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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち　

21
世
紀
の
挑
戦（

１
）

ニ
ー
リ
マ
・
シ
ュ
ク
ラ=

バ
ッ
ト

栗
原
淑
江　

訳

　

二
十
一
世
紀
初
頭
の
現
在
、
宗
教
は
け
っ
し
て
過
去
の
制
度
・

慣
行
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
は
、

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
社
会
に
お
い
て
強
力
な
勢
力
で
あ
り
つ

づ
け
て
い
る
の
で
す
。
二
十
世
紀
の
初
め
に
純
粋
に
世
俗
主
義

的
（
非
宗
教
的
）
で
社
会
学
的
な
宗
教
理
論
が
示
し
た
、
近
代
に

お
い
て
は
宗
教
は
衰
退
す
る
と
い
う
見
解
は
、
広
く
流
布
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
解
は
、
宗
教
的
生
活
の
社

会
的
側
面
を
検
証
す
る
に
は
有
益
だ
と
し
て
も
、
限
界
が
あ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
（
２
）。

　

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ハ
ッ
チ
ャ
ー
（B

rian H
atcher

）
が
最
近
著
し
た

論
文
で
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
へ
の
世
俗
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
主
要
な
欠
点
は
、
信
仰
対
理
性
、
伝
統
対
現
代
と
い

っ
た
単
純
な
二
分
法
的
な
見
解
に
あ
り
ま
し
た
。
ハ
ッ
チ
ャ
ー

は
、
宗
教
は
終
焉
を
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
変
化
す
る
時
代
に

対
応
し
て
変
容
す
る
の
だ
と
考
え
ま
す
（H

acher 2006 , 

pp.54 -55

）。社
会
学
者
の
ダ
ニ
エ
ル
・
エ
ル
ビ
ウ
＝
レ
ジ
ェ（D

aniél e 

H
ervieu-Lé ger

）
も
、
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
た
め
の
よ
り
よ
い

方
途
と
し
て
、
同
様
の
見
解
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

な
か
で
、
宗
教
の
変
革
の
必
要
性
が
広
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
局

面
の
一
つ
が
、
女
性
の
処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。
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女
性
た
ち
は
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
世
界
の
諸
宗
教
に
お

い
て
、
男
性
と
同
等
の
権
利
を
享
受
し
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

男
性
の
宗
教
的
権
威
者
た
ち
が
女
性
た
ち
に
割
り
当
て
た
諸
規

範
は
、
彼
女
た
ち
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
周
辺
的
な
地
位
に
追
い

や
っ
て
き
た
の
で
す
。
現
在
、
世
界
中
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
直
面
し
て
い
る
主
要
な
課
題
は
、
自
ら
の
宗
教
的
実
践
と
価

値
観
が
、
社
会
正
義
と
い
う
観
念
の
一
側
面
で
あ
る
男
女
平
等

の
理
想
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
で
す
。
男
女
平

等
の
理
想
は
、
世
界
中
で
広
く
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
社
会
正

義
の
観
念
は
、
政
治
的
、
経
済
的
、
知
的
な
潮
流

│
そ
れ
ら

の
多
く
は
純
粋
に
世
俗
的
な
も
の

│
な
ど
の
複
合
的
な
も
の

に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
、
何
世
紀
も
の
間
た
も
っ
て
き
た
社
会
的
規
範
を
、
こ
の
思

想
の
光
に
照
ら
し
て
再
評
価
し
、
修
正
し
始
め
た
の
で
す
。

　

社
会
的
規
範
の
修
正
は
、
そ
の
規
範
を
確
立
し
た
宗
教
的
権

威
に
目
配
り
し
な
が
ら
、
宗
教
的
文
献
を
再
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
女
性
の
役
割
の
定
義
は
、
そ
の
よ
う
な

修
正
の
必
要
性
が
も
っ
と
も
鋭
く
感
じ
ら
れ
て
き
た
領
域
で
す
。

多
く
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
女
性
た
ち
自
身
が
、

再
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
や
信
仰
を
基
盤
と
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

流
れ
の
構
築
に
、
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
ラ
レ
ー
・
バ
ク
テ
ィ
ア

ル
（Laleh B

aktiar

）
が
聖
な
る
『
コ
ー
ラ
ン
』
を
翻
訳
し
た
『
崇

高
な
る
コ
ー
ラ
ン
』（
二
〇
〇
七
年
）
が
、
そ
の
よ
う
な
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
一
つ
の
例
を
提
供
し
て
い
ま
す
（
３
）。
も
う
一
つ
の
例
と
し

て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
た
ち
が
、
宗
教

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

一
方
、 

キ
リ
ス
ト
教
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
者

た
ち
が
著
作
や
論
文
で
論
じ
る
対
象
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、

多
く
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
〔
神
学
的
・
組
織
的
成
熟
を
示
す

宗
派
〕
に
お
け
る
女
性
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
問
題
を

喚
起
し
て
き
ま
し
た
（
４
）。

　

宗
教
の
原
典
や
資
料
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
解
釈
す

る
人
々
は
、
歴
史
上
、
女
性
た
ち
が
自
ら
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
不
公
平
な
処
遇
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
認
識
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、そ
う
し
た
解
釈
者
た
ち
は
、そ
の
原
因
は
、

男
性
た
ち
が
原
典
の
解
釈
と
そ
の
解
釈
に
も
と
づ
く
女
性
の
規

範
の
定
義
を
独
占
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
彼
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ら
は
、
自
身
の
信
仰
と
の
絆
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
宗
教
の
原
典
と
実
践
を
解

