
はじめに

バフリー・マムルーク朝時代 (����‒����) のエジプトでは､ 首都のカイロ周辺部
をはじめとして､ スルターンの主宰する大規模な水利事業が多く行われた｡ それらは､

灌漑水利､ 水運､ 軍事と目的が多岐にわたる｡ スルターンが執り行った大規模水利事

業の多くはスルターン・ナースィル・ムハンマド�������������������������第�期治世 (在：����‒����) までに集中し､ 政治､ 社会的に混乱期とされる��世紀後
半になるとほとんど事例がみられなくなる｡ 佐藤次高は��～��世紀の大規模な灌漑水
利にはその建設過程において､ アミールによる分担や労働力 (農民) の提供など共通

性が見られるが､ その分担の基準については不明であるとしている(�)｡ また､ 筆者は
これまでにバフリー・マムルーク朝中期のスルターン・ナースィル・ムハンマド第�
期治世に行われたカイロ西部での運河掘削事業について注目し､ バフリー・マムルー

ク朝時代の前半期に行われた大規模な水利事業と共通の手法が取られつつも､ 工事区

間の国庫による買収や立ち退きに関して保障が行われた点などの特異点についても指

摘した(�)｡
本稿ではスルターン・ナースィル・ムハンマド没後の����年にギザとローダ島の間
に建設されたジスル����､ 別名ジスル・マンジャク����������として知られた水利施
設の建設過程を取り上げる｡ これまで､ このジスルの建設事業について分析した専論

は管見の限りなく､ ドルス������がこの建設事業の背景となった飲料水の高騰と人
夫の賃金について触れている程度である(�)｡ この建設事業について最も詳細な記事を
残している､ ��世紀のエジプトの歴史家マクリーズィー�����������������は､ ｢エ
ジプトにおいて課税された金額としてはこれ以上にないほど多かった｣ とこの建設事

業を評している(�)｡ また､ 建設過程､ 手法についてもそれまでの大規模水利事業とは
極めて異なる手段が取られた｡ 本稿ではこのジスル・マンジャクを対象として､ その

背景､ 過程を分析することで��世紀の大規模水利における行政慣行の変化について考
察する｡
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��エジプトの水利機構
さて､ 本稿で取り上げるジスル�������������とはいかなる水利施設であろうか､ こ

れについて前近代のナイル川を利用したエジプトの水利機構について解説する｡ エジ

プトにおけるナイル川の水利機構は大きく分けて次のような分類ができる：

①政府管理のジスル (灌漑用土手､ 堰) ：���������������������､ むら管理のジスル：��������������������
②大規模運河：アレクサンドリア運河､ ナースィル運河など

③その他の水利施設：�������(橋､ 水道橋)､ �����(溜池､ 人工湖)､ ジスル (土

手､ 堰､ 橋)

第�に①にあげたジスルは､ エジプトにおける灌漑農業においてナイル川の水を効
率的に農地に引き入れる為の灌漑用のため池＝ハウド�����と隣接する水路や各ハ
ウドを区切る灌漑用の土手である｡ ハウドはナイル川に沿っていくつも掘られ､ そし

てそれぞれのハウドを灌漑用の土手であるジスルで区切った｡ ナイル川が増水すると

上流側のハウドに最初に水を貯め､ 順次ジスルを切って下流方面のハウドへと水を流

し効率的に農地に灌漑用水を分配できるようになっていた｡ また､ このハウドへと水

を導くためにナイル本流から掘削された運河がハリージュ�������������������������
である｡ ハウドに貯められた水は灌漑用の水路であるトゥルア�������������を通じて
各農耕地や果樹園に分配された(�)｡ このようなナイル川の伝統的な灌漑法についてマ
クリーズィーは ｢エジプトの農地の豊かさはジスルなしには考えられない｣ と述べて

いる(�)｡
このジスルについてアイユーブ朝時代 (����‒����) 後期のイブン・マンマーティー����������は､ エジプトに存在するジスルはその建設・維持のために､ 政府管理の
ジスル���������������������と､ むら管理のジスル��������������������の�種類に分け
られていると説明している｡ 政府管理のジスルは毎年の管理維持のために租税 (ハラー

ジュ) から費用を充て､ 残金は国庫に送金されることになっていた｡ 一方､ むら管理

のジスルは各ムクターとむらがその建設・維持費を負担したとされる(�)｡ また同様に
イブン・マンマーティーによれば､ アイユーブ朝時代の政府管理のジスルは､ ガルビー

ヤ�����������､ シャルキーヤ������������､ ジャジーラ������､ クシナー������の�
地方に存在していたことを伝えている｡ 当時､ エジプトのジスルの多くは政府管理の

ジスルであったとし､ 地域別には､ 下エジプトのデルタ地帯には数が多く､ 上エジプ

トには少ないと述べている｡ この政府管理のジスルの建設・改修に対する必要経費は､

官庁��������が徴収し､ 必要経費の残りは､ 国庫����������に収められた(�)｡ この
分類とジスルの管理はマムルーク朝時代に入っても同様に継続されたが､ マクリーズィー

