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はじめに

　「セイロン島」とは，今にいうスリランカ民主社会主

義共和国Democrat1c　Soc1al1st　Repub1lc　of　Sr1

Lankaである。その文明の歴史は，紀元前5世紀にま

で遡るとされ，古くから世界東西間の交易国として栄え

てきた。紀元前3世紀には仏教が渡来し，以後，今日に

至るまで，上座部仏教国としても繁栄してきた。この仏

教文化は，タイ（シャム），ミャンマー（ビルマ），カン

ボジア，ラオスなどにも多大の影響を及ぼしている（南

伝仏教）。

　こうした「セイロン島」の歴史や地理，地誌等を研究

する場合，まず，注目される文献の一として次がある。

　　Robert　Knox，“λπH三8之or乞cαZ　EθZα虹o几o∫沈θ

　　∫8Zαη∂0θツZoη杭肋θ万α8か肋ゐθ8”，Lond－on，

　　1681．

　本書については，次のような復刻版も出版されてい
る’）。

　A　Goonet11eke，HAedlted，1984，Navrang，New

　　Delhi
　B　Gunawardane，V．O．d－e　A！wis　ed－ited，1981，

　　Gunasena＆Co．Ltd一．，Colombo

　C　Paulusz，J．H．O．ed－ited一，Vo1．I　＆　1皿，1989，

　　Tisara　Press，Dehiwa1a

　D　Saparamadu，S．D．edited，1966，Tisara

　　Press，Dehiwala

　ESaparamadu，SDed1ted．，1981，T1sara
　　Press，Dehiwa1a

　F　Karunaratne，D　translated1nto　S1nhalese，

　　1981，Gunasena＆Co．Ltd．，Co1ombo

　この内，DとEは，次によるものであろうか。

　G　Saparamadu，S　D　（1ntroduct1on），“The

　　Cey1on　Historica！Joumal”，Vo1．W－Ju1y1956

　　to　Apri11957，Nos．1to4

　これらの内，筆者は，スリランカのペラデニヤ大学

University　of　Peradeniya図書館の御好意により，

1681年の原本，および，A，C，Gの4本を調査すること

ができた。以下に取り上げ，また，言及する原本，原文

は，すべて同大学図書館所蔵のそれである。

　日本では，先年（1994年6月），濱屋悦次氏により邦
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Their Lea/~ru7~g is but small. All they 

ordinarily learn is to read and to write. But it 

is no shame to a man if he can do neither. Nor 

have they any Schools wherein they might be 

taught and instructed in these or any other 

Arts. 

Their 1~00hs are only of their Religion and 

of Physich. Their chief Arts are Astror~omy 

and Magich. They have a Language some-
thing differing from the vulgar tongue(like 

Latirb to us) which their Books are writ in 

They learn to write upon Sand, spreading it 

upon the ground, and making it smooth witb_ 

the hand, and so write the letters with their 

fingers to bring their hand in use. 

They write not on Paper, for of that they 

have little or none; but on a Tallipot leaf with 

an lron Bodkin, which makes an impr~ession. 

This leaf thus written on, is not folded, but 

rolled up like Ribbond, and somewhat 
resembles Parchment 

If they are to write a Book, they do it after 

this manner. They take the Tallipot leaf, and 

cut it into divers pieces of an equal shape and 

size, some a foot, some eight inches, some a 

foot and an half long, and about three fingers 

broad. Then having thus prepared the leaves, 

they wnte in them long ways from the left 

hand to the right, as we do. When the Book is 

finished they take two pieces of board, which 

are to serve for the cover ofthe Book. To these 

boards are fastened two strings, which do 

pass thro every leaf of the Book, and these tye 

it up fast together. As the Reader hath read 

each leaf, he lifts it up, and lays it by still 

hanging upon the stnngs, and so goes to the 

next leaf, somethmg resembling Bills filed 

upon Wyre. 

The Gor~r~ies, who are men of leisure, write 

many Books of ~orb/~a, that is of the 

Ceremonies of their Religion: and will 

sometimes carry them to great Men, as a 

present, and do expect a reward. 

The King when he sends any Wa/~rarbts or 

Orders to his Officers, hath his Writings 

wrapped up in a weLy proper to himself, and 

none else do or may fold up their leaves in that 

manner but He. 

They write upon the Tallipat leaves Records 

or matters of great moment, or that are to be 

kept and preserved: but for eLny ordinary 

business as Letters, &c. they commonly use 

another leaf, called Taulcole. The leaves of 

which will bear a better impression than the 

Tallipat, but they are more stubborn, and 

harder than the other, and will not fold. 

But to speak a little of their Astronom_v. 



i~ rt~: ~ 't~' 65 

They who have understandinb' in it, and 
practise it, are the Priests of the highest Order, 

of which the present King's Father was. But 

the common sort of Astrorbomel~s are the 

Weavers. These men can certainly foretel 

Eclipses of the Sun and l¥lloon. They make 

Leet, that is Almanachs that last for a Month. 

They are written upon a Tallipat leaf, a little 

above a foot long, and two fingers broad. In 

them are told the Age of the Moorb, and the 

good Seasons and times to begin to Plough or 

to Sow, or to go a Journey, or to take any 

work in hand. On this precise time they will 

be sure to sprincle their first Seed, tho they 

sow all their Field it may be a Month after. 

And so they will begin to set forth at the very 

moment, tho possibly they will not go till 

some days after. 

These Astr07~orrbers tell them also when the 

old year ends to the very minute. At which 

time they cease from all work, except the 

Kings, which must not be omitted. They 

acquaint them also with the good hour of the 

New year, they are to begin to work. At which 

time every Man and Woman begins to do 
somewhat in their employment they intend to 

follow the ensuing year. They ha¥'e also 

another season directed them by their 
Astronomers: that is, when to begin to u)ash 

thei/~ heads, which is assigned to every one 

accordmg to the tme of their Nativitbes, which 

Ceremony they observe very religiously. 

These Astror~omers, or rather AstroZogers, 

are skilful in the Knowledge of t,he Stars, and 

Plar~ets, of which they reckon rbirbe: 'tis 

supposed they may add the Dragon's Head 

and Tail. By which they pretend to foretel all 

thmgs concernmg the health and recovery of 

Sick Persons; also concerning the fate of 

Cildren born, about which the Parents do 

presently consult them, and save their 

Children or kill them according to the 

fortunate or unfortunate hour they tell the 

Parents they were born in. 

VVhen a Person is Sick, he carries to these 

men his Nativity, which they call Hanr~a hom 

pot, upon the perusal of which they tell his 

destiny. These also direct fit times for 

beginmng Jourr7,eys, or other undertakings 

They are likewise consulted concerning 

Marriages by lookmg upon the Man and 
Womans Nativity. 

They reckon their Time from one 
Saccau)arsi an ancient King. Their year 
consists of 365 days,(7 7) They begin their 

year upon our Eight and twentieth day of 
March, and 

> Here are some a7~tient writir~gs engraven 

upon Rocks which poseth all that see them. 

There are divers great Rocks in divers parts in 

Carrde Uda, and in the Nol^thel^rL Parts. These 

Rocks are cut deep with great Letters for the 

space of some yards, so deep that they may 

last to the worlds end. No body can read them 

or make any thing of them. I have asked 

Malabars, Gentuses, as well as Chi/~gulays 

and Moors, but none of them understood 

them. You walk over some of them. There is 

an ancient Temple Goddiladenni in Yattarbou/" 

stands by one place where there are of these 

Letters. They are probably in memorial of 

something, but of what we must leave to 

learned men to spend their conjectures. 

(･~lJi, 109-113~:) 
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66 17世紀におけるスリランカの書記生活について

　　　　書物の書き方と作り方　　僧侶は経典に関す

　　る書物を書く　　王の令状は独特の包装　　文字

　　を書くには二種類の葉を用いる……岩石に残る古

　　代の刻文

［濱屋氏訳書コ（本文）

　　《施注も同書におけるそのままである。但し，注番

　号の（1）～（7）は，本稿のそれと混同しやすい

　ので，この符号を，今，①～⑦と変更する。1》

　　第十章　住人の教育，天文学，呪術

　ここでは，学習することは少ない。彼らがふつう

に学習することと言えば，読み書きだけである。し

かし人々にとって，そのどちらができなくても恥ず

かしいことではない。ここには，読み書きばかりか

すべての学問にっいて教えたり指導する学校が全然

ないのである。

　書物は宗教と薬に関するものだけである。主な学

問は天文学と呪術である。この国には一般の言葉と

は少々異なった言葉があって，（私たちのラテン語

のように）それによって書物は書かれている①。文

字の練習は，地面に撤いた砂を手で平らにし，その

上に指で書いて行う。

　島には紙が殆どないので，文書は紙を使わずにタ

リポットヤシの葉に錐のような鉄筆で刻みっける②。

こうして書かれた椰子葉の文書は，折り畳むのでは

なく，リボンや羊皮紙のように巻かれる。

　書物の作り方はこうである。まずタリポットヤシ

の葉を同じ形，同じ大きさに切り揃える。長さは一

フィートだったり，八インチだったり，場合によっ

ては一フィート半もあるが，幅は指三本分くらいで

ある。このように準備した葉の上に，私たちと同じ

く左から右に長々と書く。書物の内容を書き終えた

ら，［全頁の葉を重ね］カバーとなる二枚の板で挟

む。板には書物の全頁を貫通する紐が二本ついてい

て，全体を堅く縛ることができる。読者は，葉を一

枚読み終える毎に，その葉を紐に通したまま上にず

らし，次の葉に読み進む。その様子は針金を通した

請求書に似ている。

　ヵ一ナ［一般の仏教僧，第二阜参照コと呼ぱれる

有閑人は，バナっまり彼らの宗教の経典について多

くの書物を書いている。そして時には，それらの書

物を高官に贈り，見返りを期待する。

　王が令状や命令を官僚たちに送付する時には，そ

の文書を独特の方法で包む。その方法を他の者が真

似ることは絶対に許されない。

　重要な事件の記録や保管すべき文書なとはタリポソ

トヤシの葉に書くが，手紙などふつうの用事にはタ

ル③と呼ばれる植物の葉を使うことが多い。その葉

はタリポットヤシよりも書きやすいのであるが，非

常に固くて扱い難く，折り畳むこともできない。

　さて，島の人々の天文学について少し述べよう。

本当に天文学あるいは星学を理解し，それを応用で

きるのはもっとも高い地位にある僧侶たちで，現王

の父もそうした僧侶の一人であった。しかし一般の

人々に親しまれている天文学者は機織りたちである。

機織りたちは日食や月食を正確に予言できるし，リー

トと呼ばれる一カ月分の暦も作る。リートは，長さ

が一フィート少々，幅が二本指くらいのタリポット

ヤシの葉に書かれていて，それには，月齢をはじめ

耕作や種蒔を始めるのに良い季節や日時，旅や仕事

をするのに良い日時などが示されている。人々は，

その一カ月後に全部の畑に種を蒔くとしても，指示

通りの正確な日時に最初の種蒔をする。同様に本当

の旅に出発するのは数日後であるとしても，定めら

れた時間丁度に旅の第一歩を踏み出したことにする

のである。

　天文学者は旧年の終わる瞬間を正確に指示する。

その時刻になると人々は，絶対に中断を許されない

王に対する奉仕を除いて，すべての仕事を終える。

続いて天文学者は，新年の仕事始めの日時を示す。

その時刻になると，すべての男女が，来たるべき年

に従事する仕事の何かを始める。人々はまた，初め

て頭を洗う日時を天文学者から教えてもらう。それ

は各人が生まれながらに持っている時間で，初めて

の洗髪は非常に重要な宗教的儀式と見なされている。

　この天文学者，というよりもむしろ星占い師は，

人々の運星に関して実に博識である。運星は九っあ

るとされ，それらは竜の頭と尾を持っていると考え

られている。彼らは運星を占うことによって，病人

の状態や回復をすべて予言できるとする。また，生

まれたばかりの子供の運命について，親たちから相

談を受ける。星占い師が告げる生まれた時間の幸，

不幸によって，子供たちは生かしておくか殺される

か決められる。

　病気になった人は，自分のハンナホムポットっま

り誕生記録を星占い師に示す。それを星占い師は熟

視して，病人の運命を教える。旅行などすべての計

画を始める正しい時間もまた，それによって指示す

る。結婚にっいても同様に，男女の誕生記録を見て

占うように相談を受ける。
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　　この国では，年代を古代の王サカワルシャから数