釈
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
平
等
の
権
利
を
論
証
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
作
業
は
た
や
す
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
解
釈
者
た
ち
は
、
一
方
で
、
自

ら
の
宗
教
的
伝
統
の
内
部
で
正
統
派
の
グ
ル
ー
プ
に
異
議
を
申

し
立
て
ら
れ
ま
す
。
他
方
、
彼
ら
は
、
世
俗
的
な
立
場
に
立
つ

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
と
の
論
争
に
も
巻
き
込
ま
れ
ま
す
。
世
俗

的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
宗
教
そ
の
も
の
が
女
性
の
抑
圧

の
主
要
な
要
因
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
宗
教

が
一
致
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
す
。
信
仰
を
基

盤
と
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
に
完

全
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
成
功
を
収
め
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
彼
ら
が
呼
び
起
こ
し
た
議
論
は
一
部
の

思
想
家
た
ち
の
注
目
を
浴
び
て
き
ま
し
た
。

　

有
名
な
人
権
活
動
の
指
導
者
で
あ
る
ド
ロ
シ
ー
・
Ｑ
・
ト
ー

マ
ス
（D

orothy Q
. Thom

as

）
は
、
信
仰
を
基
盤
と
す
る
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
に
対
し
て
重
要
な
発
言
権
を
も

つ
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。

　
「
世
俗
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
信
仰
を
基
盤
と
す
る
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
に
架
橋
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
非
常
に
重
要

で
す
。
女
性
の
信
仰
者
た
ち
が
人
権
運
動
は
反
宗
教
的
で

あ
る
と
感
じ
る
一
方
、
人
権
活
動
家
た
ち
は
、
女
性
の
信

仰
者
た
ち
の
声
を
聴
き
、
取
り
込
む
こ
と
に
十
分
な
努
力

を
払
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会
正
義
を
め
ざ
す
運
動

は
、
両
者
の
声
を
必
要
と
す
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
人

権
の
世
界
と
宗
教
の
世
界
と
い
う
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
動

き
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
５
）」

　

こ
の
よ
う
に
、
信
仰
を
基
盤
と
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
の
議
論
は
、
い
く
つ
か
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る

信
心
深
い
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
課
題
で
も
あ
り
、
同
時
に
好

機
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
場
合
、
女
性
の
平
等
の
権
利
と
エ
ン
パ
ワ

ー
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
異
な
る
軌
道
を
進
ん
だ
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
学
問
的
な
著
作
に
お
い
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

女
神
の
伝
承
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
の
実
践
に
関
す
る
解

釈
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
信
仰
を
基
盤
と
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
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ズ
ム
の
概
念
が
、
信
仰
の
実
践
者
で
あ
る
女
性
た
ち
の
間
に
広

範
囲
に
広
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
（
６
）。
実
践
者
で
あ

る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
の
主
要
な
課
題
は
、
そ
の
よ
う
な
可
能

性
に
つ
い
て
の
覚
醒
と
議
論
の
発
展
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
以
下
、
現
代
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
直
面

し
て
い
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
広
く
描
写
す
る
と
と
も

に
、
彼
女
た
ち
が
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
め
ざ
し
て
再
解
釈
す

る
た
め
に
選
ぶ
で
あ
ろ
う
原
典
・
資
料
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
論

じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
中
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た

ち
を
一
般
化
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、

現
代
を
生
き
る
彼
女
た
ち
の
生
活
に
つ
い
て
若
干
の
幅
広
い
観

察
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
。

　

二
十
一
世
紀
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
直
面
す
る
諸
問

題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
考
察
す
べ
き
重
要
な
要
因
は
、
彼

女
た
ち
に
と
っ
て
モ
ダ
ニ
テ
ィ
（
近
・
現
代
性
）
お
よ
び
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
も
つ
逆
説
的
な
意
味
合
い
で
す
。
そ
れ
ら
の
意

味
合
い
は
、
彼
女
た
ち
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
原
典
・
資
料
を
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
見
地
か
ら
再
解
釈
す
る
余
地
を
つ
く
り
出
そ
う

と
す
る
挑
戦
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
考
察
の
焦
点
は

二
十
一
世
紀
に
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
述
べ
た
逆
説
的
な

意
味
合
い
を
理
解
す
る
上
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
モ

ダ
ニ
テ
ィ
に
出
会
っ
た
初
期
の
状
況
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
こ
と

が
有
用
で
し
ょ
う
。

モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
の
初
期
の
出
会
い

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
初
め
て
出
会
っ

た
の
は
、
英
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た
十
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世

紀
初
頭
に
お
け
る「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
改
革
運
動
」を
通
し
て
で
し
た
。

そ
れ
ら
の
改
革
運
動
は
、
英
国
の
植
民
地
で
あ
る
こ
と
へ
の
対

応
と
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
へ
の
対
応
と
し
て
展
開
さ
れ

ま
し
た
が
、
女
性
を
め
ぐ
る
多
く
の
問
題
に
も
焦
点
が
当
て
ら

れ
た
の
で
す
。

　

初
期
の
こ
れ
ら
の
運
動
の
特
徴
は
、
注
目
に
値
し
ま
す
。
第

一
に
、
こ
れ
ら
の
運
動
の
指
導
者
た
ち
は
、
非
常
に
愛
国
的
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
の
生
活
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影

響
を
与
え
た
画
期
的
な
改
革
を
導
入
す
る
際
に
、「
西
洋
人
」（
主

と
し
て
英
国
の
役
人
た
ち
）
と
協
働
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
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す
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
運
動
の
指
導
者
た
ち
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
社
会
内
部
で
改
革
を
め
ざ
し
て
熱
心
に
戦
い
な
が
ら
も
、
概