はこの政府管理のジスルの経営について､ 時代の変遷とともに変更が加えられていっ
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たことを伝えている｡

かつて､ このジスルは各地方の租税��������������によって維持され､ 土地の
納税請負人������������������がこの管理に当たっていた｡ 彼らは契約した請負
金の中から必要経費を支出していたが､ やがて政府の官吏がシャルキーヤとガル

ビーヤの両地方から税を徴収して経費を支出し､ 残金を国庫に送っていた｡ その

後､ 王朝の有力アミール�������������������がこのジスルを管理するようにな
り､ これがスルターン・ファラジュ�������������(在：����‒���������‒����)
の時代に変更が加えられるまで続いた｡ 各地 (��������) で多くの税が徴収され
たが､ 余剰金はスルターンの元 (バイト・アル�マール) には送られなくなり､
各地の人々がジスルの管理に駆り出されるようになった(�)｡
また､ カルカシャンディー��������������も同様にイブン・マンマーティーからジ

スルの分類を引用しているが､ それに加えて､ 彼の時代にはすでに多くのジスルが管

理されなくなっていたことを伝えている(��)｡ この政府管理のジスルに対して､ どれく
らいの費用がハラージュ収入から充てられたかについては諸説あるが､ 伝統的におお

よそ���から���の歳入が充てられたとされている(��)｡
このように､ マムルーク朝時代の国家的水利事業､ 特に政府管理のジスルは､ 租税

庁��������������の管轄であり､ 工事にかかる費用はイクターからのハラージュ収
入から充てられ､ 残りはバイト・アル�マール (国庫) に納入されるのが慣行とされ

た｡ また､ 政府管理のジスルに関する慣行は､ バフリー期後半からチュルケス期にか

けて変化し､ ��世紀には政府管理のジスルは減少したことがうかがえる｡ むら管理の
ジスルに加え政府管理のジスルもムクターによる管理が行われるようになっていった

と考えられる(��)｡
第�に③にあげたジスルは灌漑用の土手以外に､ 防水用の堤防､ 堤として治水目的
に建てられたものである｡ 治水用の堤防としては､ ����年にカイロの西側の郊外のブー
ラーク�����からミニヤ・アル�シーラジュ��������������(��)までのナイル川の岸に
建てられたジスルがあげられる｡ この年に増水したナイル川の水はカイロ西部にまで

浸水し､ 多くの果樹園､ 建物に被害を与えた｡ スルターン・ナースィル・ムハンマド

はこれにたいして川沿いに堤防を築いた(��)｡ また､ 治水用ではないがスルターン・バ
イバルス・アル�ジャーシャンキール�����������������������������(在：����‒��)
は����年にキプロスを中心としたヨーロッパの連合軍のダミエッタ侵攻の知らせに対
して､ カイロからダミエッタとカイロからアレクサンドリアまでのジスルを建設し､

ナイルの増水によってこのヨーロッパの連合軍を水浸しにする作戦を採った｡ カイロ､

ダミエッタ間には上底�カサバ������(��) (約���)､ 下底�カサバ (約���) のジス
ルが築かれ､ その上底には馬が�頭同時に走ることができ､ カイロからダミエッタま
で馬を走らせれば�日で到着したと伝えている(��)｡ 以上は軍事目的の特殊なジスルで
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あるが､ 目的としては水をせき止める堤防の役割を持っていた｡

以上のようにエジプトの水利施設の機構においてジスルはその用途､ 場所によって

きわめて多義的な意味を持つ重要な水利用語である｡ 本稿で取り上げるジスル・マン

ジャクはその形態からいえば､ 水量調節用のダムに近い堤防としてのジスルに分類す

ることができる｡��ジスル・マンジャク建設の経緯
本章では���‒��������‒����年 (ヒジュラ暦�西暦：以下同) の�年にわたるギザと

ローダ島の間のジスル建設の概要を見てゆきたい｡ マクリーズィーの 『エジプト地誌������』 と 『諸王朝知識の旅��������』 の記述を中心に時系列にそってその概要を説
明するが､ 他の史料と比較し適宜説明を加える｡����������年の建設
このジスル建設は､ ��������年に発生したナイル川の異常な減水に端を発する｡ こ

の年にカイロの周辺でナイル川の水位が異常に減水し､ そのため飲料水の高騰を招い

た｡ これに対し人々がその不平を政府に訴えたことが､ この場所にジスルを建設する

ことになった最初の要因である｡ マクリーズィーは��������においてその様子を ｢ナ

イル川の水が､ ミクヤースからフスタートの間がハウドになるほど減少した｡ そして

ブーラークからミニヤ・アル�マフラーニー､ フィール島からブーラーク､ ブーラー
クからアル�ミニヤまでが一つの道 (のように) なった｣(��) と描写している｡
この結果､ 水の運搬費������������は����� (������) から���に高騰したとし

ていが､ この水の運搬費については水の容積の単位は記載されておらず不明である(��)｡
その後の経緯について������では次のように記している｡

そのため､ 人々はこのことをアミール・アルグーン・アル＝アラーイー���������������(��)とスルターン・シャーバーン�世������������������������������������������(在：���‒�������‒��) に対して不平を述べた｡ それで､ スルターン
は技術者��������とライース・アル＝バフル������������に相談した｡ そして､
スルターンはアミールたちとカルア��������(シタデル) からナイル河畔に向かっ
た｡ しかし､ ナイルの増水が始まっていたため､ 土とフスタートにあった砂糖の

