
書

評

A
･

R
･

ク

ル

カ

ル

ニ

ー

著
『

シ

ヴ
ァ

ー

ジ

ー

時
代

の

マ

ハ

ー

ラ

ー

シ

ュ

ト

ラ
』

(

A
･

R
･

只
亡
-

打

賀
n
r

転
学

訂
⊇
わ

聖

書
軋

讃

h

訂

ゝ
恥
へ

卑

小

巴
亡

母
㌣

勺
0

0

n

ぎ

ー

芸
¢

､

p
p
･

舛

賢
i

＋
山

○

00
)

深

沢

宏

イ
ン

ド
の

プ

ー

ナ

大
学
歴
史
学
教
授
A

･

R
･

ク

ル

カ

ル

ニ

ー

博
士
か

ら

標
題
の

御

著
書
を

頂
き

､

英
文
と

日

本
文
と

で

書
評
を

書
く

よ

う
に

依

威
さ

れ

た
｡

英
文
の

書
評
ほ

､

同
教
授
の

御
指
示

に

よ

り
､

プ

ー

ナ

大
学

ゴ

ー

カ

レ

ー

政

治
･

経
済
研
究
所
紀
要
『

ア

ル

タ
･

ブ
ィ

ジ

ュ

ナ
ー

ナ
』

第
一

四

巻
二

九

七
二

年
九

月

号
に

掲
載
し

て

頂
い

た
の

で
､

こ

こ

に

同
じ

趣
旨
の

邦
語
書
評
を

記
し
て

､

同
教
授
と

の

約
束
を

果
た

し

た
い

と

思
う

｡

な
お

､

右
の

ゴ

ー

カ

レ

ー

政
治

･

経
済
研
究
所
の

Ⅴ
･

D
･

デ
ィ

ウ
エ

ー

カ

ル

氏
も

本
書
の

書
評
を

､

デ

リ
ー

大
学
経
済
学
院
刊
行
の

『

イ
ン

ド

経

評

済
史
社
会
史
評
論
』

第
九
巻
第
二

号
(

一

九
七
二

年
六

月
)