　える④。一年は三百六十五日である。新年は《中略》

　　この島には，岩に彫られた古代の刻文があって，

　それを見た人すべてが理解に苦しむ。カンデ④ウダ

　の各地や北部の諸地域には各種の巨岩があり，それ

　らには膨大な量の文字が何ヤードにも亙って刻まれ

　ている。その文字は，この世の終わりまで残るほど

　深く刻み付けられている。誰もこれらの文字を読ん

　だり理解することはできない。私はシンハラ人［仏

　教徒コやムーア人［イスラム教徒コばかりではなく，

　ヒンドゥー教徒⑥のタミル人にも尋ねてみたが，誰

　も理解できないと言う。しかし掘者諸賢ならいくっ

　かを楽に解読できるであろう。ヤティヌワラのガダ

　ラーデニヤにある古代寺院は，このような刻文があ

　る場所の近くに建っている。これらは恐らく何かの

　記録と考えられるが，専門家の研究に任せるしかな

　い⑦。

　　　　①パーリ語のこと。仏教関係の書物はパーリ

　　　　語で書かれる。パーリ語には固育の文字がな

　　　　く，セイロン島ではシンハラ文字が用いられ

　　　　ている。パーリ語はサンスクリット語の傍流。

　　　　②鉄筆で書いた後，文字を明瞭にするため，

　　　　炭を油で練ったインクを擦り込む。

　　　　③Borα8sひ8∫Zα6εZZψグパルミラヤシ。

　　　　④シャカ族の王が北西インドを征服した西暦

　　　　七八年を元年とするシャカ紀元を指す。これ

　　　　とは別に，セイロン島では仏陀の入寂年を元

　　　　年とする紀年法も行われていた。仏陀の没年

　　　　には諸説があるが，前四八○年ごろとするも

　　　　のが多い。

　　　　⑤十三世紀末から十四世紀初めの三十年余り，

　　　　シンハラ王朝はクルーネガラにあった。

　　　　⑥原文ではGentusesである。ヒンドゥー教

　　　　徒を意味するので，そのまま訳した。

　　　　⑦セイロン島では三千近い古代刻文が発見さ

　　　　れていて，もっとも古いものは紀元前三世紀

　　　　にまで遡る。使用されている言語は各時代の

　　　　シンハラ語がもっとも多く，その他タミル語，

　　　　サンスクリット語，パーリ語，中国語，ペル

　　　　シア語，アラビア語などである。現在では大

　　　　部分の解読が終わっている。主として王の事

　　　　績，宗教上の記録で，スリランカの歴史研究

　　　　上非常に重要な資料である。

　　　　　　　　　　　　　　（以上，245～252頁）

以上，濱屋氏の訳書から引用した。訳文中の，（）

は，「原著の括弧」であり，［］は，訳者の補った字旬，

あるいは，簡単な注であるとされる。また，原著にある

英語以外の言語は，原則としてそのまま片仮名で表記さ

れ，特にシンハラ語については，いったん原語に戻し，

改めて片仮名で表記したとされる。動植物名も，原則と

して片仮名で表記されている。（以上，「凡例」より）。

　なお，原本と復刻版諸本との間には，語句や文字に大

小の異同があり，必ずしも全同ではないが，右訳文中，

「ガーナ・一・彼らの宗教の経典について」とする条は，

原本にCere皿oniesとあり，これは復刻版でも同様の

ようである。

2　注意される事項

　こうしたノックスの記述にっき，注意されるのは，次

のような点である。

　　　（1）文字と言語

　まず，原文によれば，当時におけるこの国（They）の

ことばとしては，“the　vu1gar　tongue”（一般の言葉）

と，それとは少々異なった言葉“aLanguage（1ike

Zαご加tO　uS）’’との二様があるという。

　前者は，日常生活に用いられるシンハラ語Sin（g）ha1－

ese（s1nhaa　bhashava）であり，この表記にはソンハ

ラ文字が用いられる。後者は，パーリ語Paliを意味す

る。“1ike　Lαむ加to　us”（我々（英国人）にとってのラ

テン語のように）とあるように5），宗教（仏教）や古典

を理解し，学習し，継承するための言語である。但し，

パーリ語には固有の文字がないので，スリランカでは，

これもシンハラ文字で表記する。

　パーリ語は，仏教の教えを伝えたものである。当初の

仏教は，文字によらず，口承④暗謂によるものであった。

　終りの方に見える“SOme　antient　Writing　engraVen

upon　Rocks”（岩に彫られた古代の刻文）は，濱屋氏

の注記（⑦）されるように，今日でもあちらこちらに残っ

ており，研究も行われている。これについては後に改め

て言及しよう。

　シンハラ語（および，タミル語Tamil）については，

本書でも，Part皿（第三部「島の文化」）のChap．9

に，次のように紹介されている6）。

　　　To　speaknow　alittle　oftheirLα几gααgθ．Itis

　　a1anguage　pecu11ar　toth　at　Island－and－I　know

　　not　any加由απNations　that　speak　it　but

　　themselves．There　are　a　few　word－s　that　are

　　common　to　the　Cん加gαZαツs　and　the〃αZα6αr8，



68 17世紀におけるスリランカの書記生活について

　　which　they　might　borrow　of　one　another，by

　　Intercourse　and　Commerce，but　the　words　are

　　so　few，ψat　a〃’αZα6αr　cannot　understand－a

　　Cん乏πgωZαニソ，nor　on　the　contrary．

　　　The1r　language　1s　Ooρ乙oα8，　S肌oo流，

　　EZθgα肋，Co〃〃ツ；according　as　the　People　that

　　speak　it　are．Who　are　ful1ofwords，Tit！es　and

　　Complements．They　have　no　less　than　twe1ve

　　or　more　Tit1es　that　they　use　when　they　speak

　　to　Women　a㏄ord1ng　to　the1r　ranks　and

　　qualities．

　　　　　　　　　（Part皿，Chap．9，104～105頁）

　この後には，位相に関わる問題，名詞の単複，動詞の

変化，数詞といった文法上の諸問題，また，語彙なとに

ついての言及や用例が示されている。興味深いところで

はあるが，当面のところ，保留しておこう。

　　　（2）書記素材

　先には，書記素材として四様がみえている。次のAか

らDがそれである。

　　A　“They　write　not　on　Paper，for　of　that　they

　　　have1itt1e　or　none”とみえるPaper（紙）

　　B　“They　learn　to　write　upon　Sand，spread一一

　　　1ng　1t　upon　the　ground，　and　mak1ng　1t

　　　sエnooth　w1th　the　hand．，and　so　wr1te　the

　　　letters　w1th　thelr　f1ngers　to　br1ng　the1r　hand－

　　　in　use．”とみえるSand（砂）とfingers（指）

　　C　“on　a　Ta111pot　leaf　w1th　an　Iron　Bodk1n，

　　　wh1ch　makes　an1mpress1on”とみえるタリ

　　　ポットヤシの葉とIron　Bodkin（錐のような鉄筆）

　　D　“they　common1y　use　another1eaf，ca11ed

　　　τααZCOZθ．”とみえるタラ・コラ（タルと呼ばれ

　　　る植物の葉）

　まず，Paper（紙）であるが，ノックスが囚われてい

た1670年前後，同島において，また，このキャンディ王

国において，どのようなPaperが，どのように入って

いたか，はっきりしない。既に，ポルトガル，オランダ，

イギリスなどとの交渉も複雑，頻繁に行われていた時代

であり7），Paperが，全くなかったとは考えられない。

しかし，その数量も，また，インクやペン，その他の関

連具も，同島の人々にとっては，実用的な存在ではなかっ

たであろう。

　ノックスの記述には，宮廷勤務を命じられた折，次の

ように答弁する条がある。

　　　To　this　he　rep1ied一，0αれπo乙ツoαrθαdαπd

　　ωr加肋gZ三s〃Sεr〃θLαわo〃伽K杭g
　　グθ卯乏械んπoむo〃oα．Ianswered，Wんθ几∫cα肌θ

　　αSん0rθ∫ωα86批ツ0α几g，α〃肋α川ん三Cん伽π∫

　　ん几舳，π0ω〃α灯0rg0け0グωα耐0！ρrαα乏Cθ，

　　んα0加gんα＾θ倣θr杭んπ0グραρθグωθrS乞肌θ∫

　　Cα肌θα8ん0グθ．IurgedmOreOVer，珊α広北ωαS

　　c㎝舳rプo伽0淑o肌θα〃Pグαα乞cθoゾαZZ

　　K加g8α〃Pr三πCθSωρ0〃んθ五α舳亡0加θρα〃

　　d伽加mθパんα乙cα〃1肋o伽かCoα肋θツ8
　　αρ0π8αCんρθαCθα6Zθα㏄0α肋8α8ωθホφ肌αCん

　　ZθS8ご0C0肌ρθZ伽肌玄08θグひθ伽肌6θツ0〃伽か

　　ρoωθr伽dα6舳ツ．（PartIV’，Chap．8，151頁）8）

　11行目の“peaceableaccounts”は，争いを好まな

い（平和を好む）お客の意であろう。

　読み書きできないことを強調して勤務を免れようとす

る段であるから，多分に誇張はあろう。だが，彼らの持

ち込んだPaperも，その後に入手できたPaperも，皆

無に近いものであったろう。

　この点に関連し，インドの文書素材にっいて考察され

た小西正捷氏に，A　F　Rudolf　Hoemleの論文をふ

まえて，次のような言及がある。

　　ことに中北部と西部では，すでに一五世紀以降，写

　　本の素材としては紙が一般的となっていた。しかる

　　にベンガルやオリッサー等の東部インド諸地方にお

　　いては，主としてパルミラヤシを用いた貝葉が，一

　　九世紀初頭にいたるまで用いられっづけた。ことに

　　ビハールでは前一八世紀中葉まで，古来のコリハヤ

　　シの貝葉を用いるのが通常であった。このことはま

　　た，スリランカーやネパールの場合にもいえること

　　である。これらの地方における，伝統への固執性の

　　強さがうかがえよう9）。

　この6行目に「前一八世紀中葉まで」とあるのは誤植

らしい。ハーンリの論文では，“to　the　middle　of　the

18th　century，”とある（113頁，20行目）。

　一口にスリランカとはいっても，保守的な内陸高地部

と，ヨーロッパ支配を直接受けた低地部とでは，既に，

社会，政治，経済，文化などに大小の相違が生じていた

であろう。…だが，少なくとも，17世紀のウダ④ラタ（キャ

ンディ）王国では，Paperは，未だ，日常的に用いら

れていなかったと推測される。

　なお，当時，在住のキリスト教神父ヴェルゴンセ

Vergonseは，“He　hada　pretty　Library　about

h1m，”（立派な蔵書をたくさん持っていた），しかし，

その死後，‘‘The　old　Priest　had　about　Thirty　or

Forty　Books，wh1ch　the　K1ng，they　say，se1zed　on
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after　his　Death，and　keeps．”（三十冊から四十冊の蔵