精製所の陶片������､ ローダ島にあるそれら廃棄物をジスルの建設のために運ぶ
ことだけが行われた｡ 大量の土砂が船でローダ島へと運ばれた｡ そして､ ギザか

らミクヤース������(ナイル測量所) に向かって､ その間の�分の�の長さの
ジスルが作られた｡ そして､ ナイルの水は簡単にフスタートの方へと戻った｡ し

かし､ 土の少なさのためジスルからミクヤースへの接合からは弱められた｡ ナイ

ルの増水はジスルにより強められた(��)｡
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アル�バフル�������とは元々は海を意味するアラビア語であるが､ エジプトにお
いては豊饒なるナイル川に対し敬意をこめてアル�バフルと呼ぶ慣習がある｡ 一方､
引用した史料中に現われるライース・アル�バフル (｢ナイル川の長｣) とはどのよう

な人を指すか不明であるが､ ��������には��������年にマンジャクがジスルを建設す
る際に同行した人々の中に ｢船の頭���������������｣ という語が確認できる(��)｡ こ
れらが同一のものを指すとすれば､ ナイル川の船舶航行にかかわった人々の指導的も

しくは親方的人物を指すものと考えられる｡

また､ この建設時に集められた砂糖精製所の陶片とは何であろうか｡ 佐藤次高 『砂

糖のイスラーム生活史』 では､ エジプトの地方で収穫・圧搾されたサトウキビから作

られた粗糖をさらに精製して､ 上質な砂糖を生産する精糖所���������������が数多
くフスタートに存在していたことについて触れている｡ イブン・ドゥクマーク���������の����������に基づく情報では､ スルターンの精糖所として�箇所､ アミー
ルの精糖所として��箇所､ 商人の精糖所として��箇所､ その他の精糖所として��箇所
の計��箇所の精糖所を計上している(��)｡ また､ このスルターンの精糖所のうち�箇所
は政府のため (���������) とされており､ 残りはスルターンの私的財産 (������������������) とされていた(��)｡
また､ この精糖所からジスルの建設のために集められた陶片������とは､ この精

糖所で使用されたウブルージュ�����を含む砂糖精製用の素焼きの土器であったと考
えられる｡ ウブルージュとは下部に小さな穴が開けられた､ 上部が広く下部が狭い円

錐形の素焼きの壺で､ 粗糖から糖蜜を分離し砂糖を精製するために使用された分蜜用

の器具である(��)｡ 砂糖の精製所が多く設置されていたフスタートにおいては､ 砂糖の
精製過程で使用される素焼きの土器が大量に使用されていた｡ 精製過程で糖蜜により

目が詰まったり､ 破損したりしたために廃棄されたこれら素焼きの土器の陶片が大量

に存在し､ このジスル建設に利用されたと考えられる｡�. ��������年の建設���年の初め (����年�月) には､ 再び水不足が発生し､ 人々はスルターンへ上訴
を行った｡ このときスルターン・シャーバーンは有力アミールによって殺害され､ そ

の兄弟であるの兄弟のハーッジーが���年ジュマーダー��月の始め (����年�月) に
スルターン位 (ハーッジー �世 �������������������������������������������
(在：���‒�������‒��)) に就いていた｡ スルターン・ハーッジー�世は､ 前年と同じ
く技術者を派遣し測量を行わせ､ その結果､ 技術者たちはギザからカイロまでジスル

を建設することを提言し､ それにかかる費用として銀貨���������が必要であるとい
う見積書､ タクディール������を提出した(��)｡
大規模水利事業において､ 見積書 (タクディール) を作成することはこれ以前の建

設事業では確認できないが､ ��������年にスルターン・ナースィルがナイルの水を季
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節を問わずシタデルの麓まで流す為に､ カイロの南方にあるヘルワーンから水路を引

くことを計画した｡ スルターン自ら測量を指揮し､ ������カサバ･ハーキミーヤ(��)
(約���㎞) [���] という測量結果がでた(��)｡ ナースィル・ムハンマドはアミールたち
にこの建設事業について諮問したとき､ ナーズィル・アル�ジャイシュ�������������
のアル�ファフル��������のみが反対し､ 次のようなやり取りがもたれた｡
アル�ファフルが ｢誰にその運河������を掘らせるのでしょうか｣ とスルターン
に尋ねると､ スルターンは ｢軍人������たちによって｣ と答えた｡ そして､ アル�
ファフルは ｢神かけて､ もし軍人らを [そのために] 集めたら､ 軍人たちはスル

ターンを恨むでしょう｡ 何年もかかるでしょうし､ 彼らにはこの掘削事業を行う

力はありません｡ それに加え国庫�つ分の費用がかかるでしょう｡ また､ 成功す
るか否かわかりません｡ スルターンが何も聞き入れなかったら､ 人々は疲弊し､

人々の呪いを受けるでしょう｡｣ スルターンは､ この言葉を受け入れてこの事業

をあきらめた(��)｡
ナーズィル・アル�ジャイシュは軍務庁�������������の長官で､ 軍人の給与､ 糧秣
を管理する責任者であった｡ そのため､ このナースィルの計画に必要な経費をかんが

