
はじめに

本稿では､ マムルーク朝時代に記されたナイル川に関するファダーイルの書 (以下
｢ナイル地理書｣) について取り扱う｡ ファダーイル�������の原義は､ 美徳や美質を
表すファディーラ������の複数である｡ 文学上では人やもの､ 都市や地域などを対象
にそれぞれの特徴や性質についての賛美が記された書物をさす｡ ファダーイルの書が
取り扱う代表的なモチーフとしては､ コーラン､ 預言者､ 教友 (サハーバ) などのイ
スラームの教えの根本にかかわるものや (�) ､ メッカ､ メディナ､ イェルサレム (ク
ドゥス) などの聖地などが挙げられる｡ そのほか､ ダマスカス､ バグダード､ カイロ
などの諸都市や諸地域､ 預言者の子孫 (サイード) ､ 諸民族､ 部族などがある｡ また､
ファダーイルが扱う事象はさらに広範におよび､ ラジャブ月やラマダーン月などのヒ
ジュラ暦において宗教的に重要な月､ バスマラ､ ジハード､ 剃髪､ 曜日､ 弓術､ コー
ヒーなどにもファダーイルの書が編まれた(�)｡
以上の多岐にわたるファダーイルの書のうちエジプト地域もしくはナイル流域を対
象にしたファダーイルの書は､ マムルーク朝以前から著述されており､ 代表的なもの
としてキンディー��������(�������) の�����������(�)､ イブン・ズーラーク��������
(���������) の������������������������������������(�)などが挙げられる(�)｡
これらが書かれた��～��世紀はエジプトにおいてイフシード朝､ ファーティマ朝がアッ
バース朝支配から独立した地方政権を形成した時期であり､ エジプト地域に特化した
ファダーイルが記される背景のひとつと考えられる(�)｡
マムルーク朝期においても同様にエジプト地域を題材にしたファダーイルが記され､
その題材は多岐に及んだ｡ そのなかでナイル川を中心に取り上げた ｢ナイル地理書｣
は多くの知識人によって記された｡ ムハンマド・ハムディー����������������������はナイル川について書かれたアラビア語史料について､ 宗教書､ 文学 (詩)
を除いて､ 地理学書､ 歴史書､ 旅行記､ 税制・政治手引書の�つの分類で整理を行っ
たが(�)､ 当時には刊行されておらず､ 写本として残された作品については､ 紹介にと
どまり以上の分類に入れることはしなかった(�)｡ 本稿ではこれら未分類の写本のうち
エジプト国立図書館����������������������に所蔵されるマムルーク朝時代に記され
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た�作品を取りあげ､ これらの作品の著者情報､ 引用関係､ 記事内容から ｢ナイル地
理書｣ の史料としての特質について紹介する｡

１､ 史料の概要

(�) 『幸福なるナイルの記録における長大なる氾濫』 ����������������������������������(以下､ ������������)
著者：�����������������������������������������������������������������������������������������(���������) (以下､ マヌーフィー)
写本：�����������������������������������������������������書写(�)�����������������������������������������������������書写
この作品は､ エジプト国立図書館のカタログ､ およびその他のカタログによると､
マヌーフィーの作品とされている(��)｡ しかし序文によれば､ ������������のオリジ
ナルは､ �����������������������������������������������������������������������������(�����������������) (以下､ ラシィーディー) の �������������������������������の一部 (第�巻) を写したものであり､ 底本はラシィーディーの直
筆であると記している(��)｡
マヌーフィーについては���������

・
����にその没年 (��������) のみが記されてい

る(��)｡ 一方､ 元となった作品の著者として記されているラシィーディーの経歴につい
ては､ ���(����) 年にエジプトに生まれ､ マイドゥーミー�������(��������‒������������������)(��) やアイユービー��������������������������(��������‒��������)(��)､ イブン・アミーラ��������らに師事した(��)｡ その後教育活動をカイロで
行い､ イブン・ハジャル�������������������(����������) も彼のもとで一時期学ん
だとされている｡ そのほかにムアッジンの長��������������������(��) やフセイン・モ
スクのハティーブを務め､ ���(����) 年に同地で亡くなったことが伝えられてい
る(��)｡
本稿では､ よりマヌーフィーの時代に近い �����年に書写された�������������

を基に論を進める｡ ところで､ 上記�番目の������������写本には､ 冒頭に著者と
してマヌーフィーの名前が記されている (���) ほか､ 末尾に書写年代および写本の
所有者の変遷 (�����‒��) と詩の付け足しが行われている (�����‒��) ほかは�������������写本の内容と一致する｡ しかし､ ������������写本にはそれまでのア
ラビア語写本とは異なり､ ページの下部に線で区分けをし､ 注番号を付けて解説を付
しているページが何箇所かある (�����������)｡ このような西欧 (フランス)(��) か
らもたらされたと考えられる注記の手法がアラビア語写本に現れることは珍しい｡
さて､ 本作品の構成は､ �つの章 (���) と終章 (������) の�部構成になってお

り､ 第�章はさらに��節 (����) に分けられ､ この第�章が本作品の大部を占めてい
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る｡ 次に�������������を基に各章､ 節の内容について示す｡
第�章
第�節ナイルの源流とその流域について (����‒��)
第�節ナイルの増減水の時期について (�����‒��)
第�節ナイルの名称､ 景観､ 特質について (�����‒��)
第�節ナイルの満水時に行われることについて (�����‒��)
第�節ナイル測量所 (ミクヤース) について (�����‒��)
第�節白ナイルと青ナイルについて (�����‒��)
第�節灌漑土手 (����)､ 運河 (������)､ 灌漑水路 (����) について (�����‒��)
第�節ナイル流域の地域区分について (�����‒��)
第�節エジプトの税収入について (�����‒��)
第��節ナイル流域の植生 (花､ 樹木､ 果樹) について (�����‒��)

第�章 四大河川について����������������������������(�����‒��)
第�章 エジプト各地の素晴らしい建造物について (�����‒��)
第�章 エジプトの古代遺跡､ ピラミッド､ スフィンクスについて (�����‒��)
終 章 (�����‒��)
以上が本作品の構成である｡ 第�章第�節が�分の�を占め､ 複数の引用からなる｡
本作品は先に述べたようにラシィーディーの作品を基にしたものであるが､ のちに
述べる������������������からの引用が見られれ(��)､ またラシィーディー没後の���
(����) 年のナイルの満水に関する記事が見られる(��)｡ このことから､ ������������
はラシィーディーの作品を基にしてマヌーフィーが加筆して製作したことがうかがえ
る｡

(�) 『増水するナイルにおける調査の達成』 ������������������������������(��) (以
下､ ������������)
著者：�������������������������������������������������������������������������������������������(���‒��������‒����)(��)
写本：
１､ ����������������������������������������������������書写
２､ ��������������������������������������������������
上記の�番目の写本は､ エジプト国立図書館のカタログでは､ アル�ヒジャージー���������������������(����������)(��)の作品として登録されている｡ ヒジャージーの

作品としてはほかに�������������������������������������������があり(��)､ こ
ちらはナイルの美徳や美質についての文言を集めた前半部分とヒジュラ元 (���) 年
から���(����) 年までのナイルの増減水について記録した�部構成の書物で､ ���
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�����の大部な作品である｡
ムハンマド・ハムディーは��������������������について冒頭に ｢アル�ヒジャー
ジー曰く｣ で始まることから､ バドゥルッディーン・ブルキーニーの作ではないとし
つつ､ 同時にもしくはバドゥルッディーン・ブルキーニーからの引用の可能性も示唆
し明確な答えは出していない(��)｡ 著者の実見の限りでは､ バドゥルッディーン・ブル
キーニー作とされるエジプト国立図書館所蔵の�写本は内容が完全に一致した｡ おそ
らく､ アル�ジャーヒジーとされる大部の作品の冒頭はバドゥルッディーン・アル�
ブルキーニーを引用したと考えられる｡ バドゥルッディーン・ブルキーニーもしくは
アル�ヒジャージーの作品とされるこれらの写本については､ アラブ連盟写本研究所
ははじめ他の写本を含めた検討をおこなう必要があろう｡ ここでは､ ��������������������������������������をもとにバドゥルッディーン・アル�ブルキーニーの作品
として論を進める｡
著者のバドゥルッディーン・アル�ブルキーニーはそのニスバ (由来名) からもわ