し
て
、
古
来
の
文
献
の
一
節
に
よ
っ
て
自
ら
の
主
張
を
裏
付
け

た
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
、
古
来
の
文
献
を
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
照
ら

し
て
解
釈
し
直
し
た
の
で
す
。

　

初
期
の
運
動
の
指
導
者
、
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
（B
rahm

o 

Sam
aj

）
と
ラ
ー
ム
・
モ
ー
ハ
ン
・
ロ
ー
イ
（R

am
 M

ohun R
oy

）
は
、

「
サ
テ
ィ
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
寡
婦
が
、
自
発
的
に
あ
る
い
は
強
制
に

よ
っ
て
、
夫
の
遺
体
を
火
葬
す
る
薪
の
上
に
上
り
、
焼
か
れ
て
殉
死
す

る
慣
習
）」
を
法
的
に
廃
止
し
よ
う
と
活
動
す
る
な
か
で
、
英
国

の
役
人
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ン
・
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
（W

illiam
 

B
entinck

）
の
支
持
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
慣
習
を
廃
止
す
る
法

律
は
、
一
八
二
九
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
近
代

イ
ン
ド
史
に
お
け
る
画
期
的
な
で
き
ご
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ロ
ー
イ
が
、
こ
の
法
律
を
支
持
す
る
著
作
に
お
い
て
、「
サ

テ
ィ
」
を
弁
護
す
る
議
論
と
反
対
す
る
議
論
を
『
ダ
ル
マ
・
サ

ス
ト
ラ
』（
道
徳
律
を
示
す
聖
典
）
の
句
か
ら
引
用
し
た
こ
と
は
注

目
に
あ
た
い
し
ま
す
。
彼
は
、
寡
婦
の
簡
素
な
生
活
を
推
奨
す

る
『
マ
ヌ
法
典
』
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、「
サ
テ
ィ
」
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
寡
婦
に
は
推
奨
さ
れ
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で

す
。
さ
ら
に
、
天
国
で
の
一
時
的
な
住
ま
い
よ
り
も
む
し
ろ
魂

の
永
遠
の
解
放
を
よ
し
と
す
る
、
古
代
の
神
秘
的
な
文
献
で
あ

る『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、「
サ
テ
ィ
」

は
一
時
的
な
住
ま
い
を
確
保
す
る
だ
け
で
あ
り
、
偉
大
な
功
徳

で
あ
る
精
神
的
な
実
践
で
は
な
い
と
示
唆
し
ま
し
た
（
７
）。
こ
う
し

て
、
ロ
ー
イ
は
、
権
威
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
典
を
解
釈
し

直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
た
ち
を
残
酷
な
慣
習
か
ら
解
放
す

る
社
会
的
変
革
を
主
唱
し
た
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
百
年
後
の
二
十
世
紀
初
頭
、
英
国
か
ら
の
独
立
を

め
ざ
す
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
展
開
さ
れ
た
時
期
に
マ
ハ
ト

マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
（M

ahatm
a G

andhi

）
が
登
場
し
、
社
会
に
お

け
る
女
性
の
地
位
と
役
割
を
め
ぐ
る
傑
出
し
た
思
想
家
と
な
り

ま
し
た
。
彼
の
思
想
の
ト
ー
ン
は
、
英
国
当
局
と
の
協
働
と
い

う
よ
り
は
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
の
意
味
合
い
が
強
い
も
の
で

し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
伝
統
的
な
概
念
の
再
解
釈
と
い
う
傾
向

は
持
続
し
て
い
ま
し
た
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
非
暴
力
の
原
理
と
い
う
視
点
か
ら
『
ス
ミ

リ
テ
ィ
』（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
伝
書
お
よ
び
法
典
書
）
を
読
む
こ
と
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を
提
唱
し
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
非
暴
力
の
原
理
は
女
性
の

平
等
な
権
利
を
含
む
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、

こ
れ
ら
の
書
に
み
ら
れ
る
「
道
徳
観
念
と
矛
盾
し
た
」
言
説
の

す
べ
て
は
、
神
の
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
あ
る
箇
所
で
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
シ
ー
タ
ー

〔
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
で
あ
る
ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
妻
〕
や
ド

ラ
ウ
パ
デ
ィ
〔『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
登
場
す
る
ド
ゥ
ル
パ
ダ

王
の
娘
〕
と
同
じ
よ
う
に
純
粋
で
道
徳
的
な
性
格
を
も
つ
女
性

た
ち
は
、
聖
伝
書
と
同
じ
く
道
徳
的
な
権
威
を
も
つ
も
の
と
み

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
ま
た
、
女
性
の
公
的
生
活
へ
の
参
加
を
支
持

す
べ
く
、
勇
敢
さ
を
そ
な
え
た
女
性
の
手
本
と
し
て
、
聖
な
る

王
女
ミ
ラ
〔
中
世
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
聖
人
〕
に
言
及

し
て
い
ま
す
（
８
）。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
率
い
る
自
由
独
立
運
動
や
社
会
改
革
運
動
に

は
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
参
加
し
ま
し
た
。
初
期
の
改
革
運
動

に
お
け
る
と
同
様
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
運
動
に
お
け
る
再
解
釈

の
視
点
も
ま
た
、
民
衆
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
よ
り
は
エ
リ
ー
ト

た
ち
の
宗
教
的
観
念
に
重
き
を
お
い
た
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
、

ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
者
た
ち
の
再
解
釈
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
男