書は，王が取り上げて自分の蔵書にしたと伝えられてい

る）といった記述もみられるから（PartW，Chap．14，

189頁），ラージャ・シンハニ世の王宮には洋書類も所蔵

されていたはずである。囚われていたノックス自身も英

語の聖書一冊を購入し，感激している場面がある
（Part　IV’，Chap．3，127頁）。

　次に，Bは，「地面に撒いた砂を手で平らにし，その

上に指で書いて行う。」としてみえるものである。この

Sand（砂）とfingers（指）とは，記されているとお

り，そして，後にも触れるように，「文字の練習」（習得）

時における“書記素材（教具）’’である。

　これについては，“τ加0ガord五πgZ三8んDオc乙三〇几αrツ”

（Second　Edition）on　Compact　Disc．（1992）に，

　　the　capltal　pr1nted－letters　on　sand　at　the　sand－

　　board一．

　　（1817A．Be！l　Instr．Cond－ust．Schools［ed．6コ8）

とみえることを教えていただいた10）。砂や砂板，あるい

は，木灰などは，各国⑤各地域で，古くから利用されて

いたものであろうl1）。

　さて，スリランカにおいて，当時，ふつうに用いられ

ていた書記用の料紙は，タリポットヤシ，また，パルミ

ラヤシの葉を調製したものである。これが，そのCであ

り，Dである。

　タリポットヤシは，学名0or〃んααm6r㏄αZ批グα

L．，英名Talipot　Palmといい，日本ではコリファヤ

シという。また，パルミラヤシは，学名B01・α88α8

∫Zα6θ〃加r　L．，英名Palmyra　Pa1mといい，日本

ではオウギヤシ，ウチワヤシ，パルミラヤシという。

　これらのヤシ，また，その書記素材としての調製方法

等については前稿にも触れたが，注意すべきは，これら

二種の用途が相違するという点である。即ち，ここには，

「重要な事件の記録や保管すべき文書などはタリポット

ヤシの葉に書くが，手紙などふつうの用事にはタルと呼

ばれる植物の葉を使うことが多い。」とある。

　その理由にっき，前稿では，ヤシの葉の大小や耐久性

なとによるものかと考えた。上には，　　パルミラヤソ

の「葉はタリポットヤシよりも書きやすいのであるが，

非常に固くて扱い難く，折り畳むこともできない。」と

ある。その葉の繊維は堅くて，しかし，もろく，弱いと

いうことであろう。

　阿部登氏は，これらのヤシの葉の構造や葉肉組織にっ

き，顕微鏡下で検討され，耐久性，柔軟性等においては，’

やはり，タリポットヤシの葉の方が優れていると結論さ

れている12）。
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　インドにおいては，しかしながら，18世紀頃になると，

タリポットヤシはパルミラヤシの貝葉に全くとって代ら

れる。それは，既に，この頃，東インドを除く全域に紙

の生産と使用が普及していたからであり，かつ，生活用

材としては，パルミラヤシの方により大きな利用価値が

あったからだとされているユ3）。

　さて，ヤシの葉に文字やイラストを書く，というより，

刻む（筆刻する）には，先端の尖った筆尖sty！usを用

いる。これをパンヒンタpanh1idaといい，多くは，

鉄，真録，銀といった金属で作られ，その頭部には彫刻

が施されている（前稿）。

　ところで，次の文献は，ノックスの著書より250余年

ほど後のものであるが，

　　W．A．De　Silva，“Cα之αZogひθo∫PαZ肌Lθψ

”απ蝸ぴ伽8’’，Colombo，1938．

この解説によれば，当時における児童の文字学習は，次

のようにして行われるという14）。

　　第1段階砂板（sandboard）の上に文字をなぞ

　　　　　　り書きする。細かな，ふるいにかけられた

　　　　　　砂が，地面の上か小台の上かに置かれた一

　　　　　　枚の板の上に広げられ，ここでそれぞれの

　　　　　　字母を大きな字で書いて練習する。

　　第2段階ヤシの葉，通例は，パルミラヤシの葉に，

　　　　　　先を鈍くした尖筆blunt　styleで字を書く。

　　　　　　文字を幾度もなぞり書きし，尖筆の使い方

　　　　　　を覚える。

　　第3段階　タリポットヤシの葉で作った粗造の貝葉

　　　　　　を使用し，手本に習って書写の練習をする。

　　　　　　この時は，先の尖った尖筆パンヒンダを用

　　　　　　いる。

　　最終段階　調製されたタリポットヤシの葉を用い，

　　　　　　書写本に用いられるような細かな文字を書

　　　　　　く練習をする。

　文字学習においては，学習の進度に応じて書記素材一

一料紙や尖筆が使い分けられ，また，この場合でも，タ

リポットヤシは，パルミラヤシより上級のものとされて

いたことが知られよう。

　以上，同島における書記素材をみてきたが，本書には，

この他，関所のPassport（通行証）に用いられた“Seal

in　Clay”（粘土板）がみえている。

　　　But　espec1a1ly1n　a11Roads　and－Passages

　　from　the　C1ty　where　the　K1ng　now　Inhab1ts，

　　are　very　str1ct　Watches　set，wh1ch　w111suffer

　　none　to　pass　not　hav1ng　a　Pα88ρo村，wh1ch1s

　　the　print　of　a　Sea1in　clay：It　is　given　at　the
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　　Court　to　them　that　have　L1cence　to　go　thro　the

　　Watches．The　Sea1s　are　different，according　to

　　the　Profession　of　the　Party：as　to　a　SoZ由θr　the

　　pr1nt　of　a　man　wlth　a　P1ke　on　h1s　Should－er　t0

　　Lα6o〃θr，a　Man　w1th　two　Bags　hang1ngs　on

　　each　end　of　a　Pole　upon　his　Should－er，which　is

　　the　mannerthey　commonly　carry　the1r　Loads

　　And　to　aωん加mαπ，the　Passport　is　the　print

　　of　a　Man　with　a　Sword　by　his　side，and　a　Hat

　　on　his　head．And　so　many　Men　as　there　are　in

　　theCompany，somanyprintstheremustbein
　　the　C1ay．　　　　　（Part］I，Chap．6，45頁）

　粘土板にはSea1（印章）が捺されており，これは，兵

士，労働者，白人など，その携行者によって相違する。

また，複数で通関する場合には，一枚にその人数分の印

章が捺されてなければならないとある。従って，この通

行証は，その通関申請の都度，作成・発給されたものと

いうことになるO

　患うに，（申請を受けた）宮廷の係官は，用意された

軟らかい粘土に，凸面か凹面かを有する，かつ，四角い

スタンフ印早か円筒印章かの類を用いて捺印し，これを

乾燥させ，後刻，申請者に給付したのであろう。こうし

た点については，同国における印章史を参照する必要が

ある。

　　　（3）書記作業

　文字やイラストは，調製されたヤシの葉に，“IrOn

Bodkin”（錐のような鉄筆），即ち，尖筆stylusをもっ

て筆刻される。文字は，“aS　We　dO”（筆者らと同様），

また，今日のシンハラ語，タミル語に同様，“Write　in

them　long　ways　from　the　left　hand　to　the　r1ght”

（左カ）ら右に長々と書く）方式の横書きである。

　尖筆は，文字の大小，イラスト等の都合により，幾種

類かを使い分ける場合があったようである。即ち，前稿

にも引いたFlorenceRatwatte氏によれば，次のよう

にある。

　　　Three　distinct　styles　of　writing　were　used一：

　　んα8左ん乞，a　large－lettered　script；8三πんαa　rounded

　　script　andんαπ8α，an　elegant，smal1－1ettered

　　script．

　筆刻の後，筆跡（刻跡）をはっきりさせるため，同

時に，著作物を保護するため，葉の全面には，炭粉や煤，

樹脂などを調製して作ったぺ一ストが擦り込まれる。こ

の段階（工程）はka1u－medimaといわれる
（Ratwatte氏）。日常的な文書や手紙なとには，手軽く

炭粉や煤，灰，ヤシ油などが用いられたようだが，重要

な経典や記録類などの場合には，特別に手をかけて作っ

たぺ一ストが用いられる。同じくRatwatte氏によれ

ば，次のように説明される。

　　　This　process　is　ca1led一たαZα一mθ由肌α，”the

　　appl1catlon　of　b1ack　pol1sh”

　　　A　paste　of1amp　black（the　soot　obtained

　　from　the　flame　of　a　natural　o111amp），b1ack

　　resin　and－1ぞθ1ぞαπα（Koんooπα2θツZαπ乏cα）　oi1is

　　rubbed　on　the　manuscr1pt　Th1s　b1ack　paste

　　brユngs　out　the1ncユsed　wr1t1ng1nto　sharp，cユear

　　focus　on　the　go1den　ola　leaf，1ike　bold　black

　　printing　on　straw－co！oured　paper．

　余分なぺ一ストは軟らかい布で拭き取られる。この時，

クラソカンkurakkan　（brown　m111et，Eleus1ne

COraCana）の粉末を用い，オイル分を拭い取るととも

に，葉面を磨いてつやを出す。

　クラッカンは，伝統的な栽培植物であり，日本でいう

シコクビエの類に相当しようか。ノックスは，

“Besid．esthis（Riceをいう），thofarinferiortoit，

there　are　d1vers　other　sorts　of　Com，wh1ch　serve

the　Peop1e　for　food－1n　the　absence　of　R1ce，wh1ch

（略）”（米よりはるカ）に劣るが，この他に数種類の穀物

があり，それらは米がなくなった時に人々の食糧となる）

として，次のように紹介している。

　　There　ls　Coグαcαπ，wh1ch1s　a　smal1seed　l1ke

ル〃8むαr∂一8θθd　Th1s　they　gr1nd　to皿eal　or　beat

1n　a　Mortar，and　so　make　Cakes　of1t，bak1ng

　1t　upon　the　coa1s1n　a　potsheard，or　dress1t

　otherwise．If　they　which　are　not　used－to　it，eat

it，it　wil1gripe　their　Be11ies；When　they　are

mindedto　grindit，they　have　fortheirMilltwo

　round　stones，wh1chthey　turn　w1ththe1r　hand－s

　by　the　help　of　a　stick：There　are　several　sorts

ofthis　Corn．Some　willripen　inthree　months，

and　somerequire　four．Ifthe　Ground　be　good，

　it　yields　a　great　encrease；and　grows　both　on

the　Hills　and　in　the　Plains．

　　　　　　　　　　　（Part　I，Chap．皿，12頁）15）

“fortheirMi11two　round　stones”とは，石製の

「碩1き臼」をいうようである。その形状，使用法などが，

日本のそれとあまりにも近いのに驚かれる。

　クラッカンの粉に少量の水を振りかけ，手で“Stir

and　row1it”し，これを蒸したものをPitu（ピットゥ）

という。Pud．dingによく似ていて，“they　use　to　eat
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as　they　do　Rice．”という記述もある（Chap．6，88頁）。