かるように､ マムルーク朝の有力ウラマーのブルキーニー家の一員である(��)｡ ��������年カイロで生まれ､ 父親シラージュッディーン・アル�ブルキーニー(��)のもとで
コーラン､ シャーフィイー派の教学､ フィクフ､ ウスール､ アラビア語､ 文学を学ん
だ｡ その後､ 父親の跡を継ぎカーディー・アル�アスカル�������������(��)とムフティー
・ダール・アル�アドル���������������に就任したが､ 父親より先に��������年に
亡くなり､ 父が建設したマドラサ(��)に埋葬された｡
本作品では､ 冒頭に著作の目的を明確に記しており､ ｢エジプトの美点とナイルに

かかわる諸情報､ そしてナイルにかかわること全てを著述する｣ (���) としている｡
また､ 本作品の特徴は､ 他の作品では見られなかったヌワイリーの��������������
からの引用がなされており､ しかも作品全体の半分以上を占めているところである｡
引用されている内容はアラブのエジプト征服後のウマルとアムル・ブン・アル�アー
スとのハラージュ (地租) の徴収に関する書簡のやり取りが主要な位置を占めている｡
そのほかナイル川の源流と流域の地理情報､ コプト暦と季節についての解説､ エジプ
トゆかりの預言者の伝承が付されている｡ しかし､ 同時代の情報については特に記さ
れていない｡

(�) 『ナイル録』 �������������
著者：����������������������������������������������������������������������������������������(����������)(��)
写本：
１､ �����������������������������������������������������書写 (書写人不明)
２､ ��������������������������������������������������������� (������������������) 書写
３､ ����������������������������������������������������������������書写､
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著者直筆の可能性が高いとされる
４､ �������������������������������������������������������������������������������������������書写
５､ ���������������������������������������������������������������������������書写
著者のイブン・イマード・アル�アクファフシーはカイロに在住し､ �の作品の著

者バドゥルッディーン・アル�ブルキーニーの父であるシラージュッディーン・アル�
ブルキーニーをはじめ多くのウラマーからシャーフィイー派の法学を学んだ(��)｡
本作品は近年に校訂がなされ出版されたばかりのものである(��)｡ 写本のヴァリアント
が比較的に多く､ 校訂版で使用された写本は上記の�, �番目の写本のみである｡ し
かし､ 著者直筆の可能性の高い�番目の写本を使用していない点で問題があると考え
られる｡

構成：
第�章 ナイル川を讃える文言
第�章 ナイル川の水源についての記述
第�章 アスユート県����､ アブー・アル�ファーイダ������������山
第�章 ピラミッド
第�章 ナイル沿いの古い壁
第�章 ナイル川の増減水を知るためにエジプトに設置されたナイル測量所
第�章 ナイル川の増水
第�章 ナイル川の水が流れる場所
第�章 (ナイル以外の) 三つの川､ ����������������������
第��章 海����と川�����の違いについて
第��章 地中から溢れる水

(�) 『記録におけるナイルの始まり』 �������������������������(以下､ ������)
著者：����������������������������������������������(����������)(��)
写本：�����������������������������������������������
この写本は､ 奥付によれば���������年に書写されており､ ナスハ体の整った写本

である｡ エジプト国立図書館のカタログによれば､ この書物の著者はジャラールッディー
ン・アル�マハッリーとされているが､ 実際にはマハッリーの記述部分は､ 冒頭�頁
のみであり､ 残りは弟子でもあるスユーティー��������������������の著作からの引
用である｡
冒頭�頁のマハッリーの記述部分は､ 同じくマハッリー作と伝えられるアズハル大
学図書館所蔵の写本��������������������������������(������������������������)
の記述内容と一致することを確認した(��)｡
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構成：
マハッリー (����‒�)
第�章 ナイルの源流 (����‒�)
第�章 五大河川 �������������������������������������(����‒�)
第�章 美質について (����‒�)