性
た
ち
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
女
性
の
観
念
に
も
と
づ
い
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
主
張
は
多
く
の
社
会
層
に

浸
透
し
、
多
く
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
社
会
に
お
け
る

自
ら
の
役
割
を
再
定
義
す
る
機
会
や
、
独
立
運
動
に
参
加
す
る

機
会
を
得
る
よ
う
促
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
独
立
以
前
の
期
間
に
は
、
一
部
の
著
名
な
男

性
指
導
者
た
ち
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
の
社
会
的
平
等

の
立
場
の
確
保
の
た
め
に
、
再
解
釈
と
い
う
視
点
を
用
い
た
の

で
す
。
女
性
の
権
利
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
全
般
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
が

か
な
り
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、「
解
釈

的
で
統
合
的
な
想
像
力
」
を
基
盤
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
男
性
の
指
導
者
た
ち
と
は
別
に
、
雄
弁
な
女
性
指
導

者
サ
ロ
ジ
ニ
・
ナ
イ
ド
ゥ
（Sarojini N

aido

）
も
、
壮
大
な
伝
承

に
登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
に
言
及
し
な
が
ら
、
女
性
の
権
利

に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
彼
女
は
、
伝
統
に
支
え
ら

れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
熱
望
を
表
明
し
て
い
ま
す
（
９
）。
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独
立
後
の
イ
ン
ド

　

イ
ン
ド
独
立
か
ら
現
在
ま
で
の
数
十
年
間
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社

会
内
部
で
、
伝
統
的
な
価
値
観
の
変
革
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し

つ
づ
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
数
多
く
の
変
革
の

背
後
に
あ
る
推
進
力
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
的
、
政
治
的
、
社

会
的
潮
流
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
は
、
主
と
し
て
世
俗
的
な
も

の
で
し
た
。
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
め
ざ
す
運
動
は
、

必
ず
し
も
従
来
の
宗
教
的
原
典
や
資
料
を
解
釈
し
直
し
た
い
と

い
う
動
機
を
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
英
国

に
よ
る
支
配
の
終
焉
と
と
も
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
の

問
題
を
扱
う
際
に
「
解
釈
的
で
統
合
的
な
想
像
力
」
を
用
い
よ

う
と
す
る
視
点
は
後
退
し
て
き
た
よ
う
に
み
え
ま
す
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
女
性
導
師
の
多
く
が
、
カ
リ
ス
マ
的
な
存

在
と
し
て
世
界
各
地
を
動
き
回
る
一
方
で
、
複
数
の
社
会
層
を

通
し
て
女
性
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
た
め
に
伝
統
を
解
釈
し
よ
う

と
す
る
意
欲
は
、
純
粋
に
経
済
的
・
政
治
的
な
動
機
づ
け
に
よ

っ
て
影
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

　

イ
ン
ド
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
は
、
宗
教
と
言
語
の
大
い
な

る
多
様
性
の
中
に
出
現
し
ま
し
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の

暴
力
の
犠
牲
者
で
あ
る
女
性
た
ち
の
た
め
に
、
法
的
支
援
や
社

会
的
支
援
と
な
ら
ん
で
、
経
済
的
支
援
を
行
う
こ
と
に
忙
殺
さ

れ
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　

あ
る
意
味
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
が
も
つ
純
粋
に
世
俗

的
な
特
質
は
、
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
つ
女
性
た
ち
を
共
通
の

関
心
事
に
向
け
て
ま
と
め
る
の
に
役
立
っ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
含
む
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部
の
女
性
た
ち
に
と

っ
て
は
、
逆
説
的
な
意
味
合
い
も
も
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

独
立
後
の
数
十
年
の
間
に
、
女
性
が
教
育
を
受
け
る
機
会
は

増
大
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
教
養
あ
る
中
流

階
級
に
お
い
て
は
、
多
数
の
女
性
が
労
働
の
場
に
参
入
し
、
経

済
的
自
立
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

彼
女
た
ち
は
、
結
婚
相
手
を
選
ぶ
際
に
も
か
な
り
の
自
由
を
享

受
し
、
結
婚
後
は
核
家
族
で
生
活
し
ま
す
。

　

彼
女
た
ち
は
、
ほ
ん
の
五
十
年
前
ま
で
み
ら
れ
た
伝
統
的
な

大
家
族
生
活
で
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
か
ら
は
、
い
ち
じ
る
し
く
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離
脱
し
て
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
は
、
母
親
や
祖
母
た
ち
に
期
待

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
多
く
の
宗
教
儀
礼
の
執
行
や
大
家
族
へ

の
奉
仕
に
よ
っ
て
妻
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
、
期
待

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
彼
女
た
ち
は
夫
を
経
済
的
に
サ
ポ

ー
ト
し
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
貢
献
し
ま
す
。

　

多
く
の
女
性
が
信
仰
生
活
を
営
み
つ
づ
け
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
の
内
容
は
、
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
と
づ
い
た
実
践
か

ら
、
個
人
の
選
択
に
も
と
づ
い
た
実
践
へ
と
変
化
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
こ
の
こ
と
は
、
女
性
た
ち
に
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と

い
う
重
要
な
意
識
を
与
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
方
、
こ
う
し

た
宗
教
的
な
義
務
か
ら
の
解
放
は
、
伝
統
的
な
環
境
の
な
か
で

強
力
な
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
を
提
供
し
て
き
た
社
会
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
と
の
絆
を
弱
め
る
こ
と
に

も
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
統
の
文
脈
に
お
い
て
は

と
く
に
重
要
で
す
。
と
い
う
の
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
セ
ク

