

で

祀
ら

れ

る

の

は

「

ピ
タ

ラ
ハ

」

だ

け
で

な

く、
「

母
方
の

祖
父
」

を

意
味
す
る
「

マ

ー

タ
ー

マ

ハ

ヨ
鰍

癌
ヨ

昌
巴

の

複
数

形
で

表
さ
れ

る

「

母
方
の

祖
父
・

曾
祖
父

∴
咼

祖

父
」

も
対
象
と

な
る
こ

と
が
分
か
っ

た
。

よ

っ

て、

三
、

シ
ュ

ラ

ー

ッ

ダ

の

祭
祀
対
象
と

「

祖
霊
」

は
一

致
し
な
い

と

い

う
こ

と

も、

訳
語
「

祖
霊

祭
」

の

再
検
討
を

促
す
理
由
と
し
て

提
示
で

き
る
だ

ろ

う
。

古
典
イ
ン

ド

医
学
書
に

お
け
る

浄
・

不
浄
の

概
念

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

森
ロ

　
眞
衣

　
「

け
が

れ
」

に

関

す
る

概
念
は、

そ
の

内
容
や

程

度
の

差
こ

そ

あ
れ、

世
界
的
に

多
く
の

文
化
で

見
ら
れ
る

。

罪
と

結
び
つ

く
重
要
な
基
準
で

あ

り、

具
体
的
な

事
物
だ

け
で

な
く

行
為
や

身
分
と
い

っ

た

抽
象
的
な
対
象

に
も
適
用
さ
れ
て

き
た

。

あ
る

社
会
が
食
物
と

血
に

つ

い

て

「

け
が
れ
」

の

概
念
を
適
用
す
る
こ

と
は

多
く、

よ

く
知
ら
れ
て

い

る

も
の

の

ひ

と

つ

に
『

旧
約
聖
書
』

レ

ビ

記
が
あ
る

。

古

代
イ
ン

ド
社
会
に
お

い

て

も
こ

れ

と

類
似
す
る

形
式
で

食

物
関
連
規

定
と

血
に

関
す
る

記
述
が

存
在
す
る

。

代
表
的
な
の

は

古
代
か
ら

現
代
に

至
る
ま
で

イ
ン

ド

の

社
会
倫
理
規
範
の

基
盤
を

構
成
し
て

き
た

と
も
い

え
る

ダ
ル

マ

文

献、

そ
し
て

こ

れ
と
相

関

関
係
が

指
摘
さ
れ
て

い

る

医

学
文

献
で

あ
る
が、

確
か
に
レ

ビ

記
と
共
通

の

対
象
で

は

あ
る

も
の

の
、

イ
ン

ド
社
会
の

特
色
を

う
か
が
わ
せ
る

興

味

深
い

内
容
と

な
っ

て

い

る
。

　