・ナイル川 ＝ 蜜の川
・エジプトの�季 ＝ �色 白 (冬)､ 黒 (春)､ 緑 (エメラルド) (夏)､

赤金 (秋)
・農地と作物
・アスユート県と������������山
・ピラミッド､ スフィンクス
・エジプトの諸預言者 (ユースフ､ ムーサー)

スユーティー (����‒��) [�����������､ ����の該当部分]
・コーランに現れるナイル川 (����‒�) [���������������‒�������������]
・ナイル川の別称 (����) [���������������]
・ハディースに現れるナイル (�����‒��) [���������������‒���]
・天の四つの川 (�����‒��) [���������������‒���]
・ナイルの源流､ その流れ､ 増水についての人々の諸説 (�����‒��)

[���������������‒��������������‒���]
マハッリーの部分には､ 特に引用元については書かれていない｡ 第�章､ 第�章は
内容から他の作品同様にマスウーディー､ イブン・ズーラークなどからの引用である
ことがわかる｡ また､ 第�章のアスユート県とアブー・アル�ファーイダ山､ ピラミッ
ド､ スフィンクスに関する記述は､ アクファフシーからの引用である(��)｡ 第�章は通
常では他の作品がハディースに現れる天国に由来する四つの河川を記すのに対して､
チグリス川 (��������) を加えて五つの河川を取り上げている｡
スユーティーの部分とされる後半部は朱字によってそれぞれの章に当たる部分が始
められており､ 上記の内容構成はこの朱字によって記された部分を章の標題と考えて
分割した｡ そして､ その内容の多くは同著者の作品でナイル川と中州のローダ島を主
題にしたファダーイルの書��������������からの引用が多くを占めるが､ 抜粋さ
れた引用である｡ 明らかに引用関係がうかがえる作品であるが､ 著者が抜粋したのか
書写した際に抜粋されたものかは不明｡ スユーティーのナイルに関するほかの作品と
しては､ ��������������(��)が知られているが､ これも�����������に収載されてい
る｡ このようにスユーティーの作品は一部抜粋や要約された小作品として様々なヴァ
リアントが存在する｡ これらの製作過程はそれぞれの写本を整合する必要がある｡
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以上､ 各 ｢ナイル地理書｣ の概要である｡ 次に以上の作品の共通の構造と個々に特
有の情報について考察する｡

２､ ｢ナイル地理書｣ の特徴� 著者
今回とりあげた�作品の著者はすべてシャーフィイー派に所属する法学者である｡
また､ それぞれに学問上の師弟関係にあるものがバドゥルッディーン・アル�ブルキー
ニーとイブン・イマード・アル�アクファフシーで､ この二名はシラージュッディー
ン・アル�ブルキーニーに教えを受けており兄弟弟子の関係にあったことがうかがえ
る｡ またマハッリーとスユーティーの師弟関係についてはすでに述べた｡
また､ スユーティーはアル�ライス・ブン・サアド���������������の伝えるハー

イド・ブン・アブー・シャールーム���������������にまつわるナイル川のハディー
スについて引用しているが､ 自分に至るまでのこのハディースの伝承経路を以下のよ
うに伝えている｡������� → ����������������������������������������� → ���������������������� → ���������������������(�����)､ ��������������������������(�����) → スユーティー(��)
このうち最初にあげられた､ マイドゥーミーは������������の底本の作者であるラ
シィーディーの師の一人であることは先に述べた｡ また､ ジャラールッディーン・ア
ル�ブルキーニーとアラムッディーン・アル�ブルキーニーはバッドゥルッディーン・
アル�ブルキーニーの兄弟であり､ ともに父親から教育を受けていた｡ このように､
マヌーフィーを除くそれぞれの ｢ナイル地理書｣ の作者は同じシャーフィイー派に属
するだけではなく､ 学問 (伝承学) 的背景においても共通の知識を有していたことが
観察できる｡� 地理的景観の概要
それぞれの ｢ナイル地理書｣ の構成には異動が見られるが､ 共通にみられる項目と
して､ ナイル源流とその流域に関する情報である｡ しかし､ それぞれの ｢ナイル地理
書｣ の引用元には異同が見られる｡ ここでは､ まず共通のナイルの源流と流域につい
ての描写を紹介し､ そこで各作品が引用している典拠をしめし､ 比較検討を行いたい｡
ナイル川の源流はクムル山������������に端を発し､ そこから��ないしは��の川