ト
的
な
グ
ル
ー
プ
を
除
け
ば
、
中
心
的
な
権
威
者
も
も
た
ず
、

正
式
な
構
成
員
を
と
も
な
っ
た
教
会
や
崇
拝
場
所
も
も
た
な
い

か
ら
で
す
。
女
性
が
執
り
行
う
儀
式
は
、
理
想
化
さ
れ
た
女
性

ら
し
さ
に
つ
い
て
の
男
性
の
観
念
に
な
ら
っ
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
父
権
的
な
規
範
を
強
化
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
も
、
伝
統
的
に
は
、
非
公
式
な
や
り
方
で
女
性
た

ち
の
関
心
を
表
現
す
る
場
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
奉
納
儀
礼

を
執
り
行
う
た
め
に
寺
院
や
家
々
に
集
う
女
性
た
ち
は
、
必
然

的
に
自
ら
の
サ
ポ
ー
ト
・
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、
教
養
あ
る
多
く
の
働
く
女
性
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
緊
密
な
絆
を
そ
な
え
た
伝
統
的
な
場
は
、
オ
フ
ィ

ス
・
ラ
ウ
ン
ジ
や
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
世
俗
的
な

場
に
取
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、

働
く
女
性
た
ち
を
エ
ン
パ
ワ
ー
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た

状
況
は
、
教
養
あ
る
中
流
階
級
の
働
く
女
性
た
ち
と
、
よ
り
低

い
中
流
あ
る
い
は
下
層
階
級
の
同
じ
宗
派
の
信
者
た
ち
の
間
の

文
化
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
と
い
う
、
間
接
的

な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

あ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
と
く
に
人
里
離
れ
た
農
村
地
域
に

お
い
て
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
担
う
若
干
の
社
会
的

役
割
は
、
広
範
な
変
化
を
こ
う
む
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
ら
の
地
域
で
は
、
女
性
の
識
字
率
は
低
い
も
の
で
す
。
そ
れ



103

「東洋学術研究」第48巻第１号

ヒンドゥーの女性たち　21 世紀の挑戦

で
も
、
近
隣
の
都
市
で
超
音
波
診
断
機
な
ど
科
学
技
術
の
進
展

を
利
用
で
き
る
た
め
、
女
性
の
胎
児
の
妊
娠
中
絶
は
ま
れ
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
「
ダ
ウ
リ
ィ
（
持
参
金
）」
の
慣

習
を
も
つ
カ
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
、
ま
れ
で
は
な
い
の
で
す
。

　

特
権
的
な
立
場
に
い
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
の
多
く
は
、

恵
ま
れ
な
い
女
性
た
ち
に
変
革
と
覚
醒
を
も
た
ら
す
こ
と
を
め

ざ
す
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
の
活
動
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
と

は
い
え
、
共
有
す
る
実
践
や
語
彙
、
伝
統
的
文
脈
に
お
け
る
女

性
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
も
と
づ
く
文
化
的
連

続
性
は
、
徐
々
に
衰
退
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
宗
教
活
動
へ
の
参

加
が
、
農
村
地
域
の
女
性
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
た
め
の
唯
一
の
通
路
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
宗
教
活
動
へ
の
参
加
は
、
女
性
の
伝
統
的
な
役
割
を

解
釈
し
直
す
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
通
路
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
関
連
す
る
更
な
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
グ
ル
ー
プ
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
政
治
問
題
化
す
る
こ
と
と
関
係
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
多
く
は
、
自
ら
の
伝
統
の
解
釈

に
お
け
る
正
統
性
を
主
張
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
対
し
て
不
寛
容
で
す
。
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
、
一
部

の
女
性
た
ち
の
信
仰
を
操
作
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

　

先
に
あ
げ
た
ド
ロ
シ
ー
・
Ｑ
・
ト
ー
マ
ス
の
引
用
文
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
信
心
深
い
女

性
た
ち
は
、
純
粋
に
世
俗
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
言
説
か
ら
は

取
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
徒
の
女
性
た
ち
も
、
例
外
で
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
た
ち
の

な
か
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
グ
ル
ー
プ
に

公
的
生
活
へ
の
参
加
の
機
会
を
見
出
す
も
の
も
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
っ
て
い
る
女
性
た
ち
は
、
世
俗
的
人

間
を
含
む
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
以
外
の
「
他
者
」
に
対
抗
す
る

伝
統
の
保
護
者
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
と
逆
の
立
場
に
立
つ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
は
、
世

俗
主
義
へ
の
関
与
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
宗
教
と
明

確
に
距
離
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
う
し

た
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
の
宗
教
的
な
原
典･

資
料
の
再

解
釈
を
通
じ
て
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
つ
い
て
協
議
す

る
た
め
の
場
は
狭
く
な
り
ま
す
。
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ラ
ー
ダ
ー
・
ク
マ
ー
ル
（R

adha K
um

ar

）
は
、『
行
為
の
歴
史
（The 

H
istory of D

oing

）』
の
な
か
で
、
次
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、一
九
八
七
年
に
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン
地
方
で
、

夫
を
火
葬
す
る
薪
に
飛
び
込
ん
で
殉
死
し
た
若
い
女
性
を
親
族

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
賛
美
し
た
こ
と
に
反
対
す
る

複
数
の
グ
ル
ー
プ
の
間
で
、
協
調
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

農
村
地
域
に
住
む
多
く
の
女
性
た
ち
も
、
そ
の
よ
う
な
賛
美
に

反
対
す
る
デ
モ
に
加
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
部
の
女
性
た

ち
は
「
サ
テ
ィ
」
に
賛
成
す
る
デ
モ
に
加
わ
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
で
も
、「
サ
テ
ィ
」
に
賛
成
す
る
デ
モ
に
参
加
し
た
人
々
の
多