に

書
い

て

お

( 7 1 ) 書

ら
れ

る
｡

一

六
三

〇
年
か

ら
一

六

八

〇

年
ま
で

の

い

わ

ゆ
る

シ

ヴ
ァ

ー

ジ

ー

時
代

の

マ

ラ

ー

タ

王

国
に

関
す
る

研
究
は

､

英
文
で

も
マ

ラ

ー

テ

ィ

ー

語
で

も

少
な
か

ら

ず
発
表
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

れ

ら

は
､

概
し
て

､

こ

の

国
の

政

治
的

･

軍
事
的
変
遷

､

行
政
諸

制
度

､

文
化
的

･

宗
教
的
背
景
に

限
ら

れ

で

お

り
､

こ

の

国
の

社
会
的

･

経
済
的
状
態
に

つ

い

て

は

あ

ま

り

大
き

な

関
心
は

払
わ

れ

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

ク

ル

カ

ル

ニ

ー

教

授

の

本
書
は

､

最
近

､

イ
ン

ド
の

歴
史
学
界
に

台
頭
し

て

き

た

経
済
史
的

傾

向
に

そ

う
も

の

で

あ

り
､

主
と

し
て

マ

ラ

ー

テ
ィ

ー

語
で

書
か

れ

た

既

刊

の
一

次
史
料
を

網
羅
的
に

利
用
し
て

､

こ

の

時
期
の

こ

の

王

国
の

経
済
生

活
の

諸
局
面
を

主
題
と

し

た

最
初
の

研
究
で

あ
る

｡

本
書
は

､

著
者
が

一

九
六

四

年
に

イ
ン

ド
の

マ

ラ

ー

ト

ワ

ー

ダ

ー

大
学

に

提
出
し

た

博
士
論
文
に

訂
正

を

加
え

た

も
の

で
､

全
部
で

一

〇
草
か

ら

成
る

｡

ま
た

､

巻
中
に

､

シ

ヴ
ァ

ー

ジ

ー

の

彫
像
の

写

真
一

葉
と

､

こ

の

王

国
の

か

な

り

詳
し
い

地

図
一

枚
と

が

含
ま

れ
､

第
一

､

二
､

四
､

五

章

の

末
尾
に

は
､

一

つ

ま
た

は
二

つ

の

有
益

な

補
遺
も

加
え

ら
れ

て

い

る
｡

ま

ず
本
書
の

趣
く

簡
単
な

要
旨
を

記
し

､

つ

ぎ

に

若
干
の

疑
問
点
を

指
摘

し

よ
ゝ

つ
｡

第
一

革
｢

序
論
+

に

お

い

て
､

著
者
は

､

利
用
で

き

る

史
料
の

断
片
的

性
格
の

ゆ

え

に
､

こ

の

時
代
の

こ

の

地

方
に

お

け

る

経

済
生

活
の

年
次
的

発
展
を

た

ど

る
こ

と

は

不

可
能
で

あ

る

と

述
べ

､

本
署
は

､

そ
こ

で

の

経

済
状
態

･

経

済
活
動
の

網
羅
的
な

描
写

以
上
の

も

の

で

は

な
い

と

断
わ
っ

て

い

る
｡

第
二

革
｢

村
落
+

は
､

村
役
人

､

村
職
人

､

耕
作
農
民

､

そ

の

他
の

村
の

居
住
者
を

取
り

上

げ
､

そ

れ

ら
の

権
利
と

義
務
を

論
じ
て

い

る
｡

第
三

章
｢

土

地
+

で

は
､

村
内
に

見
ら
れ

た

多
様
な

地

目
が

指
摘
さ
れ

､

そ

の

売
買

･

譲
渡
な

ど
が

検
討
さ
れ

て

い

る
｡

つ

い

で

第
四

章
｢

農
業

､

潅
漑

､

飢
饉
+

は
､

耕
作
農
民
の

状
態
と

耕
作
用
具

､

農
作
物
の

種
類

､

潅
漑
方
法

､

廃
園
と

森
林

､

飢
饉

､

植
民

な
ど

の

問
題
を

取
り

扱
っ

て

い

▲7

る
｡

第
五

草
｢

政
府

収
入
+

で

ほ
､

地

租
以

外
の

直
接

･

間
接
税

､

追
加

朗



一 橋論叢 第 六 十 九 巻 第 三 号 ( 7 2 )

徴
収

､

村
の

負
担
規
棋

､

特
定
の

宗
派
や

宗
教
行
事
に

課
せ

ら
れ

た

税
､

造
船
業
を

含
む

国
営
工

業
､

貢
納

､

罰
金

､

鋳
貨
料

､

戦
利
品

､

敵
儲
か

ら
の

四

分
の

一

税
と

一

〇
分
の

一

税
､

歳
入

捻
額
の

推
定
な

ど

が

論
ぜ

ら

れ
て

い

る
｡

第
六

章
｢

地

租
+

で

ほ
､

前
章
か

ら

除
か

れ

た

地

租
に

つ

い

て
､

そ

の

徴
収
の

制
度
と

方
法

､

規
模

､

そ

の

他
地

租
に

関
す
る

諸

問
題

が

取
り

扱
わ

れ

て

い

る
｡

第
七

草
｢

政
府
支
出
+

は
､

宮
廷
支
出

､

民
事

･

軍
事
行
政
費

､

公
共
事
業
費
を

論
じ
て

い

る
｡

つ

い

で

第
八

草
ほ
｢

人

口
+

と

題
さ

れ
､

こ

の

時
代
の

こ

の

地

方
の

総
人
口

､

コ

ー

ン

カ

ン

と

デ
ー

シ

ャ

の

特
定
諸
地

域
に

お

け

る

村
落
の

平
均
人
口

､

若
干
の

聖
地

に

お

け

る

聖
職
バ

ラ
モ

ン

の

数
な

ど

が
､

様
々

な

仮
説
を

設
け

た

う
え

で

推
定
さ

れ

て

い

る
｡

第
九

章
｢

エ

業
､

交
易

､

商
業
+

は
､

村
内
の

手
工

業
と

サ
ー

ビ

ス

業
､

市
場
地

､

運
輸

･

通

信
､

峠
の

関
所
と

通
関
税

､

商
･

エ

業
の

中
心

地
､

製
塩
業

､

交

易
商
晶
な

ど

を

論
じ
て

い

る
｡

そ

し

て

最
後
の

第

一

〇
革
｢

貨
幣

､

金
融

､

利
子
+

は
､

こ

の

王

国
で

流
通
し

た

多
様
な

通

貨
､

金
融
の

組
織
と

方
法

､

政
府
の

融
資

､

物
価
の

変
動
な

ど

を

検
討
し

て

い

る
｡

右
の

概
要
が

示

す
よ

う
に

､

本
書
は

､

こ

の

王

国
の

経
済
生

活
に

関
連

す
る

重
安
な

論
点
を

網

羅
的
に

取
り

扱
っ

て

お

り
､

中
世
イ
ン

ド

経
済
史

､

特
に

一

七

世
紀
デ

カ

ン

経

済
史
の

エ

ン

サ

イ

ク

ロ

ペ

デ
ィ

ア

の

如
き

性
質

を

持
っ

て

い

る
｡

本
書
の

有
益
さ

を

考
慮
し

て
､

以

下
に

若
干
の

疑
問
点

を

記
そ

う
｡

第
一

に
､

著
者
は

､

第
二

章
で

郷
主
と

郷

書
記
の

権
利
と

役

イ

ナ

ー

Y

得
に

言
及
し

た

箇
所
で

､

｢

免
税
村
+

に

つ

い

て

は

何
も

触
れ

て

い

な

い

(

三

九

-
四

五

頁
)