　さて，こうしてでき上がった写本Palm　Leaf

ManuscriptsをPusko1a－Potaという・日本でいうと
　　　　ぱいよう　　　　ぱいた　らよつ
ころの“貝葉”，“貝多羅葉”がこれである。

　　　（4）文書と書物の内容

　これまでには，Wrlt1ngs（文書）とBooks（書物）と

の二様がみえている。

　Writingsとは，王の“any　Wαググα肋80r　Orders　to

hisOfficers’’（令状や命令），“肋cor∂80r皿atters　of

great　moment，or　that　are　to　be　kept　and　pre－

SerVed”（重要な事件の記録や保管すべき文書），また，

“any　ord1nary　bus1ness　as　Letters，＆c”（手紙な

どふつうの用事）の公，私文書などをいうようである。

　これに関連し，ノックスには次のような記述がある。

即ち，“A1tho　I　had　been　now　some　seven　or　eight

years　in　this　Land，and　by　this　time　came　to　know

pretty　well　the　Customs　and　Constitutions　of　the

Nation，”という彼が，Land（土地）を購入した折の

記事である。

　　　The　price　ofthis　Land　was　fi▽e　and－twenty

　　ムαrθθ8，that　is　five1フo〃αグ8，a　great　Sum　of

　　Money　in　the　account　of　this　Countrey；yet

　　thanks　be　to　God一，who　had－so　far1nabled－me

　　after　my　late　and　great　loss，that　I　was　strong

　　enough　to　lay　this　down．　The　terms　of

　　Purchase　being　conclud－ed　on　between　us，a

　　Wr1t1ng　was　made　upon　a1eaf　after　that

　　Countrey　mamer，w1tnessed　by　seven　or　e1ght

　　Men　of　the　best　Quality　in　the　Town：which

　　was　delivered　to　me，and　I　paid　the　Money，

　　and　then　took　Prossession　of　the　Land．It1yes

　　some　ten　M11es　to　the　Southward　of　the　C1ty　of

　　0απde　in　the　County　of0αdαπωグ，in　the　Town

　　of1τZZθ∂α亡．

　　　　　　　　　　　（PartW，Chap．6，144頁）16）

　いずれにおいても，券契文書は重要なものであり，そ

のため，これには「赤銅」’7）や「鐵券」18）を用いた例も

ある。同島は，また，製鉄技術にも長けていたはずであ

るが，しかし，ここでは，そうした金属板は用いられて

いない。ここは，むしろ，そうした重要文書でさえ，“a

1eaf”（一枚のヤシの葉），おそらくはタリポットヤシの

葉の一葉，で作成されている点に注目すべきであろう。

　このWr1t1ngs（文書）には，Astronomy（天文学）

に関わるもの，即ち，L嚇なとのAlmanacks（暦）

やHαππαんo帆ρoごといわれるNat1v1ty（誕生記録）

の類も含まれよう。Leetは，今の1itaという語に相当

しようか，暦やカレンダーを指すことばである。

Hama　homは，今日，haidahanaといい，「運勢図，

［星占い用の］天宮図＜狭義で＞」19）と説明される。今

はケーンドラkεndraya（単数形）ともいう。Potは，

pota（単数形），即ち，本（書物）の意であろうか。但

し，この占いの図は，ヤシの葉の長い一枚ものを用いて

作成される。その人の誕生時に作られ，小さく巻いて首

から下げた真録製の小筒等に保管するが，これは，以後，

その人の人生の節目節目に深く関わってくる。今でもこ

の本来の形を目にすることは容易である。だが，現代で

は，やはり，クリーティンク固カート（9reet1ngcard一）

のような二つ折の洋紙などを用いて作成されることが多

い。

　次に，Books（書物）とは，“only　of　their肋Z三g三〇π

and　ofP伽8乙cん”とある。Gonn1es（カーナ，一般の

仏教僧）は，“wr1te1皿any　Books　of　Bo舳α，that1s

of　the　Ceremon1es　of　the1r　Rel1g1on”，そして，

“w111somet1mes　carry　them　to　great　Men，as　a

present，and－d－oexpectareward一．”とも記されてい

る。

　Re1igion（宗教）とは，主に仏教（経典類），Physic

（薬）とは，呪術を含む医薬の関係をいう。Bonna

（バナ）は，今日のbanaであり，これは僧侶の説教，

説法をいう。また，法典，教典，聖典をba蝸potaと

いう20）。「多くの書物を書いている」とあるが，これは，

具体的には，経典の書写（模写，to　copy　or　to

transcr1pt）を意味するのであろう。

　経典につき，別には，次のような記述がある。

　　　They　have　great　benefit　and　honour．（中略）

　　　There　is　a　benefit　that　accrueth　to　them，

　　wh1ch1s，when　any　man1s　m1nded　to　provlde

　　for　his　sou1，they　bring　one　of　these　Priests

　　under　a　cloth　he1d－up　by　four　men，unto　his

　　house，with　drums　and　Pipes　and　great

　　solemn1ty　wh1ch　only　can　be　d－one　unto　the

　　K1ng　bes1des　Then　they　g’1ve　h1m　great

　　enterta1nment　and　bestows　g1fts　on　h1m

　　according　as　they　are　able：which，after　he

　　hath　tarried　a　day　or　more，they　carry　for

　　him，and　conduct　him　home　with　the1ike

　　solemnities　as　he　came．But　the　night　that　he

　　tarries　with　them　he　must　sing　Boππα，that　is

　　matter　concem1ng　the1r　Re11g1on　out　of　a
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　　Book　made　ofthe1eaves　ofταZZオρo亡：and　then

　　he　tel1s　them　the　mean1ng　of　what　he　s1ngs，1t

　　being　in　an　e1oquent　sty1e　which　the　Vu！gar

　　people　do　not　understand．

　　　　　　　　　　　　（Part皿，Chap．6，74頁）21）

　一行目のTheyとは，仏教僧をいう。singとは，経

文を唱えるの意である。一般大衆が理解できないのは，

それが“in　an　e1oquent　sty1e’’であるからというよ

りも，むしろ，これがパーリ語によっているためのこと

であろう。

　この“greatsolemnity”とは，思うに，ピリット

儀礼をいうものであろう。Piritとは，「（小さき）護呪，

護経，呪文」の意で，民間でこの護呪経典を唱える仏教

儀礼をピリット儀礼という。これについては先にも触れ

たが22），ここでは，舎利の小壷（dh砒ukarapdu），水

瓶（pirit－p直n－ka1aya），ピリット糸（pirit－n団a），団

扇（ta！－v註ta）などの道具と共に，パーリ語，パーリ文

によるピリット書（pirit　pota），即ち，員葉本のパリッ

タが用いられた。このパリッタにっいては，高橋壮氏，

その他に詳論がある23）。

　　　（5）文書と書物の形態

　上には，“aBook”と，そうではない書き物との二

っの形態がみえている。この後者の方が，その

Wr1t1ngs（文書）の形態のようである。

　これにつき，原文には，“This　leaf　thus　written　on，

is　not　fold－ed一，but　rolled　up　like　Ribbond，　and－

somewhat　resemb1es　Parchment．’’とある。「折り

畳むのではなく，リボンや羊皮紙のように巻かれる。」と

あるから，文書は，左右に長い葉を巻いて小型の巻子本

SCrO11のような形に作り，これを持ち運びしたことに

なる24）。単葉，また，数葉からなる文書のことであれば，

この方が便利であったかもしれない。但し，この形態は

かさばること甚だしく，保管には適さない。あるいは，

日本の巻き紙のように，巻いた後に押しっぶすようなこ

とはなかったのであろうか。

　原文には，また，“The　K1ng　when　he　sends　any

Wαザrα枕s　or　Ord－ers　to　his　Officers，　hath　his

Wr1t1ngs　wrapPed　up1n　a　way　proper　to　h1mse1f，

and－noneelsed－o　ormayfo1d－uptheirleavesinthat

mannerbutHe”とある。この“1n　a　wayproperto

h1mse1f”（王独特の方法で）とは，とのような方法で

あろうか。この詳細は不明だが，先のF1orence
Ratwatte氏に，次のような説明がある。参照されよう。

　　　Royal　warrants　were　often　wr1tten　on　ola，

　　the　covers　r1ch1y　omamented　A　speclmen

　　from　the　Kandyan　period（15th－19th　century）

　　is　decorated　with　scroll　work，embroidered　in

　　gold　thread　witb－sma1！bosses　of　red－and－b！ue

　　silk．

　葉を束ね，これに紐をかける場合，発信者と受信者と

の関係によってその方式に差異があることにっいては先

に言及した25）。紐帯においても，王独自のものがあった

ことと推測される。

　また，古代インドでは，（樺の皮やヤシの葉を用いた）

「文書の内容を秘匿する必要がある場合にはまるめて紐

でしばり，結び目に粘土をかぶせ，その上に印章を捺し

た。また，（略）」26）とされる。いわゆる，封泥である。

既に，C1ay（粘土板）がみえているから，ここでもこ

うした類を考えてみる必要があるかもしれない。

　なお，キャンディ国立博物館には，長い葉を山谷交互

に折った折本形態の文書も展示されている（あるいは，

その後の改装本かもしれない）。

　次に，Books（書物）であるが，この形態は，先の

“If　they　are　to　wr1te　a　Book，they　d－o1t　after　th！s

manner”の条以下の「書物の作り方」によって，お

およそのところが推測されよう。即ち，その長さは1フィー

ト（30．48センチメートル），または，8インチ（20．32セ

ンチメートル），場合によっては，1フィート半（45．72

センチメートル）であり，幅は“aboutthreefingers”

（指三本くらい）であるという。一指の指幅は，約％イ

ンチ（1．9センチメートル）とされる27）。指三本分とは，

2％インチ（5．7センチメートル）となる。料紙の幅（縦

長）は，大体，ヤシの葉によって規制されてくるが，長

さ（横長）は，大中小などの各様があったようである28）。

　調製されたヤシの葉は，同様の寸法に切り揃えられ，

東ねられ，小口の処理（焼き揃えたり塗料を塗ったり）

が行われて後，書記用に供される。ほとんどの場合，文

字はその表裏に刻まれる。書記後は，前後に板表紙が添

えられ，前表紙から後表紙へ向かって紐帯が通される。

表紙には彫刻や装飾の施されることも多い。

　書物の本体，および，板表紙の紐穴は，小晶は別とし

て，定まった方式で左右に二穴が穿たれる。原文では，

これらに“tWO　StringS”が通されるとある。しかし，

筆者の管見するところでは，二穴の内，紐は左方にのみ

通される。この点，往時と今日とでは，相違するのであ

ろうか。それとも，ノックスの誤認であろうか。

　書物の閲読時は，記されているように，“As　the

Read－er　hath　read－each1eaf，he1ifts　it　up，and　lays

1t　by　st1l1hang1ng　upon　the　str1ngs，and－so　goes　to
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thenext1eaf，”（読者は，葉を一枚読み終える毎に，そ

の葉を紐に通したまま上にずらし，次の葉に読み進む）

ことになる。

　長く用意された紐は，閲読後，作法に従い，くるくる

巻いて“tye　it　up　fast　together”（書物を堅く縛る）た

めに利用される。紐は，かつまた，閲読中の書物の読み

さしを示す場合の栗の役目をも果たす。この場合，左穴

に通された一本の紐の末端部を利用するのである。

　書記用にヤシの葉を用いた国は他にもあるが，こうし

た穴数や紐の使い方は，国によって相違しているように

みうけられる。

　先には，また，Weavers（機織りたち）によって作ら

れるLeet（リート）と呼ばれる1ヵ月分のAlmanacks

（暦）の形態も示されている。Leetは，長さが1フィー

ト少々，幅が二本指くらいのタリポットヤシの葉に書か

れているとある。やや小型の形態のようである。

　なお，ポロンナルワPo1onnaruwaのポトグル・ヴィ

ハーラ寺Potgu1Viharaは，かって，円形図書館29）を

有していたことから図書館寺（Library　Shrine）とも

称されている。この寺跡には，高さが3メートルもある

一体の磨崖像が立っており（12世紀），これは，パラー

クラマ④バーフーParakrama－bahu一世（在位ユユ53

～1186年）の肖像（その第二王妃チャンドラヴァティ妃

の建立にかかるという），あるいは，バラモン教の高僧

で図書館を造ったインド人のアジャスタヤAgastaya，

または，哲学者プラスティPulastyの肖像といわれる。

定かではないというのが妥当であろうが，この磨崖像の

両手には，一冊の分厚い“員葉本”が携えられている。

これが“貝葉本”であるとは現地において異口同音に

説明されるところである。しかし，これは，なぜか，そ

の中ほどがたるんだ形（形態）をしている。これは，は

たして貝葉本であろうか30）。

　　　（6）文書㊥書物の筆記者

　ノソクスの記述によれぱ，当時，“Authey　ord1nar－

ily1earn　is　to　read－and　to　write．”　とあり，また，

“But1t1sno　shame　to　a　man1fhe　can　do　ne1ther”