く
は
、（
寺
院
で
）
殉
死
し
た
妻
を
賛
美
礼
拝
す
る
こ
と
と
、
女

性
が
夫
を
火
葬
す
る
薪
の
上
で
殉
死
す
る
行
為
そ
の
も
の
と
の

間
に
は
、
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
し
ま
し
た
。

　

ク
マ
ー
ル
は
、
世
俗
主
義
と
宗
教
的
な
表
現
の
間
の
関
係
に

は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
（
両
面
価
値
的
）
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と

を
、
鋭
く
も
認
識
し
て
い
ま
す
（K

um
ar 1993 , pp.178 -181

）。「
サ

テ
ィ
」
の
よ
う
な
慣
習
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち

の
間
で
の
再
解
釈
と
対
話
の
主
題
と
な
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、

よ
り
強
固
な
協
力
関
係
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
宗
教
は
社
会
生
活
に
お
け
る
強

力
な
役
割
を
果
た
し
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
女
性

た
ち
が
自
ら
の
権
利
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
を

再
解
釈
す
る
作
業
に
携
わ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
熱
望
を

宗
教
的
伝
統
の
原
典･

資
料
を
用
い
て
表
現
す
る
方
途
を
見
出
し

た
い
と
願
う
な
ら
ば
、「
解
釈
的
で
統
合
的
な
想
像
力
」
を
使
う

こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
勇
気
を
も
っ
て
伝

統
的
な
原
典･

資
料
を
建
設
的
に
再
解
釈
す
る
こ
と
と
、
実
践
的

な
レ
ベ
ル
で
の
新
た
な
解
釈
を
統
合
す
る
こ
と
を
要
請
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
努
力
は
ま
た
、
す
で
に
似
た
よ
う
な
再
解
釈
の
作

業
に
従
事
し
て
い
る
他
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
女
性
た
ち

と
の
対
話
の
場
を
開
く
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

　

問
題
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
そ
の
よ
う
な
発
展
の
可
能
性
を

許
容
す
る
か
ど
う
か
で
す
。
周
知
の
よ
う
に
、歴
史
的
に
み
る
と
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
カ
ー
ス
ト
規
範
と
性
規
範
は
、
低
い
カ
ー
ス
ト
の

人
々
や
女
性
た
ち
に
深
刻
な
不
公
平
を
課
し
て
き
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
社
会
や
、
イ
ン
ド
周
辺
の
地
域
で
は
、
こ
う
し
た
規
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範
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
統
の
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、
変
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
統
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
言
説
に
お
い
て
は
、

痛
烈
な
批
判
か
、
防
御
的
な
謝
罪
か
、
あ
る
い
は
極
度
の
賛
美

が
支
配
的
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
宗
教
現
象
を
歴
史
に
お
け
る

プ
ロ
セ
ス
と
み
な
す
視
点
は
、
人
間
に
よ
る
建
設
的
再
解
釈
に

も
と
づ
く
変
革
の
余
地
を
認
め
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
言
説
に
は

そ
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
が
、
彼
ら
の
伝
統
を
本
質
的
な
も

の
と
考
え
る
見
方
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
ま

た
、
信
仰
を
基
盤
と
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
潮
を
発
展
さ
せ

る
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
伝
統

に
お
け
る
中
心
的
な
権
威
者
や
唯
一
の
権
威
づ
け
ら
れ
た
文
献

の
不
在
は
好
都
合
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
伝
統
に

お
け
る
こ
う
し
た
側
面
は
、
多
様
な
解
釈
や
修
正
に
道
を
開
く

の
で
す
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
は
、『
マ
ヌ
法
典
』
の
次
の
よ
う
な

悪
名
高
い
一
節
を
め
ぐ
る
議
論
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
女
性
が
男
性
に
依
存
す
る
こ
と
は
健
全
な
社
会
に

と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
よ

う
に
、
女
性
の
幸
福
が
幸
せ
な
家
庭
生
活
の
核
心
で
あ
る
と
強

調
す
る
一
節
で
す
（
10
）。

　

ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
に
お
け
る
女
神
の
伝
統
が
も
つ
潜
在
的
可
能
性
を
建
設
的
に

探
究
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
、
そ

う
し
た
伝
統
を
あ
ま
り
重
要
視
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
歴
史

的
に
み
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
で
は
女
性
が
支
配
さ
れ
て
き
た

と
い
う
理
由
か
ら
で
す
（
11
）。

　

し
か
し
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
し
ば
し
ば
人
間
の
意
志
と

行
為
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
す
。
宇
宙
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
体
現
者
と
し
て
の
女
性
に
関
連
す
る
、
広
範
に
流
布
し
て
い

る
女
神
へ
の
賛
歌
は
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る

議
論
に
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
の
女
性
た
ち
は
、
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
源
泉
と
し
て
、

民
間
で
行
わ
れ
て
い
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
慣
習
を
再
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
に
由
来
す
る
「
ガ

ル
ボ
・
ダ
ン
ス
」
は
、
伝
統
的
に
女
性
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
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る
女
神
崇
拝
の
ダ
ン
ス
で
す
が
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

を
求
め
る
際
に
建
設
的
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
多
く
の
局
面