が
､

こ

れ

は
､

か

か

る

も

の

が

存
在
し

な

か
っ

た

と

い

う

意
味
で

あ

ろ

う
か

｡

ま
た

同
じ

章
で

､

村
の

手
工

業
者
や

サ
ー

ビ

ス

人
に

触
れ

た

箇
所
(

四

六

-
四

八

頁
)

で
､

｢

正

規
の

パ

ル

テ
ー

ダ
ー

ル

+

と

い

う
語
ほ

拡
大
解
釈
に

過
ぎ
る

と

思
わ

れ

る

し
､

そ

れ

に

｢

ア

ル

ー

タ
+

と
い

う
重

妥
な

用
語
を

示

す
に

あ

た

り
､

同
時
代
の

根
拠
が

何
も

記

さ

れ

て

い

な
い

｡

第
二

に
､

著
者
は

､

第
三

革
で

､

枚
拠
を

示
す
こ

と

な

く
､

世
襲
役
職
の

ゆ

え
に

永
久
的
に

保
有
さ

れ

た

土
地

は

ワ

タ
ン

と

呼
ば

れ

た

と

述
べ

て

い

る

(

六

四

頁
)

が
､

か

か

る

土
地
は

｢

イ

ナ
ー

ム

地
+

と

呼
ば

れ

た
の

で

ほ

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

｢

ワ

タ
ン

+

と

い

う

語

は
､

土

地

だ

け

で

は

な

く
､

そ
の

他
の

権
利

･

役
得
を

総
称
す
る

語
で

あ
っ

た

は

ず
で

あ

る
｡

ま

た

同
じ

革
で

著
者
ほ

､

根
拠
を

示

す
こ

と

な

く
､

村
の

職

人
や

サ

ー

ビ

ス

人
が

そ
の

仕
事
の

代
償
と

し

て

与
え

ら

れ

た

土
地

は
､

抵

当
に

入

れ

る

こ

と

ほ
で

き
た

が

売
却
す
る

こ

と

は

で

き

な

か
っ

た

と

記
し

て

い

る

(

六

八

頁
)

｡

こ

れ

が

真
実
で

あ

る

な

ら

ば

重

要
で

あ

る
｡

何

故

な

ら
､

村
の

職
人

や
サ

ー

ビ

ス

人
は

､

こ

の

次
の

世
紀

､

一

八
世
紀
に

ほ
､

自
分
の

役
職
と

免
税
地

を

含
む

役
得
と

を
､

自
己
の

カ

ー

ス

ト

仲
間
に

対

し

て

売
却
し

え

た
こ

と
が

明
ら
か

に

さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

第
三

に
､

著
者
ほ

第
四

草
に

お

い

て
､

国
家
は

耕
作
農
民
が

村
を

去
る
の

を

極
力
止

め

よ

う
と

し
た

と

記
し
て

い

る

(

八
二

頁
)

が
､

こ

の

こ

と

は
､

耕
作
農

民
が

､

国
家
に

よ
っ

て
､

農
奴
の

よ

う
に

､

土

地

や

村
に

緊
縛
さ

れ

て

い

た

と
い

う
意
味
で

あ

ろ

う
か

｡

第
四

に
､

著
者
ほ

第
八

草
で

､

シ

ヴ
ァ

ー

ジ
ー

が

維
持
し
た

兵
士
の

数
に

基
づ

い

て

こ

の

王

国
の

捻
人
口

を

推
定
し

ょ

う
と

試
み

て

い

る

(

一

九
三

-
九
四

頁
)

が
､

そ
の

際
王

国
外
か

ら
の

収
入

が

兵
士
維
持
の

た

め

の

大
き

な

財
濃
に

な
つ

て

い

た

ら

し
い

こ

と

が

無

視
さ

れ
て

い

る

た

め
､

人
口
の

推
定
が

か

な

り

慈
恵
的
に

行
わ

れ

て

い

る
｡

第
五
に

､

著
者
ほ

､

ウ
バ

リ
ー

農
民
を

､

一

方
で

｢

小

作
人
+

､

｢

小



ナ

ソ

.ト

フ

ァ

ー
･

マ

一

作
人
ま
た

は

借
地

人
+

と

呼
び

(

二

七
､

六

四

頁
)