が流れ出る｡ それらはそれぞれ�つないし�つの川は�つの湖��������������に流れ
込む｡ その後それぞれの湖から�つ､ 計�つの川が流れ出でる｡ これらの川はその後
下流のもう一つの湖に集まる｡ この湖から�本の川が流れ出で､ これをナイルと呼ん
だ｡ その後､ スーダン､ ヌビアの土地を過ぎ､ エジプトに達する｡ ここまでが第�地
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域����������������である｡ エジプト最南端の街であるアスワンからアスユートまで
が第 �地域�����������������である｡ ここから地中海の河口までが第 �地域������������������である(��)｡
ナイルの水源とされるクムル山は､ 別にカマル�����山と読む場合があり､ これ

は月に由来するという(��)｡ また､ カムル����山と読む場合もあり､ この場合は白く
輝くことに由来する｡ クムルと呼ぶ場合も白いという色から来る説と､ この山の近く
に多く生息する鳥の種類 (�����＝キジバト)に由来するという説が紹介されている(��)｡
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表：ナイルの源流と流域に関する引用の典拠

著 者 名 書 名 史 料���������������(���������) �������������������� �����������������(�������������) ������������� ��������������������(�����������������) ����������������� �������������������(���������) �������������� ������������������������������������������(���������) �������������������������������� ��������������������������������(����������) ����������� ��������������������(����������) �������������� ���������������������(����������) ��������������������������������� �����������������������(����������) ����������������������������������� ����������������������������(����������) ������������������������� �����������������������(����������) ������������������� ��������������������������������(����������) ������������� �������������������������������������(����������) �������������� ��������������������������(����������) �������������� �����������������������������������(����������) ������������� ���������������������(����������) �������������� ������������
(�������������������(��������)) ������������������������������������� �������������������������������(����������) ������������� ����������������������(����������) ���������������� �������������������������������������������������(���������) ���������������������������� ��������������������������������������については､ マハッリーの著述部分には典拠が示されてい
ないため､ スユーティーの部分のみで引用を行っているものを示す｡
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以上の表はそれぞれの作品が直接引用しているとみられる典拠を示したが､ 今回取
り上げた�点の ｢ナイル地理書｣ において共通に見られる引用の典拠としては､ マス
ウーディー､ イブン・ズーラーク､ カズウィーニーら古典的なファダーイル､ 地理書
からであった｡ 特にマスウーディーからの引用は最も多く見られ､ 一つの引用の定型
をなしていたとみられる｡ 一方､ バドゥルッディーン・アル�ブルキーニー､ スユー
ティーにはマムルーク朝時代に入ってからの史料を引用している点は特殊である｡ ま
た､ スユーティーの場合､ ����においても多くのマクリーズィーからの引用が見ら
れ､ 同様の傾向がみられる｡� ナイル川の長さと流域
ナイルの長さ､ 流域の区分けについては､ 作品ごとに若干の異同が見られる
｢����ファルサフ������(�ファルサフ＝������)､ 流域荒廃地�������を�か月､
スーダンを�か月､ エジプト�������������を�か月流れる｡ (イブン・ズーラー
ク) �����と���マイル (�������������)｡ �����マイル (�����������������)｡ イブ
ン・ズーラーク曰く､ エジプト�か月､ ドゥンクラ�������(��)を�か月､ 荒廃地
域を�か月流れる｡｣ [����������������‒��]
｢荒廃地を �か月､ ヌビア地域を �か月､ イスラーム地域を �か月流れる｡｣
[�����������]
｢荒廃地域を�か月､ ヌビア地域を�か月､ イスラーム地域を�か月流れる｡｣
[������������������������������]