みて､ 反対を唱えたのである｡ この時にはタクディールの語は現れないが､ 測量に基

づく計画であり､ 当然それにかかる費用は算出されていたものと考えられる｡

ジスル・マンジャクの建設では､ このタクディールに基づきカイロとフスタートに

おいてナイル川沿いに私的所有物����(建物､ 果樹園など) をもつ人々にジスル建
設の税������を課した｡ そして､ その税の徴収のためにカイロのムフタシブ(��)のカー
ディー・ディヤー・アッディーン・ユースフ・ブン・アビー・バクル ������������������������を任じた｡ そして､ 建物が測量され､ 各�ジラー������(��) から����
を徴収した｡ この測量にはディヤー・アッディーンが任じられた｡ この測量の結果は�����ジラー (約����) に達し､ そして実際には約���の��������が税として集めら
れることになった(��)｡
この建設計画で徴税を担当したディヤー・アッディーンはカイロのムフタシブに�
回就任し､ それ以前にはフスタートのムフタシブも歴任した｡ 彼の不正に対して厳

格なムフタシブとしての手腕はスルターン・ナースィル・ムハンマドにも高く評価さ

れたが､ 不正の追及を恐れるアミールたちからは不興を買った人物として知られてい

る(��)｡ そのため､ その後すぐに彼はムフタシブ､ およびそのとき彼が就任していたマ
ンスール病院のナーズィル職���������������������������(��)などの諸職から解任させ
られてしまった｡ そのため､ このときに課税された臨時税が実際には徴収されたかは

不明である｡

さらに､ この年のラビーゥ��月にはアラブ遊牧民同士の争いが発生し､ 穀物の強奪
が発生するほか､ ナイル川の水の減少のため穀物輸送が困難となりその価格が高騰し

― 157 ―
(��)



た｡ 小麦の価格は�アルダッブ������(容積単位：エジプトでは約���) あたり����
から����に上がり､ 大麦の価格は�アルダッブあたり����に､ 豆の価格は�アル
ダッブあたり����に達した(��)｡ このように､ ギザ､ ローダ島間のジスルの建設は､
都市民の生活の安定のために急務となったことがうかがえる｡ しかし､ スルターン・

ハーッジー�世はシリアのアミールたちとの抗争のため､ エジプトについて全く考慮
を怠るようになってしまったことから(��)､ ジスルの建設はこの年は継続されなかった｡�. ��������年の建設���年のジスル建設が不調に終わり､ スルターン・ハーッジー�世もアミールとの
争いからラマダーン月 (����年�月) に殺害され､ 彼の兄弟のハサン����������������������������������������(在：���‒�������‒������‒��������‒��) がスルター
ン位を継いだのち､ ���年に入ると (����年�月)､ ギザとカイロの間でのジスルの建
設が本格的に始動した｡

副スルターン���������������のアミール・バイブガー・アルース������������(��)
とウスターダール�������(��) のアミール・マンジャク､ ハージブ�����のアミール・
キーラーイ�����をはじめとするアミールたちは､ 技術者たちを伴い対岸のギザに渡
り､ ギザとミクヤースの間の測量を行った｡ そして､ ��������年と同様にタクディー
ル (見積書) を作成した｡ その合計は約���������で､ その内訳は����本の木材､ ���
本の柱���､ �����個の�ジラー (約���㎝) 四方の石材､ �����袋のシャンファ������(��)､
その他の多数の材料が計上された(��)｡ また､ ��������によれば､ この時にカーヒラ運
河の取水口からブーラークまでのナイル川沿岸の私有物����の所有者に対して��������
が課せられたが､ これは一昨年の��������年の計測に基づくものであった､ と伝えて
いることからその時の課税の際には徴税に至らなかったこと考えられる(��)｡
そして､ 副スルターンのバイブガー､ ダワーダールのマンジャク､ アミール・シャ

イフー�������(��)､ そのほかのアミールは､ 再度ギザへと向かいジスルのことについ
て専門の技術者らと再検討した｡ そして､ マンジャクがこのジスルの建設の責任者と

なった｡

このアミール・マンジャクはこの建設事業の直前までワジール職に就いていた人物

であったが､ 公金の取り扱いについて他のアミールたちと争いとなり､ ワジール職を

解任されていた｡ その際に彼には ｢ウスターダール職とジスルのこと������������が
残された｣ とされており､ 灌漑設備の管理・維持と税務に関する責務が負わされてい

た(��)｡ このことが､ 直接にこの建設事業の責任者に決定した要因かは不明であるが､
それ以前のワジールとしての実績とともに､ 灌漑水利の責任者としてこの任についた

と考えるのが妥当であろう｡

マンジャクはジスル建設に必要な臨時税をすべてのアミールと兵士､ 書記､ カイロ､

フスタートの私有財の持ち主に対し､ 誰一人として欠けることなく課した (表参照)｡

そして､ この課税に際して､ 軍務庁の書記��������������に命じて兵士たちの名簿を
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提出させ､ 全てのイクター保有者に課税した｡ そして､ 徴税のためあらゆる方面に官