を
そ
な
え
て
い
ま
す
（
12
）。「

ガ
ル
ボ
・
ダ
ン
ス
」
で
演
奏
さ
れ
る
多

く
の
歌
は
、
女
性
た
ち
を
女
神
の
友
人
と
し
て
語
り
ま
す
。
他

の
多
く
の
歌
で
は
、
女
性
た
ち
は
、
自
ら
の
世
界
で
力
を
も
つ

人
々

│
姻
戚
や
雇
い
主
な
ど

│
に
対
し
て
、
反
抗
や
苦
情

を
表
現
し
ま
す
（
13
）。

　

し
か
し
、残
念
な
こ
と
に
、人
気
が
あ
る
ダ
ン
ス
と
し
て
の
「
ガ

ル
ボ
・
ダ
ン
ス
」
は
、
商
業
ベ
ー
ス
に
の
っ
た
大
規
模
な
形
態

で
引
き
継
が
れ
た
た
め
、
女
性
た
ち
の
絆
を
創
出
す
る
可
能
性

や
、
女
性
た
ち
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
可
能
性
は
、
あ
ま
り
活
用

さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

あ
る
女
性
が
信
心
深
く
あ
り
た
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど

の
よ
う
な
形
で
宗
教
を
受
け
入
れ
る
か
は
、
個
々
人
の
選
択
の

問
題
で
す
。
し
か
し
、
宗
教
を
生
活
の
重
要
な
構
成
要
素
と
す

る
女
性
に
と
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
視
点
か
ら
の
宗
教
の
解

釈
に
携
わ
る
こ
と
は
、
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
る
経
験
と
な
る
で
し

ょ
う
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
以
外
の

宗
教
的
伝
統
に
生
き
る
姉
妹
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
伝

統
の
原
典
・
資
料
を
再
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
男
女
平
等

社
会
へ
の
熱
望
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

宗
教
的
な
源
泉
に
関
す
る
「
解
釈
的
で
統
合
的
な
想
像
力
」

を
用
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
伝
統
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た

ち
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
へ
の
探
求
が
も
っ
ぱ
ら
信
仰
を
基
盤

と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
彼
女
た
ち
が
男
性
と
共
に
平
等
な
権
利
と
指

導
的
な
役
割
を
得
る
た
め
に
努
力
す
る
上
で
、
多
く
の
道
の
一

つ
を
提
供
で
き
る
の
で
す
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
は
、
自
ら
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な

熱
望
と
、
よ
り
大
き
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
言
説
に
対
し
、
信
仰

を
基
盤
と
す
る
潮
流
を
加
え
る
試
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
ら
の
熱
望
や
言
説
の
す
べ
て
は
最
終
的
に
、
各
々
の
社
会

で
女
性
た
ち
が
よ
り
大
き
な
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
す

も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
が
、
現
代
に
お
け
る
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
の
重
要
な
挑
戦
な
の
で
す
。

　
注（

１
）
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
十
月
十
九
日
に
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
大
学
で
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開
催
さ
れ
た
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
東
と
西
の
対
話

│
二

十
一
世
紀
の
地
球
的
問
題
群
へ
の
宗
教
的
視
座
」
に
お
け
る
、

「
女
性
・
宗
教
・
社
会
」
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
行
っ
た
発
表
に
も

と
づ
い
て
い
る
。
加
筆
修
正
は
ほ
ど
こ
し
て
い
な
い
。
こ
の
共

同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
大
学
宗
教･

精
神
生
活

学
部
長
で
あ
る
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
カ
ザ
ン
ジ
ン
教
授
、
な
ら
び
に

日
本
の
東
洋
哲
学
研
究
所
に
よ
っ
て
共
催
さ
れ
た
。
発
表
の
機

会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。

（
２
）
ハ
ー
ヴ
ィ
ー･

コ
ッ
ク
ス
は
一
九
六
五
年
、『
世
俗
都
市
』
に
お

い
て
、
都
市
に
お
け
る
世
俗
主
義
の
高
ま
り
は
重
要
な
倫
理
的

問
題
を
引
き
起
こ
し
た
と
同
時
に
、
伝
統
的
宗
教
の
崩
壊
の
前

兆
と
な
っ
た
と
論
じ
た
。二
〇
〇
七
年
に
は
、Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
テ
レ
ビ

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
、
倫
理
を
め
ぐ
る
論
議
で
は
ま
だ
無
神

論
が
優
勢
な
力
を
も
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
一
方
で
、
ハ
ー
バ

ー
ド
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
宗
教
に
対
す
る
関
心
と
宗
教
へ

の
参
加
が
増
大
し
て
い
る
と
語
っ
た
。
コ
ッ
ク
ス
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
の
内
容
は
、http://w

w
w.pbs.org/w

net/religionandethics/
w

eek1019 /interview
1 .htm

l

で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）ラ
レ
ー
・
バ
ク
テ
ィ
ア
ル
の
翻
訳
に
よ
る『
崇
高
な
る
コ
ー
ラ
ン
』

（
二
〇
〇
七
年
）
は
、『
コ
ー
ラ
ン
』
の
な
か
の
女
性
に
関
係
す

る
箇
所
を
女
性
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
視
点
で
翻
訳
し
た
も
の
で

あ
り
、
好
評
を
得
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
た
ち
の
『
コ

ー
ラ
ン
』
解
釈
へ
の
参
加
や
、「
ム
ハ
ン
マ
デ
ィ
ヤ

（M
uham

m
adiyah

）」
や
「
ナ
ー
ド
ラ
ト
ゥ
ル
・
ウ
ラ
マ

（N
ahdlatul U

lam
a

）」
な
ど
の
宗
教
団
体
が
承
認
す
る
女
性
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
タ
ー
ネ
ラ
・
ヴ

ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
＝
ハ
ー
ダ
ー
（Pieternella van D

oorn-
H

arder

）
が
、W

om
en Shaping Islam

: Reading the Q
uran in 

Indonesia, 2006 .