以上のように流域の長さには差があるものの､ ナイルの源流からヌビアまでは荒廃
地､ ヌビア地域 (ドゥンクラ)､ アスワン以南から地中海までの地域をイスラームの
地域�������������として�つに分けている点では同様である｡ また､ ナイル源流か
らヌビア地域までを第�地域����������������､ アスワンからアスユート周辺までを
第�地域����������������､ アスユート以南から地中海河口までを第�地域������������������とナイル流域を分けていた｡ このように､ アスワンから地中海までの地域をイ
スラーム地域として､ エジプトの領域と考え､ アスワン以南をイスラームの圏外とす
る見方が一般的であったようである｡� コプト暦
太陽暦に基づくコプト暦は､ ナイル川の増減水と深く結び付いており､ 農業を行う
ための時の指標として用いられてきた(��)｡ ｢ナイル地理書｣ にはコプト暦について触
れられた箇所がいくつあり､ とくにナイル川の増水時期がコプト暦でいつに当たるか
については必ず記載がある(��)｡ ������では���������������������の�か月が増水
期としている(��)｡
ブルキーニーの����������������には他の ｢ナイル地理書｣ とは異なり､ 同じ太陽

暦の暦であるシリア暦との月の対象が記されている｡ また､ エジプトの季節は�節に
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分けられており､ それぞれ �月ごとに白い真珠 (����､ �����､ ���)､ 黒いムスク
(����､ �����､ �����)､ 緑のエメラルド (����､ ������､ �������)､ 赤いルビー
(�������､ �������､ ������) といった色によって季節をあらわしている(��)｡� ナイルの満水と水利施設の管理維持
ナイルの満水時の水位はそのまま農業生産高の多寡を決定する重要事項であった｡
増水が足りない場合は､ 小麦などの穀物価格の高騰に結び付いたため､ マムルーク朝
時代には､ ローダ島で増水時に毎日測量されるナイルの水位はスルターン以下､ 政府
の高官にのみ知らされる最高機密事項であった(��)｡ ナイルの満水時の水位は､ ��ジラーゥ�����(�ジラーゥ≒��㎝) 以下の低位�������������､ ��‒��ジラーゥの中位��������������､ ��ジラーゥ以上の高位����������の�段階に分けられていた(��)｡ このナイルの満
水の水位について������では次のように伝えている：
｢��ジラーゥに水位が達すれば､ エジプト全土において耕作される土地は､ �千
万フェッダーンである｡ [中略] もし､ ついには��もしくは��ジラーゥ､ ��ジラーゥ
の途中で止まってしまった場合には､ 増水祈願を行う�������｡｣(��)

また､ ナイル灌漑の水利施設は､ 毎年の維持管理が必須とされたが､ それに費やさ
れた費用についての具体的な記録はない｡ このことについて ｢ナイル地理書｣ では､
預言者ムーサーの時代の慣習としてエジプトの王 (ファラオ) はハラージュ (地租)
を次のように分配することとされている｡
｢�分の �を王と一族に､ �分の �を大臣､ 官僚､ 兵士に､ �分の �を貯えに��������に､ そして､ 残りの�分の�を運河������､ 灌漑土手����､ 灌漑水路����
の管理維持に｣(��)

このように水利施設の維持管理にハラージュの�分の�が費やされたことはイブン・
アブドゥル・ハカムもイスラーム時代以前の慣習として伝えているが､ マクリーズィー
は､ �分の�以外にハラージュの�分の�が費やされたとする伝承も伝えている(��)｡
まとめにかえて