云々とある。theyとは，“theIs1andCeylon”の人々

一般を指したことばである。

　K1ng（王）や彼のOff1cers（官僚たち），Pr1ests

（僧侶たち）は，もちろん読み書きに長けていた人々で

あろうが，Astronomers（天文学者）も同様であった。

　Astronomersには，右によれば，二様がある。一は，

“the　Pr乏θ8乙s　of　the　highest　Order，of　which　the

presentK1ng’sFatherwas”とされる人々であり，

他の一は，“But　the　common　sort　ofλ8かoηo肌θグ8

are　the　Wθαoθグ8．These　men　can　certainly　foretel

Ec伽sθs　of　the　Sun　and　Moon．They　makeム嚇，

that　isλZ肌απαcた8that　last　for　a　Month．”とされ

る人々である。

　Weavers（機織りたち）とは，職業。技能集団の一種

であるが，「人々の運星」や「運命」に関与するとすれ

ば，これは特殊な存在であったようである。この点にっ

いて補足すれば，ノックスには，次のような記述がある。

即ち，第三部，第二章の“Concem1ng　the1r　dlfferent

Honours，Ranks，and　Qua11t1es”（住人の身分㊥階

級）の条に，次のようにあり，

　　　Among　this　Peop1e　there　are　divers　and

　　sund－ry　Cαsむs　or　degrees　of　Qua11ty，wh1ch1s

　　not　according　to　their　Riches　or　P！aces　of

　　Honour　the　K1ng　promotes　them　to，but

　　accord1ng　to　the1r　Dεscθ砿and別oo♂　And－

　　whatsoever　this　Honour　is，be　it　higher　or

　　lower，itremains　Hereditary　from　Generation

　　to　Generation．

　　　　　　　　　　　　（Part皿，Chap．2，66頁）31〕

云々として，Hondrewsハンドゥルー（貴族階級）以下，

金細工師，鍛冶屋，大工，塗装職人などの技工職，ゾウ

捕り㊥ゾウ使いのような技能職，床屋，焼物師，

Ruddaughsルソトー（洗濯屋），Hungramsハンカ

ラム（一種の砂糖を作る人），Poddahパドゥウォ　（農

夫と兵士），機織り，Kiddeasギディヨー（籠作り），

Kirinerahsキンネラー（敷物作り），および，奴隷，

乞食に至る，同島における身分田階級に関する説明がな

されている。

　Weavers（機織りたち）は，その下層部に位置してい

るが，これについては，次のようにみえる。

　　　After　these　are　the　Wθωθ1・s，who　besid－e　their

　　Trade，　which　is　Weaving　C1oth，　are

λ8乙グoZogぴ8，and　te11the　People　good－Days

and　good－Seasons：and　at　the　Birth　of　a　Child－

write　for　them　an　account　ofthe　day，time　and

Planet，it　was　bom　in　and－under．　These

accounts　they　keep　with　great　Care　all　their

Life－time：by　which　they　know　their　Age，and

what　success　or　evil　shall　befa1l　them．

　These　People　a！so　beat　Drums，and　play　on

Pipes，and　dance　in　the　Temples　of　their　Ooゐ，

and　at　their　Sacrifices；they　eat　and－carry

away　all　such　Victuals　as　are　offered　to　their
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ldols. Both which to do and take, is accounted 

to belong to People of a very low degree and 

quality. These also will eat dead Cows. 

(PartEI Chap.2, 69~:)32) 
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The first is the Tallipot; It is as big and tall 

as a Ships M:ast, and very streight, bearing 

only Leaves; which are of great use and benefit 

to this People; one single Leaf being so broad 

and large, that it will cover some fifteen or 

twenty men, and keep them dry when it rains 

The leaf being dryed is very strong, and 

limber and most wonderfully made for m 'ns*') 

Convenience to carry along with them; for tho 

this leaf be thus broad when it is open, yet it 

will fold close like a Ladies Farb, and then it is 

no bigger than a mans arm. It is wonderful 

light, they cut them into pieces, and carry 

them in their hands. The whole leaf spread is 

round almost like Circle, but being cut in 

pieces for use are near like unto a Trian,gle : 

They lay them upon their heads as they travel 

wrth the peaked end foremost, which is 
convenient to make their way thro the Boughs 

and Thrckets. When the Sun is vehement hot 

they use them to shade themselves from the 

heat. Souldiers all carry them ; for besides the 

benefit of keeping them dry in case it rain 

upon the march, these leaves make their Tents 

to ly under in the Night. A marvelous Mercy 

which AZmighty God hath bestowed upon this 

poor and naked People in this Rainy Country! 

one of these I brought with me into Englarrd, 

and you have it described in the Figure. These 

Leaves all grow on the top of the Tree after the 

manner of a Coher. It bears no kind of Fruit 

until the last year of its life, and then it comes 

out on the top, and spreads abroad in great 

branches, all full first of yellow blossoms, 

most lovely and beautiful to behold, but smell 

very strong, and then it comes to a Fruit 

round and very hard, as big as our largest 

Cherries, but good only for seed to set : and 

tho this Tree bears but once, it makes amends, 

bearmg such great abundance, that one Tree 

will yield seed enough for a Countrey. If these 

Trees stand near any houses, the smell of the 

blossoms so much annoyes them, that they 

regarding not the seed, forthwith cut them 

down. This Tree is within a Pith only, which 

is very good to eat if they cut the Tree down 

before it runs to seed. They beat it in Mortars 

to Flower, and bake Cakes of it : which tast 

much like to white bread. It serves them 

instead of Corn before their Harvest be ripe. 

(1 5~:)3+) 
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での道筋に触れた部分があるが，ここでも，“and　by

the　way　she1ter　you　from　Sun　and　Rain，with　a

Fanmad－eoftheTa11pat・1eaf”とみえている。you

とは，我々読者のことである。

　頭上に葉をかざす場合，仏教僧は，葉の向きを逆にす

る，という。

　　　They　have　great　benefit　and　honour．　They

　　en］oy　the1r　own　land－s　w1thout　pay1ng　scoむoグ

　　Zoτor　any　Taxes　to　the　K1ng　　They　are

　　honoured　in　such　a　measure，that　the　peop1e，

　　where　ever　they　go，bow　down　to　the二m　as　they

　　do　to　the1r　Gods，but　themse1ves　bow　to　none

　　They　have　the　honour　of　carrying　theτα〃φoむ

　　with　the　broad　end　over　their　heads　foremost；

　　wh1ch　none　but　the　K1ng　does　Wheresoever

　　they　come，they　have　a皿at　and　a　white　cloth

　　1aid　over　upon　a　stool　for　therユto　sit　upon；

　　whユch1s　also　an　honour　used－only　to　the　K1ng

　　　　　　　　　　　　　（Part皿，Chap．6，74頁）珊）

　なお，本書の挿絵の一には，また，“The　Manner　of

the1r　Eatmg　and　Dr1nk1ng”（飲食の仕方）と解説さ

れるものがあり（Part皿，Chap．6，86頁の次の頁），自ら

水差しから水を注ぐ男，給仕する妻などが描かれている。

敷き物に座った男の背後には，一本のヤシの木が描かれ，

これにも筆記体で“The　Talipat　Tree”と注記されて

いる。その樹頂には，肉穂状らしき花房も着いている。

だが，葉の様子を窺うに，これが掌状葉39）でもなければ，

羽状葉でもない。変なヤシである。正確な図絵とはいい

がたいようだが，ことさら，このヤシが描かれ，注記が

添えられているのは，やはり，そのヤシの重要さを意味

するものであろう。

　軍用テントとしてのタリポットヤシの葉は，王の資産

としてその宝物庫にも所蔵されており（Part皿，Chap．

4，39頁），実地にも使用されている（Part皿，Chap．6，46

頁）。

　ところで，タリポットヤシやパルミラヤシの葉を書記

用に調製するには，頭上の梁に掛け渡した丸太棒を利用

してなめすという工程作業がある。この折の料材にはア

レカヤシ（学名ルθcα0α伽cんαL．，英名ArecaNut，

Bete1Nut　palm，Bete1Pa1m，別名ビンロウジュ）の

幹が用いられる40）。

　ノックスは，このヤシについても，同島の“Butto

specifie　some　ofthe　chief　of　the　Fruits　in　request

among　them”（需要の高い主要な果樹について特に述

べよう）と記す，その筆頭に詳しく紹介している。即ち，

ここには次のようにある（抄出）。

　　　I　begin　with　their　B甜θZ－1〉’批8，the　trees　that

　　bear　them　grow　on1y　on　the　South　and　West

　　s1des　of　th1s　Is！and－　They　do　not　grow　w11d，

　　they　are　only1n　the1r　Towns，and－there　l1ke

　　unto　Woods，（略）They　are　very　streight　and

　　tall，few　bigger　than　the　call　of　a　mans　Leg．

　　（略）The　Trees　within　have　onely　akind　ofpith

　　and　will　sp1it　from　one　end　to　the　other，the

　　Wood　is　hard　and　very　strong；they　use　it　for

　　Laths　for　the1r　Houses，and．also　for　Ra11s　for

　　the1r　Hed－ges，wh1ch　are　on1y　s1akes　struck1n

　　the　ground，and　rails　tyed－a1ong　with　rακαπ8，

　　or　otherω肋8growing　in　the　Woods．”

　　　　　　　　　　　　　（Part　I，Chap．4，13頁）41）

云々とみえる。

　アレカナッツ，ジャックフルーツ，ジャンプー，その

他，同島における主要な果実について説明する内の一つ

だが，記述の細かなところに，その重要さが窺えよう。

4．刻文

　「セイロン島」における書記素材は，同島における書

記生活全体の中で，また，素材としてのヤシの葉は，そ

の書記素材全体の中で把握していかなければならない。

即ち，同島においては，「刻文（碑文）」や「鐵券」の存

在もまた，等閑視できないのである。

　ノックスによれば，　“Here　are　someα械乞θ耐

ωr乏加g8engravenuponRocks”（この島には，岩に

彫られた古代の刻文があって），“There　are　divers

great　Rocks　in　di▽ers　parts　in　Cαπdθσdα，and　in

the　No材んθ閉Parts．These　Rocks　are　cut　d－eep　with

great　Letters　for　the　space　of　some　yards，so　deep

thattheymaylasttothewor1dsend．”（カンデ・ウ

ダの各地や北部の諸地域には各種の巨岩があり，それら

には膨大な量の文字が何ヤードにも亙って刻まれている。

その文字は，この世の終わりまで残るほど深く刻み付け

られている）とある。

　Cande　Uda42）は，キャンディ王朝のシンハラ名，ま

た，同王国をいう。これらの文字にっき，彼は，

“whichposetha11thatsee　them．”（それを見た人す

べてが理解に苦しむ）といい，“No　body　can　read

them　or　make　any　th1ng　of　them　I　have　asked

〃αZα6αr8，Gθπ伽θ8，aswe11as0ん杭gαZαツ8and
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〃oor8，but　none　ofthem　understood　them”（誰も