に
お
い
て
、
洞
察
力
を
も
っ
て
鋭
く
論
じ
て

い
る
。

（
４
）
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
リ
ュ
ー
サ
ー
（R

osem
ary R

uether

）
の
よ

う
な
神
学
者
の
著
作

│

Introducing Redem
ption in 

C
hristian Fem

inism
, 1998 . 

やW
om

en and Redem
ption, 1998

│
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
信
仰
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な

い
と
指
摘
し
て
い
る
。Judith L. W

eidm
an

（ed.

）, C
hristian 

Fem
inism

: Visions of a N
ew

 H
um

anity, 1984 .

に
収
録
さ
れ
て

い
る
諸
論
文
に
も
、
類
似
し
た
指
摘
が
あ
る
。

（
５
）
ヘ
レ
ン
・
Ｌ
・
ハ
ン
ト
が
、Faith and Fem

inism
: A H

oly 
Alliance, 2004 .

で
ド
ロ
シ
ー
・
Ｑ
・
ト
ー
マ
ス
を
引
用
し
た
も

の
。
ハ
ン
ト
は
そ
の
書
の
な
か
で
、
中
世
後
期
以
来
の
期
間
に

生
き
た
五
人
の
歴
史
上
の
女
性
た
ち
（
ア
ヴ
ィ
ラ
の
聖
テ
レ
サ
、

エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
、
ド
ロ
シ
ー
・
デ
イ
を
含
む
）
の

生
涯
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
、
自
ら
の
信
仰
と

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
信
念
は
総
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
実

際
、
信
仰
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
結
合
し
包
含
さ
れ
る
同
じ
衝

動
の
表
現
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

（
６
）
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
女
神
た
ち
に
関
す
る
、
定
評
を
得
て
い
る
学

術
的
著
作
と
し
て
は
、D

avid K
insley,  H

indu G
oddesses: 

Visions of the D
ivine Fem

inine in the H
indu Religious 
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tradition, 1998.

や John Stratton H
aw

ley and D
onna W

ulff, 
eds.,  The D

ivine C
onsort: Radha and the G

oddesses of 
India, 1986 .

が
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
の
宗

教
的
実
践
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

Tracy Pintchm
an, G

uests at G
od

s̓ W
edding: C

elebrating 
K

artik am
ong the W

om
en of Benares, 2005. A

nne M
ackenzie 

Person,  Because it G
ives m

e Peace of M
ind: ritual fasts in 

the religious lives of H
indu w

om
en, 1996 .

（
７
）「
サ
テ
ィ
」
に
関
す
る
ロ
ー
イ
の
議
論
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、

以
下
を
参
照
の
こ
と
。S. C

rom
w

ell C
raw

ford,  Ram
 M

ohun 
Roy: Social, Political and Religious Reform

 in the 19
th 

C
entury India, 1987 , p.106 .

（
８
）
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
性
た
ち
や
『
ス
ミ
リ
テ
ィ
』
を
め
ぐ
る
ガ
ン

デ
ィ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、M

. K
. G

andhi, W
om

en
s̓ Role 

in Society, 1959 , pp.5 -6 .  M
. K

. G
andhi, H

indu D
harm

a, 
1950 , p.431 .

を
参
照
の
こ
と
。
姻
戚
に
対
す
る
ミ
ラ
の
大
胆
な

非
協
力
に
つ
い
て
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
言
及
に
つ
い
て
は
、M

. K
. 

G
andhi,  C

ollected W
orks, Vol. X

V
III, 1920 , pp.125 -127 .

を

参
照
の
こ
と
。

（
９
）
ナ
ー
イ
ド
ゥ
の
訴
え
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、Lou R

atte, 
1985 , pp.365 -370

を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）『
マ
ヌ
法
典
』
で
、
女
性
の
男
性
へ
の
依
存
を
規
定
し
て
い
る

箇
所
は
、5 .147 -148 , 9 .2 -3 ,10 -18

で
あ
る
。
女
性
の
幸
福
は
家

庭
生
活
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
箇
所
は
、

3 .55 -58 , 60 -62

で
あ
る
。W

endy D
oniger, trans., Law

s of 

M
anu, 1991 , pp.48 -49 , 115 , 197 -198

を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）
二
〇
〇
九
年
一
月
に
、
私
は
一
人
の
イ
ン
ド
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

に
会
う
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
人
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け

る
女
神
の
存
在
は
あ
ま
り
重
要
で
な
い
と
考
え
て
い
た
。
な
ぜ

な
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
は
繁
栄
、
知
識
お
よ
び
力
を
つ
か
さ

ど
る
女
神
が
存
在
す
る
の
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
女
性
た
ち

は
貧
し
く
、
教
育
に
お
い
て
遅
れ
を
と
り
、
無
力
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
と
。 

（
12
）
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
賛
美
歌
は
、D

evi M
ahatm

ya 11 , 1 -34

に

見
出
せ
る
。11 .5

は
、
各
々
の
女
性
を
す
べ
て
の
強
力
な
女
神

と
同
一
視
し
て
い
る
。Thom

as C
oburn, trans., Encountering 

the G
oddes, 1991 , pp.73 -77

を
参
照
の
こ
と
。

（
13
）
私
は
、
ま
も
な
く
刊
行
さ
れ
る
拙
著
で
「
ガ
ル
ボ
・
ダ
ン
ス
」

に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
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