吏�����､ 出納係�������､ 書記�����などが派遣され､ 執拗に行われたようである｡ そ
れは ｢徴税人は年寄りや弱いものや未亡人からまでも税を取り上げ､ 人々から強引に

お金を税として徴収した｣ ほどであった(��)｡
必要な資金を集めると､ マンジャクは都市部の下層の人々��������(����������)(��)

や仕事を求める労働者������(��������) たちに人夫を募集していることと､ その賃金
として日に�����とパン�������枚を用意していると布告した(��)｡ マムルーク朝時
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対 象 金 額

イクター保有者 ������当たり���
百人長 �����～�������
その他アミール 適宜 (イクター規模に比例)

百人長の書記 ����� �����
四十人長の書記 �����
店舗 (商人､ 小売商) ����� ���
職人 ���
カーヒラ､ フスタートの住居 ��� ���
果樹園 �フェッダーン当たり����
一部の果樹園 �フェッダーン当たり����
粉ひきの石臼 ���
カラーファとカーヒラ郊外の墓地とマドラサの
貯水槽 ������ �～����
墓地 �～���
マクアドと道路に面して生計を営む人々 適宜

ブーラークからミニヤ・アル�シーラジュ (ナー
スィル運河とハージブ池の間)､ ナースィル運
河､ ハバシュ池周辺の新しい住居と果樹園

�ジラー当たり����
カーヒラ､ フスタート､ カラーファのワクフ施
設 (モスク､ ハーンカ､ ザーウィヤ)

適宜 (ワクフの規模に比例�)
各地方のキリスト教会､ 修道院 ���～����� (地方行政官����が徴収)
上下エジプトのナツメヤシの木� ���
カーヒラ､ ミスルの煉瓦焼成窯､ 製陶所 �～������
廟 ��� ���
倉庫､ 厩舎 ���
隊商宿 ������������� 適宜

大邸宅の保証人 ���������������� 計�����������������では上エジプトのみ����������では���
参照：���������������������������



代の非熟練者の日雇労働の賃金は､ 事例がほとんどなく不明な点が多いが､ ��������
年に行われたブーラークからミニヤ・アル�シーラジュまでのジスルの建設の際には､
カイロの貧者が建設に駆り出され賃金として�日あたり�～���が支払われたとい
う(��)｡
ジスルの建設は���年ムハッラム月の初めから始まりラビーゥ��月の終わり (����

年�月～�月) の�カ月で完了した｡ ジスル・マンジャクの長さは���カサバ (約���
㎞)､ 底辺は�カサバ (約���)､ 上辺は�カサバ (約���) に達し､ そして､ ローダ
島からウスター (アルワー) 島の�������������������������ジスルは長さ���カサバ
(約����) に達した｡ この事業で石材､ 土砂､ その他の資材を搬送するために使用さ
れた船は������隻に上ったと伝えられている(��)｡
この建設の最中に､ あまりの課税の多さにマンジャクに対して他のアミールから蓄

財をしているのではないかとの誹謗が起き､ 兄弟でもある副スルターンのアルースは

それを禁じようとした｡ しかし､ マンジャクはこれに対して､ ジスルの建設において

日当なしに誰も使役しておらず､ またこの作事は人々にとても利益があり､ そして悪

意を目的とした人々の言葉を取り上げてはならない､ と抗弁した｡ これについてマク

リージーは������の記事の最後に次のように付け加えている､ ｢この事業のために課
税された金子は全く秘蔵されなかった｡ というのもマンジャクは必要なものを除いて､

カイロにもフスタートにも邸宅､ フンドゥク､ ハンマーム､ 粉ひきの臼､ そしてモス

ク､ マドラサ､ マスジドといったワクフ､ またリズカも教会も残さなかった｣(��)｡ ま
た､ イブン・イヤース�������はこの建設事業に用いられた最終的な費用は当初の測
量に基づく���������を超え���������に達したと伝えており､ また加えてイブン・
ドゥクマークからの引用として､ マンジャクは費用の中から私することはなかったが､

スルターンやアミールたちからはその徴収金の多さから疑いをもたれたことを記して

いる(��)｡
以上が�年にわたるジスル建設の概要である｡ 次にこのジスルの建設事業を整理し
て､ それまでの大規模水利との異同について考察してみたい｡��ジスル・マンジャク建設の特徴と背景
これまで概観したジスル・マンジャクの建設の過程からにおけるいくつかの特徴に

ついて考察する｡ 特にジスル・マンジャクの建設において注目すべきは､ その建設費

用を臨時課税による供出金で賄った点である｡ 冒頭で述べたように､ ��世紀前半まで
の大規模水利事業の慣行では､ 各アミール､ イクター受給者が分担して労働力の提供､

建設の指揮にあたった｡ 各地の農民にとってそれは力役������の一部となっていた
が､ アミールらに課せられた負担の基準は不明なままである(��)｡ そこで､ ジスル・マ
ンジャクの臨時税を基にアミールへの課税がどれぐらいの負担であったかを試算して