これらの文字を呼んだり理解することはできない。私は

シンハラ人やムーア人ばかりではなく，ヒンドゥー教徒

のタミル人にも尋ねてみたが，誰も理解できないと言う。）

と記す。

　Ma1abarそのものは，インド南西部のゴア州，カル

ナータカ州，ケーララ州などの海岸部をいう。今，カン

ナダ語，マラヤーラム語，タミル語などの用いられてい

る地域であるが，このMalabarsとは，タミル・ナー

ドゥ州を中心とする南インド四州あたりから来たタミル

語を話すドラヴィダ系のヒンドウ教徒の謂いであろう

か。Gentusesは，タミル語を用いる，あるいは，スリ

ランカ北部あたりのヒンドゥ教徒をいうのであろうか。

この辺，はっきりしないが，こうしたタミル人などの中

には，ヒンドゥ語を解する者もいたであろう。MOOrS

は，主にアラブ系の，日常はタミル語を用いるイスラム

教徒の総称であろう。従って，それらの　“great

Letters”は，まず，一般通行のシンハラ語，タミル語，

ヒンドゥ語などの話者（使用者）には読解できなかった

ということになる。

　たとえ，普通のシンハラ文字が用いられていたとして

も，そこに古いシンハラ語，あるいは，タミル語，サン

スクリット語，プラークリット語，パーリ語などが綴ら

れていたとすれば，やはり，理解できなかったであろう

が，濱屋氏によれば，「セイロン島では三千近い古代刻

文が発見されていて，もっとも古いものは紀元前三世紀

にまで遡る。使用されている言語は各時代のシンハラ語

がもっとも多く，その他タミル語，サンスクリト語，パー

リ語，中国語，ペルシャ語，アラビア語などである。現

在では大部分の解読が終わっている。主として王の事績，

宗教上の記録で，スリランカの歴史研究上非常に重要な

資料である。」43）とされる。

　スリランカにおける刻文研究は，“助乞grαρ加α

ZθツZαがcα”（OxfordUniversityPress，但し，VOL．

Vは，Cey1on　Goverment　Press）により，そのおお

よそを窺うことができよう。ペラデニヤ大学図書館には，

そのVOL．IからVOL．Vまでが所蔵されているが，こ

のVOL．I（1904－1912，Lond－on1912）には，Jεtavan－

arama　Sanskr1t　Inscr1pt1on，　Anuradhapura

S1ab－Inscr1pt1on　of　Kasspa，The　Two　Tab1ets　of

Mah1nda1V　at　M1h1ntale，その他（計22項目），また，

VOL1皿（1912－1927，Lond－on1928）には，Po1onnaruva

N1§§aika－Ma11a　S1ab－Inscr1pt1on，Polonnaruva

Potgu1－Vehera　Inscr1pt1on，Po1onnaruva　Gal－v1－

hara　Rock－Inscr1pt1on（of　Parakkama－Bahu　I），

その他（計42項目），のように，以下，主要な刻文にっ

いての考察が行われている。

　刻文には，大きな岩盤に刻んだもの，石柱⑤石板・煉

瓦等に刻んだ板碑様⑤書字板様のもの（S1ab⑤Tablet），

印章の類，寺院の壁④彫像など，また，銅版に刻んだも

のなど様々であるが，内容面からすると，これには，次

のような種類があるとされる44）。

　①　社会的㊥宗教的⑧政治的な事柄に関して王が役人

　　や一般人民に発した命令ないし決定（を刻んだもの），

　②仏教，ジャイナ教，シヴァ派，ヴィシュヌ派など

　　の信者が信仰のしるしとして石柱，石板，寺院，彫

　　像などを作り，そこに刻ませた奉納銘文，

　③王や征服者のすぐれた資質や功績を称える顕彰碑，

　④王侯や職人⑤商人たちが主として宗教的目的から

　　金銭，家畜，土地などを寄進した旨を記した寄進銘

　　文（施与刻文），

　ノソクスのいう　“ant1ent　wr1tlngs　engraven　upon

Rocks”（岩に彫られた古代の刻文）の内，スリランカ

における①の事例としては，右に出たポロンナルワ

Po1onnaruwaのカル1ウィハーラ寺GalVlharaの
それがある。ここには，仏陀坐像，石窟内の同坐像，アー

ナンダAnanda立像，浬築仏などが，いずれも藍色が

かった岩山を切り抜いて彫り出されている。その石窟と

アーナンダ立像との間の壁面の，かなり高い部分（3，4

メートル高）から膝の高さくらいまでを，左右の二区画

に分け，30行前後の界線（溝）を引き，横書きで，古体

のシンハラ字とみられる文字が刻まれている。これは，

スリランカ最大の英主といわれるポロンナルワ期のパラー

クラマ南バーフー一世（既出）によるものである。同王

は，国内の仏教教団，および，その各派の和合と浄化に

努め，っいに，1165年，Latamandapaで大同の会議

を開催し，この折の浄化の原則をここに刻んだ45）。多く

の修行僧・学僧らにみせようとの趣旨であるが，高所の

部分を読むのは容易でないから，象徴的な記念碑として

の性格も有していよう。

　②の事例としては，ノックスのいう　“an　anCient

Temp1e　God伽α♂θ肌乞inγ倣απoひ〆’（ヤティヌワ

ラのガダラーデニヤにある古代寺院）の傍らの刻文があ

る。この寺院は，キャンディKandyから南西16キロメー

トルの地に，今なお現存しているガダラーデニヤ寺院

Gada1aden1yaのことであろう。その　“these
Letters”（刻文）は，同寺院の白い門屋（建物）に向

かった，その右下，テンプル南フラワーの咲きこぼれる

岩盤上に刻まれている。今は鉄柵で保護されているが，

この記事によれば，同寺院は，ガンポラGampo1a王
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朝期（1341～1415年）の1344年，ブヴァネーカ・バーフ

四世（在位1341～1351年）の命により，建築士は南イン

ドのガネーシュヴァラーシャーリによって建造されたと

いう。

　また，これより南3キロメートルの地には，ランカー

ティラカ寺院Lankat1lakeが位置する。この寺院は，

そそり立つような高い岩山の上に建てられており，その

背後三方には，美しいヤシ畑や稲田の景色を眺望すろこ

とができる。刻文は，堂の右後方（僧房の右前方）の岩

盤に，二面，刻まれている。これによれば，この寺院も，

同年，同王の第一大臣，セーナー㊥ランカーディカーラ

により，建築士は南インドのスタパティ㊥ラーヤールに

よって建造されたとある。

　以上の他，ダンブラDambul1aの洞窟寺院の碑文

（ウァタガーミー二一⑧アバヤ王，古ブラフミー文字，

B．C．1世紀），その他，石窟寺院・岩陰寺院等の築造㊥

寄進の際に，岩陰などに刻まれる刻文なども，これに類

しよう。

　③の事例としては，アヌラタプラAnuradhapuraの，

ルヴァンヴァリ⑧サヤRuwanweliSeya出土のガジャ㊥

バーフーGaja－bahu一世（在位174～196年）の碑文が

ある（コロンボ国立博物館蔵）。横長の角柱石に（これ

を竪ざまに立てる），古体字で横行6行があり，同王は，

DakshlnaAbhaya，その他の寺院を建立臼修復し，

保護し，信仰を支援し，僧職者に四つのpratyas

（priestly　requisites）の幸せ（触纈見③聞歯味）をも

たらしたといった内容が記されている。王の功績，偉業

を称えたものである。

　同様の，というより，ほぼ同一の石柱は，コロンボの

オランダ博物館Dutch　Museumにも保存されている。

同王の顕彰碑は，当時　あちらこちらに建てられたので

あろうか。

　ポロンナルワの，ニサンカ㊥マラ王Ni§§a血ka

Malla（在位！187～1196年）の大碑文（12世紀）も，こ

こに属する。これは，ダラダーマルワ寺院の遺跡群の一

つ，ハタダーゲー堂の東側，サット面マハールプラーサー

ダ塔の前に位置する。横長約8，5メートル，幅1，5メート

ル，厚さ44～60センチメートルの一枚岩で，アヌラーダ

プラ（ミヒンタレー）から象を使って運んだものだとい

われる（助乞gグαρ〃αZθツZαπ乏cα，VOL．■，98－123頁）。

　岩は，上向きに横たえた形で置かれ，その上面は，左⑧

中㊧右に三区分され（一区画2，83メートル），各区画内

に横書き本文24行分の界線（溝）が設けられ，シンハラ

字による碑文が刻まれている。前後④左右の側面にも文

字（横行，界線）や象㊥鳥等の動物の彫刻が刻まれてい
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る。

　この碑文は，“Ga1－pota”（Stone　Book），即ち，

「石の貝葉本」と通称されている。だが，これは石碑で

あり，同王の偉大さを，広く，かつ，時を越えて伝えよ

うがための顕彰碑の一つである。

　ハタダーゲー堂も，同王によって建てられたといい，

この門を入った中の右手の外壁にサンスクリット文字の

碑文が刻まれている。これも王を称えるものである。

　ニッサンカ。マラ王に関しては，同遺跡群から南南西

に少し離れた同王の謁見堂と伝えられる建物の跡の，ラ

イオン像（同王座の支えといわれる大石造，12世紀）の

前足と後足との間に刻まれた碑文もある。

　同王は，南インドのカリンガ王朝の出身で，ダンブラ

の洞窟寺院，その他，国内の各地に王を称賛する碑文，

小国との関係を示す碑文等を造ったといわれる。

　なお，ハタダーゲー堂の西側，アタダーゲー堂の前に

も石碑が建てられているが（横行，48行），これは，か

つて，タミル族に攻められた時，この地に残ることを約

束した人々の誓文サインであるとされる。

　④の事例としては，アヌラダプラのアバヤギリ大塔

Abhayagiri　Dagobaの博物館に収められている，ラ

トナプラーサータ堂碑文Ratnaprasada　Inscr1ptユon

Gaja－bahu（板碑，横置き，横行4行），また，バティ

カ・アハヤ王碑文Inscr！pt1on　of　the　K1ng　Bhat1ka

Abhaya（板碑，竪置き，横行18行）がある。

　前者は，ガジャ⑤バーフーGaja－bahu一世（ガーミ

ニー㊥アハヤ王Gam1n1Abhaya）が，Abhaya
Gam1n1Uttara－Maha－Cet1ya　（大塔）　に
Jalagam！kaという大貯水池を寄進したことを記した

施与刻文である。後者は，バティカ。アバヤ王（在位

140～164年）が，Uttara－Mahaceta（Abhayag1r1ya

Vihara）に稲田paddy　fieldsを寄進したことを記した

施与刻文である。

　この無畏山アバヤギリ寺院は，5世紀（中国の義煕5

年＜409年＞12月～同7年＜411年＞秋）に中国僧法顕も

訪れたことのある名刹である。法顕伝にみえる「鐵券」

二点（既出，注18参照）も，実は，仏教僧院に対する寄

進の刻文であった。

　スリランカの西南部，ベントタBentotaに位置する

ガラパタ㊥ヴィハーラ寺GalapataViharaの碑文も，

この④の類である。同寺は，12世紀に建立された由緒あ

る寺院であるが，この寺の正門にさしかかる石段の下の

右手に大きな岩盤があり，この上面（上向きの斜面）に

碑文が刻まれている。14世紀頃の製作にかかるといい，

横行，23，24行で界線を用いる（溝を彫る）。既に，磨
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滅して文面は右上面の％ほとしか残っていないが，ソン