ダ
ル

マ

文
献
の

食
物
規

定
で

は

「

食
べ

て

よ

い

も
の
」

「

避

け
る

べ

き

も
の
」

と

い

う
基
準
で

さ
ま

ざ
ま

な
区

分
を

指
定
し

「

け
が

れ
あ

る

食

物
」

を

列
挙
す
る

が、

い

か
な
る

場
合
で

あ
っ

て

も
口

に
し
て

は

い

け
な

い

と

い

う
厳
密
な

禁
忌
で

は
な
い

。

油
や
水
の

塗
布
と
い

う
浄
化
行
為
に

よ

り
タ

ブ

ー

は

乗
り
越
え

ら
れ
る
た
め

、

食
物
に

お
け
る
「

け
が
れ
」

は

比

較
的
容
易
に
除
去
さ
れ

る

性
質
の

も
の

と
い

え
よ

う。

ま
た

ダ
ル

マ

文

献
に

数
多
く
登
場
す
る

「

絶
食
規
定
」

と
は
「

避
け
る

べ

き
も
の
」

を
食

べ

て

し
ま
っ

た

場
合
の

取
消
し

行
為
の

ひ
と
つ

で

あ
る

。

食
の

「

け
が

れ
」

は

「

避
け
る

べ

き
も
の
」

を
凵

に

し
て

し
ま
っ

た

人
間
を
汚
染
す
る

の

で

は

な
く
付
着
す
る

も
の

で
、

そ
の

「

け
が
れ
」

は

特
定
の

手
段
に
よ

っ

て

除
去
可
能
で

あ
る

。

従
っ

て

食
物
の

「

け
が
れ
」

は
内
的
な
汚
染
を

引
き
お

こ

す
の

で

は

な
く、

あ
く
ま
で

対

象
の

表
面
に

付
着
し
た

も
の

と

い

え、

当
時
の

イ

ン

ド
社
会
に

お
い

て

食
物
に

よ

り
「

け
が
れ
」

る
こ

と

は

人
々

に
と
っ

て

そ
れ
ほ

ど
重
大
な
呵
責
の

対

象
で

は

な
か
っ

た

こ

と

が

想
定
さ
れ

よ

う
。

ま

た
血

に

関

す
る

事
物
に

つ

い

て

も、

そ
の

「

け
が

れ
」

は

沐
浴
や

嗽
ぎ、

マ

ン

ト
ラ

詠
唱
な
ど、

洗
い

流
す
浄
化
行
為
を

経

由
す
れ
ば
た

だ
ち
に

除
去
さ
れ
る

も
の

と
み

な
さ
れ
て

い

た
。

血
に

よ
る

「

け
が
れ
」

は

死
の

「

け
が

れ
」

と
近

接
し
た

位
置
づ

け
で

は

あ
る
が

、

そ
の

扱
い

は
比
較
的
軽
く

、

イ
ン

ド
社
会
に

お
い

て

血
に

関
す
る
も
の

は

そ
れ
ほ

ど
強
く
タ

ブ
ー

視
さ
れ
て

い

な
か
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

。

　
い

っ

ぽ
う
代
表
的
な

医
学
書
『

ス

シ
ュ

ル

タ
サ
ン

ヒ

タ
ー

』

を
み
る
と

基
本
的
に

は

特
定
の

食
品
に

つ

い

て

摂
取
を
禁

忌
と
は

し
て

お
ら

ず
、

ダ

ル

マ

文
献
で

は
禁
じ
ら
れ
た

食
物
に
つ

い

て

も

記
載
が
あ
る

。

医

学
書
で

指

示
さ
れ
る
「

避

け
る
べ

き
も
の
」

と
は

衛
生
上
の

観
念
に

基
づ

く
判

断

で

あ

り、

調
理
法
や

食
材
の

管
理

、

厨
房
や

口

中
の

清
潔
性
な
ど、

現
代

と

同
様
の

衛
生
観
念
を

用
い

て

説
明
さ
れ
る

。

ま
た

絶
食
も
ダ
ル

マ

文

献

の

よ

う
に

禁

忌
物
の

取
消
し
で

は
な

く
、

医
学
的
対
処
法
の

ひ

と
つ

と
し

て

示
さ

れ
て

い

る
。

血
に

つ

い

て

は

月
経
血
そ
の

も
の

を
「

け
が
れ
」

と
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は

位

置、
つ

け
ず、

問
題
の

あ
る
状
態
が

「

け
が

れ
」

で

あ
り

、

解
決
す
る

と

「

け
が
れ
の

な

い

血
」

と

し
て

扱
わ

れ
る
た

め、

宗
教
的
概
念
と

し
て

の

「

け
が
れ
」

で

は

な

く、

病
態
や

症
状
の
一

部
を
示
す
た

め

便
宜
的
に

「

け
が

れ
」

の

語
を
適
用
し
て

い

る
可

能
性
が
あ
る

。

ま
た

月

経
期
間
を

「

け
が

れ
」

で

は

な
く

「

望
ま
し

い

子
供
を

授
か
る

た
め

の

準
備

期
間
」

と

位
置
づ

け
て

お

り、

そ
こ

で

提
示
さ

れ
る

禁
止
行
為
の

説
明
に

は

イ
ン

ド
独
自
の

「

輪
廻
」

を

背
景
と

し

た

因
果
関
係
の

考
え
方
か

ら
影
響
を
受

け
て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

こ

れ

ら

の

記
述
か

ら
医
学
書
に

お
け
る

血
の

「

け
が

れ
」

と
は

、

出
血
を

伴
う
月
経
や

出

産
を
実

際
に

経
験
す
る

女
性

に

付
随
あ
る

い

は
内

属
す
る
よ

う
な

も
の

で

は

な
く、

「

望

ま
し
い

子
供

の

誕
生
」

を

阻
害
す
る

要
因
を
指
し

て

い

た

こ

と

が

考
え
ら

れ
る
。

　
イ

ン

ド
医
学
書
は

現
代
医
学
の

視

点
か
ら

も

非
常
に
緻
密
な
観
察
力
を

想
定
さ
せ

る

詳
細
な
症

状
分
析
の

記
述
が

多
く
見
ら

れ
る

が
、

同
時
に

イ

ン

ド

社
会
独
自
の

世
界
観
に

基
づ

く
解
釈
を

含
ん

だ

記
述
も

混
在
す
る

複

雑
な
体
系
で

構
成

さ
れ

て

い

る
。

イ
ン

ド

医
学
の

解
明
や

理

解
に

は
、

そ

の

背
後
に

あ
る

イ
ン

ド

社
会
の

状
況
や

思

想
へ

の

理
解
が

不
可
欠
と
い

え

よ・
つ

。

翻
訳
さ

れ

た
理

想
の

女

性
像

　
　

　