みたい｡
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ここではアミールへの負担額をイクターのみで換算するとどれぐらいの額になるか

について､ ����～��年に行われたナースィル検地のイブラ表を基に計算を行うことと
する(��)｡ イブラ表によれば百人長のアミールは������～����������(�����������) の
イクターが与えられており､ そのイクターへの課税は���～�������で､ 百人長には
さらに�����～�������が課せられているので､ 最大値と最小値をとっても�����～�������が課税されたことになる｡ さらにこれに自分の書記に課せられた�����を加
算すれば�����～�������となる｡ 彼らの実収入は�������～���������と算定されて
いることから彼らのイクター収入のうち約���％にあたる比率であると算出される｡
同様に､ 一つ下のランクの四十人長のアミールには������～���������のイクター

が与えられていたことから､ ���～�����がイクターに課税された｡ 彼らのイブラが
おおよそ百人長の��～��％程度であることをかんがみて､ 四十人長に課せられた金額
をおおよそ�����～�������と推定すると､ 計�����～�������となり､ これに書記へ
の課税の�����を加えると�����～�������が課税されたと推定できる｡ 四十人長の
イクターからの実収入は�������～���������と算定されているので､ それに対する
比率はおおよそ���～���％にあたる比率であると算出される｡
また､ 十人長のアミールも同様に算定すると､ これもおおよそ���％となる(��)｡ 以

上のことから､ あくまで推定値ではあるが､ アミールらに課せられた臨時税は彼らの

イクター収入のおおよそ���％を基準値として計算されたと考えられる｡ ただし､ 高
位のアミールは課税されたカイロ西部に果樹園や邸宅などの私有財産を所有し､ また

都市部にワクフ施設を建造しているので､ 実際にはそれらに対する臨時税も加味する

と､ 課税額はさらに高額に上ったことは言うまでもない｡

さて､ このように臨時税を課すことになった直接の要因を史料には見出すことはで

きなかったが､ 政治的要因として､ スルターン・ナースィル没後の権力争いがあげら

れる｡ すでに見てきたように､ ���‒��������‒��年の�年間の間にスルターンは�代
交代し､ いずれもアミールとの間の権力争いが原因である｡ また､ ジスル・マンジャ

クの建設は､ ナイル川の減水・退行という自然現象に対し､ 社会経済的な安定を図る

という公益的な目的があったにもかかわらず､ 当時の政治背景が色濃く表層化してい

る点も見逃せない｡ 第�年目の��������年の建設では､ すでにナイル川が増水期に入っ
てしまっていたため､ 工事自体が完全には行えず､ 出来うる限りの対処を行ったこと

がわかり､ 結果としてその年の水不足を一時的に解消するにいたった｡ しかし､ 第�
年目の��������年における建設の中断は､ 不正に対して厳格なことで知られるディヤー・
アッディーンに対するアミールたちの警戒によるムフタシブ解任､ そしてスルターン・

ハーッジー�世のエジプト内政への無関心から発生した｡ 結果､ さらなるナイル川の
減水によって船による穀物輸送が困難になったため､ 穀物価格の高騰を招くこととなっ

た｡ ナイル川の減水は天災であったが､ 穀物価格の高騰には多分に人災の側面も無視

できないといえる｡ ��������年においてもマンジャクに対する誹謗がおきたが､ これ
についてもマンジャクに敵対するアミール・シャイフーをはじめとするアミール間の
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権力闘争が表面化した結果といえる｡

こののち､ スルターンが主催する大規模水利事業の事例が��世紀中に見られないた
め､ 臨時税を課して大規模水利施設の建設を行うことが新しい政治慣行として定着し

たかは不明であるが､ ��世紀前半の��������年にスルターン・ムアイヤド・シャイフ��������������(在：����‒����) によってギザのカンタラ・シィビーン�������������の改修が行われた｡ この際にはギザの農地に対し�������の臨時税が計上され､�フェッダーンの農地に対して����が課税された｡ これに対して農民が���､ ム
クターが����を支払うことが決められたという事例が見られる(��)｡
おわりに

本稿で見てきたジスル・マンジャク建設の過程から､ ��世紀後半に入ると行政上の
変革が始まったことがうかがえた｡ その背景としては��������年以降のスルターン・
ナースィル・ムハンマド没後のアミールたちによる権力闘争をあげたが､ その他に��������年にエジプトで本格化した黒死病の流行による農村人口の減少と､ 貧困者の
都市部への流入がもたらした農村の弱体化などを要因として､ それまでの行政慣行を

維持できなくなったことが考えられ､ この建設事業にはそれが表面化してあらわれた

事例としてとらえることができるであろう｡

また､ 政治的腐敗は中央の有力アミールにとどまらず､ 地方行政官ワーリー����
の横領､ 水利機構の維持の放棄に見られるように､ 政治の末端にまで及び始めてい

た(��)｡ 農村経営の弱体化はイクター収入を基本とするマムルーク体制に変化をもたら
すには十分な要因である(��)｡ 特に大規模水利に様な労働力の集約が必要な事業にはそ
の影響がいち早く現われたといえよう｡