ハラ文字によるパーリ語で，パラークラマ田バーフー二

世（在位1236～1371年）が，この近くにヤソ畑を買い，

同寺に寄贈した旨が記されている。その旨を証文として，

かっ，自らの事績の顕彰碑として，後世に残し留めよう

としたものであろう。

　この刻文に関しては，また，次のような由緒書（画額）

に注意される。即ち，本堂左手の寺院内の欄間に，その

筆刻時の様子を描き留めた一枚の大きな彩色画が掲げら

れているのである。古いものではなかろうが，その図柄

には注意される。

　絵は，同寺の正面の石段の下（右側）が舞台となって

いる。画面の右下隅には，しゃがんで岩肌に碑文を刻む

二人の彫り師と，立ってこれを監督・指揮する男性一人

とが描かれている。画面の左方には，それを指さし案内

する女性（王妃か），説明を受ける王，二人の従者の計

四人が描かれている。就中，その監督官は，左手に草稿

らしき貝葉文書を持ち（横行，5行書），右手の指をもっ

て二人を指揮しているのである。彫り師は，右手に襲

（たがね），左手に長さ一尺くらいの棒状の槌を持って，

左から右へと刻字する。

　岩盤に筆刻する場合の具体相が，これによってしのび

得るのではなかろうか。古くから伝承されてきたその手

法を写し留めたものとして，この絵の意味するところは

大きい。

　因に，インドの銅板文書は，ペンとインクで下書きし

た後，金銀細工の技術者（suvamaka）が文字を刻む。

この銅板の形は貝葉に倣って作られ，銅板文書の元の文

章は貝葉に書かれたに相違ないとされる46）。

　岩石，磨崖，窟壁，粘土板，金属，甲骨などに刻まれ

た資料も，歴史，文化の研究上，極めて重要な資料であ

る。これらを刻文，碑文，碑銘，金石文，甲骨文などと

称し，分析④研究していく学問，学問体系を
Epigraphyという。刻文学，金石学，碑銘学といった

ことばで訳されようか。南アジア④東南アジア方面では，

アソヨーカ王（在位B　C268～232年頃）の詔勅碑文を

初め，やはり，資料はインドに多く遣存しているようで，

その主な研究機関⑤学会としては，イント考古学調査局

Archaeo1og1ca1Survey　of　Ind1a（1871年設立），そ

の中の刻文史料編纂所（O．D．E．），また，インド刻文学

会（E．S．I．，1975年設立）などが挙げられ，その成果は，

“Coηρα81πscグ乏ρ虹oπα肌加曲cαrα肌”（1877～），

“易o乞grα二ρん乞α　∫犯d乏cα”（1888～），　　“S0α丞ん　　∫πd乞απ

加…肋・π・”（1890～），”〃1・・んθPα1αθog・αρん1θ”

（1896～）等により，逐次，公表されてきている。これ

らによらない，また，カンボジア，タイ　（シャム），そ

の他の地域における碑文。刻文等についての研究書も公

刊されているが，現実には入手しがたいものが多く，研

究上，困難を伴うことがある。

おわりに

　ロバート1ノックス著「セイロン島誌』における書記

素材，書記方法，その他についてみてきた。

　ノックスたちの囚われていた17世紀後半における同島

は，既に，ヨーロッパ列強のアジア進出1経営史上，極

めて重要な位地を占めていたはずである。その沿岸部地

帯の，ほぼ全域はポルトガル植民地（1605年より進出～

1657年），次いで，オランダ植民地（1658～1796年，ま

た，1802年）となっていた。その後に続くイギリスの統

治時代も遠いことではなかったが，こうした情勢の中に

おいて，ウダ・ラタ（キャンディ）王国は，内陸高地部

に，いわば，封じ込められたような状況にあったようで

ある。

　二千年にも及ぶシンハラ王権最後の王朝として，かつ，

ソンハラ人王による王権末期の王朝として47），同王国は，

行政，産業，文化，生活，その他，すべての点において

習慣や伝統が重んじられる，多分に保守的な社会であっ

たかと推測される。これは，しかし，「記録」を留める

には最適の情況であったということではなかろうか。少

なくとも，「記録」を留めるべき最後のチャンスであっ

たといってよかろう。この意味においても，異国人ノッ

クスの記録は，よりいっそうの重みを有してくるのであ

る。

　ノックスの記録により，同島における書記素材，書記

方法，その他について多くのことを学んだ。文書の形態，

貝葉本の寸法（大小）など，さらに検討すべき問題もあ

るが，本稿は，以上をもって筆を欄くこととする。

　末尾ながら，本研究の便宜を図って下さった

UniversityofPerad－eniya，LibraryのA．Senadeera

氏，また，同大学のJagath　Gunat1lake先生，

I　F　S－KandyのRohanaChandra］1th氏には心より

謝意を表する次第である。

　　　　一Jan．2．1995．At　E11ensburg，WA，USA

　　　　－Dec．18．1995．加筆　Ju1y4．1996．改訂

注

1）濱屋悦次訳『セイロン島誌』，平凡社刊，401頁。
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2）注1文献。全406頁。

　　　以下に，原文を引くに際し，この濱屋氏の訳書を

　　参考として引用することがある。

3）脱出直後，ノソクス自身の記憶により，帰国の船中

　　で素稿を書き，1681年3月，原稿完成，同年の，お

　　そらく9月初めに出版されたとされる。注！文献，

　　「訳者あとがき」，394頁）。

4）拙稿「スリランカにおける貝葉文書倒典籍（Palm

　　Leaf　Manuscr1pts）の作成方法にっいて」，『島根

　　大学教育学部紀要（人文・社会科学）』，第28巻，

　　1994年12月。

5）“Lat1n”（ラテン語）につき，本書のPreface（序

　　文）（1682年8月付，ロバート・フック記）の2頁

　　目に，“or（which　will　be　of　more　general　use）

　　intoムαガη。，the　learned　Language　of　Eαroρθ．”

　　（（より一層広く利用されるように）ヨーロッパの学

　　術用語であるラテン語に）訳すことも必要である，

　　といった記述がみえる（32頁）。

6）［濱屋氏訳書］

　　　さて，シンハラ人の言語について少々述べよう。

　　その言語はこの島独特のもので，この島以外のイン

　　ド圏のいかなる地域でも使われていないと考えられ

　　る。いくつかの単語はシンハラ語とタミル語で共通

　　しているが，それはお互いの交流や通商によって取

　　り入れたのであろう。しかし，その単語はとても少

　　ないので，タミル人もシンハラ人もお互いの言葉を

　　理解できない。

　　　シンハラ人が話しているのを聞くと，語彙が豊富

　　で，滑らかであり，優雅で，丁重である。単語がい

　　っぱいあって，敬称や修飾語もたくさんある。たと

　　えば，女性に話しかける時に使う階級や身分に応じ

　　た呼び方が十二以上もある。（下略）　（235頁）

7）王の何箇所かにあった宝物庫には，宝石，現金，布，

　難破船からの収奪物，外国からの贈物，象牙，蜜蝋

　相当里の備蓄武器（銃，弓矢，槍，矛，刀，弾薬な

　　ど），ナイフ，鉄，タリポットヤシの葉，云々の器

　物があったと記されている（Part皿Chap．V，濱

　屋氏訳書は135頁）。

8）［濱屋氏訳書コ

　　　これに対して高官は「英語の読み書きはできるの

　か。王はあんたに身体を使う仕事をさせようと考え

　ているわけではない」と言った。私は「上陸したこ

　　ろ，私は若く，読み書きを知っていました。しかし，

　その後は紙もインクもなくて，全然読み書きをしな

　　いので忘れてしまいました」と答え，さらに「私た
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ちのように平和の目的で来た人間を捕らえて抑留す

るようなことは，いかなる王や君主の習慣や規範に

も反することですし，いわんやその人の力量や知識

を超えた仕事を強制するのはなお許されることでは

ありません」と強く主張した。

　　　　　　　　　　　（第四部，第八章，323頁）

9）小西正捷「イントにおける紙本以前の文書素材」，

　　『中央大学　アジア史研究』，第六号，1982年3月，

　　5頁。

　　　なお，これらは下記のハーンリの論旨（113頁，

　　121～123頁など）を承けたものであるが，今は簡易

　　にまとめられている小西氏の論文を引いた。

　　　A．F．Rudo1f　Hoern1e：“Epigraphical　Note

　　on　Palmleaf，Paper　and　B1rch－bark”，Joαr几αZ

　　o！此θλ8三α虹cSc乞θ妙o∫BθπgαZ，LX1X，Pt．I．

　　No．2．1900．

10）拙稿，注4文献の注66参照。

11）江戸時代における寺小屋は，幕末期には3万を越え

　　ていたとされる。こうした寺子屋では，紙が貴重で

　　あったので，手習いの折には，「砂書」「灰書」「板

　　書」等が行われた。前二者は，丸盆に細かな砂，あ

　　るいは，白い灰を入れて文字の練習をするもので，

　　これを消すには，その縁をトントン叩いてならした。

　　板書は，朱塗りの板に筆と布を用いた。（NH　K・

　　TV，「歴史発見，江戸寺子屋事情」，1993年5月5

　　日，21時40分より60分間の放映）

　　　関連しては，阿辻哲次著『図説　漢字の歴史」（

　　1989年1月，大修館書店刊，181頁）に，朝鮮で用

　　いられた「砂板」のカラー図版が掲出され，ここに

　　次のようにある。

　　　12－2　朝鮮の砂板

　　　朝鮮で使われた「砂板」。指で何度も書いては消

　　　せる便利な筆記用具として，児童の文字学習など

　　　に利用された（韓国国立民俗博物館所蔵）。

12）阿部登「ヤシの葉の構造とその耐久性」，『SAGO

　　PALM』，第2号，1994年。

13）注9ハーンリ文献，また，142頁。同じく小西氏論

　　文。

14）拙稿，注4文献，73頁。

15）［濱屋氏訳書コ

　　まずカラシナの種子のようなクラッカンがある。シ

　　ンハラ人たちは，張くか指いて粉にし，火鉢の炭火

　　でケーキに焼くとか，他の調理をする。ふだん食べ

　　つけない人が食べると腹痛を起こすことがある。粉

　　を暖くには，臼用の二つの円い石を用い，木の柄を
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　　使って手で回す。この穀物には数種類あり，あるも