､

他

方
で

｢

土

地

を

持
た

な
い

雇
農
+

､

｢

農
業
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

上
と

呼
ん

で

い

る

(

一

九

五

-
九
六

貞
)

｡

ど

ち
ら

が

正

し
い

定
義
と

考
え

ら

れ
て

い

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

点
を

特
に

指
摘
す
る

の

は
､

英
領
以

前
の

マ

ハ

ー

ラ

ー

シ
ュ

ト
ニ

フ

地

方
で

､

小

作
農
民
か

ら

区

別
さ

れ

た

意
味
で

の

雇
員
が

多
数
存
在

し

た
こ

と

は
､

ま

だ

実
証
さ

れ
て

い

な
い

と

思
わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
｡

第

六
に

､

エ

業
､

交
易

､

商

業
を

論
じ
た

第
九
章
で

､

商
業
株
式
会
社
形
態

､

お

よ

び

工

場
制
手
工

業
形
態
の

存

否
に

つ

い

て

の

言
及
が

あ
っ

た

ら
も
っ

と

興
味
深
か
っ

た

の

で

は

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

第
七
に

､

最
後
の

章
に

お

い

て
､

著
者
ほ

､

ワ

タ
ン

に

関
す
る

紛
議
か

ら

生

ず
る

訴
訟
の

費
用
に

つ

い

て

言
及
し
て

い

る

(

二

五

三

頁
)

が
､

こ

の

費
用
は

何
に

使
わ

れ
た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ま

た

著
者
は

､

全
点
産
物
の

半
分
が

国
家
に

よ
っ

て

収

奪

さ

れ

た

の

で
､

農
産
物
の

極
く

一

部
だ

け
が

農
民
に

よ
っ

て

市
場
で

販
売

さ

れ
た

に

過
ぎ

な
い

と

述
べ

て

い

る

(

二

六

〇
頁
)

｡

確
か

に
､

地

租
は

生

産
物
の

半
分
で

あ
っ

た

と

い

う
表
現
は

イ
ン

ド

経

済
史
に

関
す
る

記
述

に

お
い

て

し

ば

し

ば

見
出
さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

か

か

る

分

量
の

農
産
物

が

い

か

に

消

費
さ

れ
た

の

だ

ろ

う
か

と
い

う
疑
問
が

生

ず
る

で

あ

ろ

う
｡

非
農
業
人
口

が

総
人

口
の

半
分
に

も
お

よ

ぶ

ほ

ど
い

た

と
い

う

意
味
で

あ

ろ

う
か

､

そ

れ

と

も

地

租
と

し
て

徴
収
さ

れ
た

農
産
物
の

一

部
は

王

国

外

に

輸
出
さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

或
い

は
､

｢

全
生

産
物
+

と
い

う
の

は
､

実
際
に

は
､

世
襲
役
人

､

村
の

職
人
と

サ
ー

ビ

ス

人
な

ど
に

対

す
る

支
払

い

分
や

､

そ

の

他
の

村
費
を

差
引
い

た

残
り
の

生

産
物
を

意
味
す
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

う
い

う
点
に

つ

い

て

も
っ

と

説
明

を

加
え
て

も

ら
い

た

か

っ

た
｡

右
に

指
摘
さ

れ

た

諸
点
は

､

本
書
を

閲
読
す
る

場
合
に

留
意
さ

れ

て

よ

い

と

思
わ
れ

る

諸
点
で

あ

る
｡

ま

た

巻
頭
の

｢

正

誤
表
+

に

示

さ

れ

た

誤

植
の

ほ

か
に

少
な
か

ら
ぬ

誤
字
･

脱
字
が

見
ら

れ

る
こ

と

も

注
意
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

注
意
点
は

あ

る

が
､

従
来
あ

ま

り

知
ら

れ

て

い

な

か
っ

た

分
野
を

開
拓
し
､

数
多
く
の

新
知
識
を

提
示

し
た

本
書

の

先
駆
的
意
義
は

は

な

は
だ

大
き
い

｡

本
書
は

､

一

般
の

学
徒
の

参
考
書

と

し
て

有
益
で

あ

る

ほ

か
､

将
来
こ

の

分
野
に

つ

い

て

専
門
的
研
究
を

志

す
学
徒
に

と
っ

て
､

史
料
検
索
の

た

め
の

不

可
欠
な

手
引
き
に

も

な

る

で

あ

ろ

う
｡

(

一

九
七

二
･

一

二

･

〓
)

(

一

橋
大
学

教

授
)

評書)37(
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