疫病の流行､ 農村支配の弱体化は地方行政制度そのものに影響し､ 頻発するアラブ

遊牧民の反乱の鎮圧､ 懐柔のためにそれまでのワーリーに加え､ より軍事に特化した

カーシフ������が上下エジプト地域に常駐するようになる(��)｡ ��世紀におけるナイル
治水行政の変化については､ この地方行政制度の変革と合わせて稿を改めて検討した

い｡

注

(�) �������������������������������������������������������������������������������������������‒����
(�) 拙稿 ｢バフリー・マムルーク朝期における水利行政に関する一試論��ナースィル運河の掘削事

業の経緯を中心に｣ 『早稲田大学大学院文学研究科紀要』 ��‒�(����)���‒���
(�) ������������������������������������������������������������������������
(�) ������������������(����������)��������������������������������������������������������������������������(������������������) (���������������������������)�������
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(�) 前近代のエジプトの灌漑農法については､ 鈴木弘明 『エジプト近代灌漑史研究：�・ウィルコッ
クス論』 アジア経済研究所､ 研究叢書���､ ����､ ��‒��を参照｡

(�) ������������������������
(�) ����������(����������)���������������������������������������(���)�����������(���������������������������������������)�����
(�) ���������������������������������
(�) ������������������������
(��) ��������������������������������������������(����������)��������������������������������������������������������������������������������������(�������������������������������������)������‒����
(��) �������������������������������������������������(����������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒���
(��) �����������������������������‒��
(��) ミニヤ (ムニヤ)・アル�シーラジュ����������������������：カイロから北方約�ファルサフ�������(約�㎞) の距離にある地域｡ アレキサンドリアへの途上にある｡ (������������������
(����������)����������������������������������������������������������[���������������])

(��) ������������������(����������)���������������������������������������‒������������
(���)������‒��������������������(���)�����������‒�� (�����������������������������)�������

(��) �������はエジプトでは���㎝ (嶋田襄平ほか編 『新イスラーム事典』 平凡社､ ����､ ���)｡
(��) ������������������������‒���
(��) ��������������������������
(��) ������は水を入れる革袋���������������あたりの値段としているが､ 値段から考えればロバ
などの駄獣一頭が運ぶ水の量か､ 容積単位の�アルダッブ (≒���) と考えるのが妥当であろう｡
(������������������������������������������)

(��) スルターン・ナースィル・ムハンマドのマムルーク出身｡ 主人のナースィルの生前中には��������������������������に任命されたが､ ナースィルの没後クースに追放される｡ その後､ スル
ターン・シャーバーンがスルターン位に就くと､ アルグーンはシャーバーンとその同母弟のイス

マーイールの母親の再婚相手であったために復権し､ アミールの最有力者���������������と
なる｡ しかし､ ハーッジーがスルターンに即位後は再びアレクサンドリアに移動させられ､ ��������年にはカイロに連行され殺害された｡ ��������������������������������������(����������)���������������������������������������������������������������������������������‒����������(�������) ���������������������(����������)��������������������������������������������������������������������(���) ����������(������������������������������������)������(������) ������������������������������������������������������(����������)�������������������������������������������������������������������������(�������) (�����������������������������������������)�������

(��) ������������������������
(��) ��������������������������
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(��) 佐藤次高 『砂糖のイスラーム生活史』 岩波書店､ ����､ ��‒��｡
(��) ���������������������������������������������(������)���������������������������������������������������������������������(�������)���������������また､ このスルターン

の私的財産とされる精糖所のうち�軒は､ スルターン・ハサンの時代に�人の子供にそれぞれ分
けられとイブン・ドゥクマークは伝えている｡

(��) 佐藤次高 『砂糖のイスラーム生活史』 岩波書店､ ����､ ��‒��｡
(��) ������������������������������������������������������������������������������(����������)�����������������������������������������������������������������(����)�����������‒��
(���������������������������������������)��������

(��) ������������������：ファーティマ朝カリフ����������������������������の時代に制定され
た長さの単位｡ �������������������と同様｡ �����������������������������������������������｡
(���������������������������������‒���)

(��) 当時の地理書によればフスタートとヘルワーンの間は�ファルサフ (約��㎞) とされており
(������������������������������������‒��������[������])､ この測量値と大きく隔たりがあ
る｡ マクリーズィーによる誤記か誇大表現であるかは不明 (�������������������������)｡

(��) ��������������������������
(��) ��������：市場監督官｡ カイロと下エジプトを管轄する ｢カイロのムフタシブ�����������������｣
とフスタートと上エジプトを管轄する ｢フスタートのムフタシブ������������｣ がエジプトの
ムフタシブとして任命された｡ ムフタシブの職務は ｢善行を勧め､ 悪行を禁ずる��������������������������������｣ (�ヒスバ�����) というムスリム宗教的義務を遂行することを目的とし､
市場における食品､ 商品の取引におけるごまかしや詐欺行為が行われていないかを調べることで