　　のは三カ月で成熟し，あるものは四カ月を要する。

　　もし土地が良ければ収量は非常に増え，しかも山間

　　地でも平地でも育っ。　　（第一部，第三章，58頁）

16）［濱屋氏訳書］

　　　土地の値段は二十五ラリーっまり五ドルで，この

　　国としては大変な金額であった。しかし神の恵みに

　　より，私は先般の大損害からすでに立ち直り，それ

　　を支払うだけの資力が十分にあった。村の有力者七，

　　八人が立会い人となって売買契約が成立し，この国

　　の形式に従って椰子葉で文書が作られた。文書が届

　　き，金を払い，私は土地の所有権を獲得した。私の

　　土地は，キャンディの南約十マイル，ウドゥヌワラ

　　郡のエラデッタ村にあった。

　　　　　　　　　　　　　（第四部，第六章，310頁）

17）拙稿「インドにおける書写素材にっいて」，『平成五

　　年度局山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集』，19

　　94年3月，177頁。

18）法顕伝に，「諸国王長者居士為衆僧起精舎。供給田

　　宅園圃民戸牛憤鐵券書録」（大正新惰大蔵経，第51

　　巻，859頁），「然後割給民戸田宅書以鐵券」（同，86

　　5頁）とみえる（注17，176頁参照）。前者は，中イ

　　ントの摩頭羅国の条，後者は，僧伽羅国，即ち，セ

　　イロン島の条におけるものである。

　　　この「鐵券」にっき，「金属板に書かれた文書と

　　解釈するならば，それは銅板文書以外に考えること

　　ができないであろう。この記事から，グプタ朝が銅

　　板文書を作成していたことがうかがわれるのである。」

　　（山崎利男「インド銅板文書の形式とそのはじまり

　　について」，『東洋文化研究所紀要』，第73号，1977

　　年，230頁）と解する説がある。いきなり「銅板」

　　と解釈されるのは，鐵（鉄）が錆びて朽ちやすいと

　　ころからのことであろうか。しかし，契約文書には

　　ヤシの葉でさえも用いられている。状況にもよるが，

　　鉄板が用いられたとしても何の不都合もない。

　　　原文には「鐵券」と書かれている。法顕伝では，

　　「鐵」字は，「鐵輸王」「鐵輸」「鐵園両山」（以上，

　　同，863頁），「銅」字は，「銅鉢（鋏」（同，858頁），

　　「銅孟（秤）」（同，860頁）とみえる（他に「金」

　　「銀」「錫」字等がある）。使い分けはあるようであ

　　り，また，これらを無理に銅板文書と解さなくても，

　　グプタ朝に銅板文書が行われていたことは他をもっ

　　ても十分に推測できよう。

　　　セイロン島は，製鉄技術にも長けており，ノック

　　スも「鉄鉱石を精選し，鉄に精練する技術は注目に

　　値する。」と言己している（濱屋氏訳書，第三部，第

　　八章，220頁）。鉄板文書の存在は認めなければな

　　らない。

19）野口忠司著『シンハラ語辞典」，大学書林，平成4

　　年11月30日刊，752頁。

20）注19文献，464頁。

21）［濱屋氏訳書］

　　仏教僧には多大の恩恵と栄誉が与えられている。

　　（中略）。仏教僧には次のようにして得る布施がある。

　　魂の功徳を積む気になった人がいると，人々は仏教

　　僧の一人をその人の家に連れて来る。僧侶は四人の

　　男が持ち上げる布の下を歩き，太鼓や笛が鳴り響く

　　盛大な儀式で家に迎えられる。このような儀式が行

　　われるのは，仏教僧以外には王だけである。家の人々

　　は僧侶を盛大に歓待し，できる限りの贈物をする。

　　人々は，僧侶を一日か二日滞在させ，迎えた時と同

　　じような儀式を行って送り返すが，その時に贈物の

　　晶々も運んでやる。しかし僧侶は滞在した夜に，バ

　　ナっまりタリポットヤシ［の葉コでできた本に書い

　　てある経典を唱え，唱えたことの意味を人々に語っ

　　て聞かさなければならない。経典は余りにも高尚な

　　文体で書かれているので，一般大衆には理解できな

　　いのである。　　　　　（第三部，第三章，181頁）

22）注4文献，79頁（注39）。

　　　片山一良「パリッタ（Paritta）儀礼一スリラン

　　カの事例一」（駒沢大学）『宗教学論集」，第9輯，1

　　978㊥79合併号，1979年12月。

　　　青木保「コロンボのparitta儀礼一調査覚書一」，

　　（大阪大学）『年報人間科学」，第1号，1980年。

　　　高橋壮「上座部仏教の存在形態（五）一ピリット

　　儀礼一」，前田恵学編『現代スリランカの上座仏教」，

　　山喜房仏書林，1986年2月，207～261頁。

23）注22に同じ。

24）前稿，注4文献では，ホロスコープは，その性格上，

　　こうしたscro11状に仕立てられるものかと解する

　　ことができた。が，文書一般がそうであるとは理会

　　できなかった。実際は，むしろ，逆で，文書一般が

　　巻き物状に仕立てられ，占星術の関係文書も同様で

　　あったということになろう。

25）拙稿，注4文献，72頁。

26）新関欽哉著『東西印早史』，東京堂出版，1995年6

　　月20日，126頁。

27）手近の英和辞典による。

28）「書物」の大きさにっいては，諸説一定しない。前

　　稿を参照すれば，ここにノックスのいうところが，
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　　最も小さい。当時は，1フィート半（45，72センチ

　　メートル）の長さが最長であったというのであろう

　　か。さらに検討したい。

29）残っている側壁の内側に，彩色画の名残がある。な

　　お，寺院が図書館（室），即ち，経蔵を有すること

　　は，むしろ，普通のことであったかもしれない。

30）少なくとも，今日の貝葉本は，厚い板表紙が付され

　　ており，両端を持っても中ほどがたわむことはない。

　　ユ2世紀の頃の貝葉本は，板表紙を伴なわなかったの

　　であろうか。但し，そうとなれば，この人物は，パ

　　ラークラマ⑤バーフー一世ではなかろう。せっかく

　　の彫像（石像）である。王権の象徴なり剣なりなら

　　ともかく，王位にあるものが，貝葉本を携えている

　　ことの説明は困難であろう。あるいは，この人物は，

　　教典なり法典なりを携えた宗教者か法律学者か，の

　　類であろうか。それが，貝葉本であるとするなら，

　　そうした職種の人が考えられよう。

31）［濱屋氏訳書コ

　　　この島の人々には，各種各様のカーストつまり身

　　分に応じた階級がある。それは富とか，王が与える

　　名誉や地位とは無関係で，家柄とか血筋で決まる。

　　この身分は，それが高かろうと低かろうと，すべて

　　世襲により代々引き継がれる。　　　　　（165頁）

32）［濱屋氏訳書］

　　　その下は機織りである。彼らは布を織る仕事の他

　　に占い師でもあり，人々に良い日とか良い季節を教

　　える。また，子供の誕生に際しては，生まれた日時

　　やどんな星の下に生まれたのかを記録する。人々は，

　　この記録を生涯大切に保管しているので，自分の年

　　齢が分かるし，どんな幸せや災いが身に降り掛かる

　　かを知ることができる。

　　　この人々はまた，太鼓を叩き，笛を吹き，神々の

　　いる寺院の中や供物の前で踊る。彼らは神々の像に

　　捧げられた供物の食物を全部食べたり持ち去ってし

　　まう。この二っの行為は，非常に低い身分や地位に

　　ある者がすることとされている。彼らは死んだウシ

　　の肉も食べる。　　　　　　　　　（170倒172頁）

33）＊印の部分のアルファベットが不鮮明である。ある

　　いは，eか。

34）［濱屋氏訳書コ

　　　第一はタリポットヤシである。船のマストのよう

　　に大きくて高く，きわめて真直で，葉だけしかつい

　　ていない。その葉は非常に有用で，人々に大きな恩

　　恵を与えている。それはとても大きくて面積が広い

　　ので，傘にすれば一枚で約十五人から二十人を覆い，

　　雨が降っても濡れないでいられる。乾かした葉は非

　　常に丈夫でしかもしなやかであり，開いた葉は非常

　　に大きいのだが，女性用の扇子のように折り畳めば

　　人の腕ほどになるので，持ち運ぶのに全く好都合で

　　ある。非常に軽く，人々は適当な大きさに切って，

　　それを手で持ち運ぶ。開いた全葉は円形に近いが，

　　使用に適するように切ったものはほぼ三角形である。

　　旅の時など，尖った方を先に頭上にかざして行くが，

　　こうすると小枝の多い所や藪を通るのに具合いが良

　　い。日差しが強くて暑い時には，日除けに使える。

　　王国の兵士はみな，行軍の時に雨で濡れないためば

　　かりではなく，夜寝る時に張るテントとするために

　　も，この葉を携行している。これは全能の神が，こ

　　の多雨の国に住む貧しき裸の人々に下し給うた正に

　　素晴らしき恵みである！　その一つを私はイギリス

　　に持ち帰った。皆さんは挿絵でご覧になれるはずで

　　ある。タリポットヤシの葉は，ココヤシと同じよう

　　に幹の先端に生ずる。果実は，木が枯れる最後の年

　　になって初めて成る。花序が幹の最先端に出て来て，

　　大きく枝を広げ，黄色い花をいっぱいにっけ，見た

　　目には愛らしくて美しいが，臭気がきわめて強い。

　　やがて丸くて非常に硬い果実を結ぷ。その果実は私

　　たちの一番大きいサクランボくらいであるが，要す

　　るに種子としてしか役に立たない。この木は一生に

　　たった一回しか果実をつけないが，非常にたくさん

　　生ずるので，一本の木で国中に十分なほどの種子が

　　採れる。この木が家の傍にあると，花の臭気が余り

　　にもひどいので，種子が欲しくない場合にはすぐに

　　伐り倒してしまう。幹の中には［木質部がなく］髄

　　だけがあり，果実が成る前に伐り倒せば，これは非

　　常に良い食料になる。この国の人々は髄を臼で揚い

　　て粉にし，ケーキに焼く。その味は白パンとそっく

　　りで，稲の収穫期前の人々にとって米の代わりとな

　　る。　　　　　　　　　　　　　　　（64～66頁）

35）1995年12月10日，筆者が，Peradeniya　Botanical

　　Gardensを再訪した折，タリポットヤシが開花中

　　であった。このヤシの木は，前稿4に言及したそれ

　　である。

36）she1tr1ng，themse1vs，Ra1ne，To11pat，1eafeの綴

　　りは原文のままである。

37）パルミラヤソBorassus　flabell1ferもまた，傘を

　　作るのに用いられるといい，「雨の日には，農夫た

　　ちは一枚の大きなパルミラヤシの葉を船形に綴った

　　みのをすっぼり被って野良仕事に出かけるが，平坦

　　な田んぼの中では，このほうが落雷の心配も少ない
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　　のだろう。」（西岡直樹著『インド花綴り　インド植

　　物誌」，木犀杜刊，1992年9月，第3刷，156頁）と

　　述べられている。

38）［濱屋氏訳書］

　　　仏教僧には多大の恩典と栄誉が与えられている。

　　王に年貢とか租税などを払わずに土地を持てる。ど

　　こへ行っても人々から尊敬を受け，神にするように

　　頭を下げられるが，僧の方は誰に対しても頭を下げ

　　ることはない。頭の上にタリポットヤシ［の葉コを

　　かざす時，葉の広い方を前方に向ける栄誉を持って

　　いる。他にこのようにするのは王だけである。どこ

　　へ行っても座る椅子にはマットと白い布が敷かれる。

　　それもまた［他にはコ王のみが持つ栄誉である。

　　　　　　　　　　　　（第三部，第三章，180頁）

39）正しくは，掌状扇形葉をしているはずである。

40）拙稿，注4文献，70頁。

41）［濱屋氏訳書］

　　　「この木は島の南と西の地域にだけ生育する。野

　　生のものはなく，全部が村の中にはえていて，そこ

　　は森のようになっている。」，この「木は非常に真直

　　ぐで高く，人間のふくらはぎより太いものはまれで

　　ある。」，「幹の中心部は一種の髄が詰まっているだ

　　けで，［外側の材は］端から端まで裂くことができ

　　る。その材は非常に硬くて丈夫なので，家壁の貫板

　　や垣根の横木に利用される。」（第　部，第四早，61

　　頁より抄出）。

42）「カンデ南ウダ」は，カンディ・ウダ・ラタ（山間

　　の高地の国），即ち，キャンディ王国のこと。同王

　　国は，セイロン島の中央高地，標高約五百メートル

　　の山々に守られた盆地に栄えた。1474年，コッテー

　　王国から分離，独立，1815年，イギリス軍により，

　　滅ぼされた。

43）濱屋氏，圧1文献，252頁。（この記事既出）

44）R．S．シャルマ著，山崎利男④山崎元一訳『古代イ

　　ンドの歴史』，山川出版社刊，1985年8月，12頁。

45）神谷信明「上座仏教の存在形態（四）　　僧侶の生

　　活と活動　　」，前田恵学編『現代スリランカの上

　　座仏教』（山喜房仏書林刊，1986年2月）所収，

　　194頁。

　　　前田恵学「スリランカ上座仏教の歩みと近代化へ

　　の対応」，前同書所収，459頁。

46）山崎利男氏，注18文献，195頁，209頁，212頁。

47）1739年，シンハラ王家に後継者がいなかったので，

　　南イントのナーヤソカルNayakkar王朝からスリー・

　　ヴィジャヤ・ラージャシンハ王　SrエVijaya

Rajasinhaを迎えた。タミル人の王である。この

王朝は，1815年，イギリスによって廃され，イギリ

スは，1818年に全島の統治権を確立した。