叙
事
詩
『

ラ
ー

マ

ー

ヤ
ナ
』

を
め

ぐ
つ

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

榊
　
　
和

良

　
聖

仙
ヴ

ァ

ー

ル

ミ

ー

キ

に

編
ま
れ、

三
世
紀

頃
に

現
存
す
る

よ

う
な

姿

を
と
つ

た

と
さ

れ
る

イ
ン

ド
の

国
民
的
叙

事
詩

『

ラ

ー

マ

ー

ヤ

ナ』

の

特

徴
の

ひ

と
つ

は
、

神
話

性
が

深
め
ら
れ
る
に

つ

れ

て
、

主
人
公
の

ラ

ー

マ

が
ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
の

主

神
に

加
え
ら
れ
た
こ

と
に

あ
る．、

妻
の

シ

ー

タ
ー

も
、

女
神

ラ
ク
シ

ュ

ミ

ー

や
、

タ

ン

ト

リ
ズ

ム

に

お

け
る

シ

ャ

ク
テ

ィ

（

女
性
的
原
理
・

生
成
力）

と
同
値
さ
れ
る

よ

う
に

な

り
、

ヒ

ン

ド
ゥ

！
・

ダ

ル

マ

社
会
に

お

け
る

理
想
の

女
性
像
か
ら
神
格
化
さ
れ
て

い

っ

た
。

　
こ

の

作
品
は、

サ
ン

ス

ク
リ

ッ

ト
語
テ

キ
ス

ト
だ

け
で

も

様
々

な
伝
本

を

も
ち、

イ
ン

ド
に

お

け
る
近
代
諸
語
に
翻
訳
・

翻

案
さ
れ

た

だ

け
で

な

く
、

近
隣
諸
国
や

中
央
ユ

ー
ラ

シ

ア、

と

り
わ

け
東
南
ア

ジ
ア

に

伝
え
ら

れ
、

中
国
や
日

本
に

も

伝
播
し
て

変
容
を
遂
げ
た

稀

代
の

文
学
作
品
で

あ

る
。

イ
ス

ラ

ー

ム

系
言

語
で

も
ペ

ル

シ

ア

語
に

よ

る
翻

訳
や

翻
案
は

三

十

種
類
以
上
も
確
認
さ
れ、

も

う
ひ
と

つ

の

国
民
的
叙

事
詩
『

マ

ハ

ー

バ

ー

ラ

タ
』

に

劣
ら
ず
人
気
が

あ
っ

た
こ

と

を
示
し
て

い

る
。

　
ム

ガ

ル

皇
帝
ジ

ャ

ハ

ー

ン

ギ
ー

ル

の

時
代
に
、

イ
ン

ド
生
ま
れ
の

ス

ー

フ

ィ

ー

詩
人
マ

シ

ー

フ

に

よ

り
マ

ス

ナ
ヴ
ィ

ー

の

形
で

著
さ
れ

た
こ

の

作

品
は
、

自
ら
の

宗
教
文
化
的
背
景
に

照
ら
し
て

こ

の

叙

事
詩
を
ど
の

よ

う

に

と

ら
え

た
の

か
を

垣
間

見
せ

て

く
れ
る

。

マ

シ

ー

フ

は
、

神
へ

の

祈

禧、

預
言
者
へ

の

讃
美、

自
ら

の

導
師
や
皇
帝
ジ
ャ

ハ

ー
ン

ギ
ー

ル
へ

の

称
賛
な
ど
を

述
べ

た

後、
「

妬
み

深
い

者
た

ち
へ

の

非
難
」

と

題
し
た

節

で
、

こ

の

物
語
を

語
る

こ

と

が

異
端
視
さ
れ

な

い

よ

う
に
と、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

逸

話
を
引
き
合
い

に

出
し
て
、

物
語
が

異
端
な
の

で

は
な

く
、

偶

像

崇
拝
者
た

ち
を
説
得
す
る

た

め

の

対
話
で

あ
る

と

語
る
。

皇

帝
ア

ク

バ

ル

の

時
代
に

、

『

ラ

ー

マ

ー

ヤ
ナ
』

の

散
文
訳
を

命
じ
ら

れ
た
バ

ダ

ー

オ

ー

ニ

ー

と

同
様
に、

異
教
徒
の

聖

典
を

翻
訳
す
る

こ

と
へ

の

非
難
へ

の

恐
れ

を

感
じ
て

い

た

の

で

あ
る

。

　
マ

シ

ー

フ

の

翻

訳
の

特
徴
は、

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

ス

タ
ー

二

i
の

パ

レ

ッ

ト
に

イ

ラ
ン

的
な

要
素
を

描
い

た
作
品
」

と

評
価
さ
れ

る
よ

う
に、

民
族

英

雄
叙

事
詩
や
ロ

マ

ン

ス

叙
事
詩
の

主
人
公
と
し
て

預
言
者
と
同
等
の

人
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