あった｡ マムルーク朝の官制では宗教職の第五位の座を占めていた｡ ���：菊池忠純 ｢マムルー

ク朝時代カイロのムフタシブ 出身階層と経歴を中心に ｣ 『東洋学報』 ��‒���(����)����
‒����湯川武 ｢ヒスバとムフタシブ：中世イスラームにおける社会倫理と市場秩序の維持｣ 『国

際大学中東研究所紀要』 �(����‒����)､ ��‒���
(��) エジプトにおける�ジラーは約����㎝ (嶋田襄平ほか編 『新イスラーム事典』 平凡社､ ����､���)｡
(��) ��������������������������������������������������������������������������������������
(��) ������������������������������������������������������������������(����������)
(参照：菊池忠純 ｢マムルーク朝時代カイロのムフタシブ｣ ���‒�､ ���)

(��) スルターン・カラーウーン・アル＝マンスーリー (在：���‒��������‒��) が､ ���‒������‒�年
に建設した､ 病院､ マドラサ､ 廟などを含む総合施設｡ ナーズィルはマンスール病院の収入・支

出を管理するワクフ管財人｡ 菊池によれば､ ��世紀にこの職に就く人物は､ ディヤー・アッディー
ンと同じくムフタシブを兼任して事例が多く見られる｡ (菊池忠純 ｢マムルーク朝時代のカイロ

のマンスール病院について｣ 『藤本勝次 加藤一朗両先生古希記念 中近東文化史論叢』 藤本勝

次､ 加藤一朗両先生古希記念会 (関西大学文学部歴史地理学科合同研究室内)､ ����､ ��‒��)
(��) ��������������������������
(��) �������������������������‒���
(��) �������������������������：スルターン・ナースィル・ムハンマドのマムルーク出身のアミー
ル｡ スルターン・ハーッジー�世､ スルターン・ハサン時代に副スルターンを務める｡ ��������
年にアレッポで殺害される｡ (�������������������������������‒��(�������))
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(��) �����������������：マムルーク朝時代には軍人に俸給や糧秣を支給する責任者としてアミール
から選抜された｡ (���������������������������������)

(��) �������������������������では�����｡ 同頁����の注釈に依れば､ 麦わら等を入れる袋状の網を
指すとしている｡ ������と同意｡ (��������������������������������������������������������������������������������������������)

(��) ��������������������������������������������������
(��) ��������������������������
(��) �������������������������(����������)�スルターン・ナースィル・ムハンマドのマムルーク

出身のアミール｡ スルターン・ハサンのもとでアターベクを務め､ マムルーク朝時代においては

じめて大アミール���������������の称号を得た｡ ワジールのマンジャク､ 副スルターンのアルー
ス兄弟と権力をめぐって争い､ 勝利した｡ しかし､ 後に自らが擁立したスルターン・ハサンとも

対立し殺害された｡ (��������������������������������(�������)������������������������������������������������������������������������������(�������)
(��) ������������������������������������������������������������������
(��) ������������������������
(��) マムルーク朝時代のカイロやダマスカスなどの都市部に存在した無頼の集団やそれに与する人々｡
反権力的な暴動に加わる一方､ 支配者層と密接にかかわる集団もいた｡ それぞれの集団には指導

的立場の人間がおり､ 一定の統制がとれた集団と考えられている｡ また､ 史料によっては被支配

者層である都市住民一般����を指すのみの場合もある｡ 個々では後者の意味を指す｡ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒� (���������)����‒�������������[�������] (���������������������)�
(��) ������������������������
(��) ��������������������������
(��) �����������������������.
(��) �����������������������.
(��) �����������������������(�������������)����������������������������������������������������������������������‒������このイブン・イヤースのイブン・ドゥクマークからの引用は､
現在刊行されている���������������������������������������������(������)���������������������������������������������������������������������(�������)����������������������������������������������������������������������������������������������(�) では確認
できなかった｡

(��) ������������������������������
(��) イブラ表及び実収入の算定については､ �����������������������������を使用した｡
(��) 同様の計算方式でスルターンのマムルーク親衛隊長����������������������������､ ハルカ騎
士団長�����������������についても算定するとイクターのみの場合は､ おおよそ実収入の���％
となるが､ アミール同様に軍事階級への追加税があるとして算定すると���％となり､ アミール
の場合と近似値を取ることができる｡

(��) ��������������������������
(��) �����������������������������.
(��) マムルーク朝における黒死病後の社会経済の変動については､ ����������������������������������������������������‒���������������������������������������������������
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(���)�������������������������������������������������������������‒���������������������������������������������������������������������������������������������������������������を参照｡ (���拙評 ｢����ボーシュ著 『エジプトとイギリスにおける ｢黒死病｣ ：比較

研究』｣ 『東洋学報』 ��‒�(����)､ ���‒���)
(��) ��世紀後半のアラブ遊牧民反乱とカーシフの設置については､ 松田俊道 ｢マムルーク朝前期上

エジプトにおけるアラブ遊牧民の反乱｣ 『東洋学報』 ��‒���(����)､ ���‒���を参照｡
(本学大学院博士後期課程在籍)
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(��)�：��世紀のカイロ周辺とナイル河岸の変遷

(��������������������������������������������������������������������������������������������������を基に筆者が加筆訂正)