マムルーク朝時代に編まれた ｢ナイル地理書｣ はそれまでの古典的なファダーイル､
地理書などを引用し､ 章の構成には異動があるが､ 一定の形式が存在することがうか
がえた｡ また､ ��世紀末以降の ｢ナイル地理書｣ には､ 同時代であるマムルーク朝期
の史料の引用が見られ､ 直接古典から引用するのではなく､ すでにまとめられたもの
から孫引きすることもあったと考えられる｡
今回取り上げた作品の著者はすべてシャーフィイー派に所属していたが､ それぞれ
に師弟関係や､ 兄弟弟子の関係にあることがうかがえた｡ コーラン､ ハディースのほ
か古典的な地理書などからの引用を多用する ｢ナイル地理書｣ やファダーイルの書は､
伝承学的なかたちで知識人の間に共有されていたことがうかがえる｡ また､ エジプト
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の地理情報やナイルの満水､ コプト暦における季節など､ エジプト固有の実務的な情
報を盛り込んでいる点で当時のエジプトの知識人階層が行政面での実態的な知識も併
せ持っていたことがうかがえた｡
以上の ｢ナイル地理書｣ について､ 今回は史料上の特徴について紹介するにとどまっ
たが､ マムルーク朝時代の年代記､ 地誌､ 人名録などの他の史料とあわせて同時代の
ナイル治水やエジプトの地方観については､ 稿を改めて検討を加えていくつもりであ
る｡

＜史料＞

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

・����������������������������������������������������������(�������������)������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒��������������������������������(������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)�������������������������������������������������������������‒‒�����������������������������������������������������������������(����������)�����������������������������(���)�����������������������������������������������������(��������)��������������������������������(�����) ��������������������������������������������������(���)�������������������������������������������������������������(����������)������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������(����������)��������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)��������������������������������������������������(���)������������������������������������������������������������������������������������������(���) ����������������������������������������������������������(�����������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������������������)�����������������������������(����������)�����������������������������������������������������������������(����)�����������‒����������������������������������������������������������‒������������(���)�����������‒����������������������������(�������������)�������������������������������������������������������������������������������(����������)���������������������������������������(���)������������������������(�����������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������・�����(����������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)���������������������������������������������������������������������������������������������(����������������������(���)�������������������������������������‒����)�����������������������������������������������‒������������(���)������‒��������������������(���)�����������‒�������������������������������������������������(���)������������������������������������(���������)���������������������������������������������������������������������������������������������‒����������������������������(����������)��������������������������������������������������(���)������������������������������������������������������������������������(����������) �����������������������������������������������������‒�������������������������������������(����������)���������������������‒�������������������������������������������������������������‒�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)�������������������������������������������������������������������������‒�����������������������������������������������(����������)����������������������������������
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注

(�) �代表的なものとして､ ���������(���������)������������������������������������������������(���������)���������������������������(���������)��������������������������������������������(���������)���������������������などがあげられる｡
(�) ���������������[����������]����������・����������‒���������‒�����
(�) �����������������������(��������)���������������������������������������(���)�������������������������
(�) ��������������������������(���������)����������������������������������������������������������������������������
(�) ���������������[�����������]�
(�) 清水宏祐 ｢十字軍とモンゴル―イスラーム世界における世界史象の変化｣ 『世界史とは何か―

多元的世界の接触の転記』 歴史学研究会編､ 東京大学出版会､ ����､ ��‒��頁�大稔哲也 ｢参詣

の書と死者の町からみたコプトとムスリム｣ 『史淵』 ���(����)､ ��頁｡
(�) ���������������������������������������������������������������������������������������������‒���
(�) ��������‒����
(�) 各写本の現状に基づき各頁に番号が振られているものはページ数 (��)､ フォリオごとに番号
が振られているものはフォリオ数 (����) で引用箇所を示す｡

(��) ���������
・
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(��) ���������

・
������������

(��) ���������������������������������������������������������������������������������(�������)������������������������(�������)�����������������
(��) ���������������������(�������)�
(��) ��������������������
(��) �������������������������������������������������������������������������������������������������
(��) �����������������������(�������)������������������������������������������(������)�����������������������(�������)������������������������
(��) ������������写本����には文中にフランス語で書写年代について説明が付されている｡
(��) �����������������������������
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(��) ������������������
(��) �������によればこの作品は���������������������(����������)の作品としている｡(�����������������������������������)
(��) �����������������������‒���(�������)����������������������������(�������)�
(��) ���������������������������������������������������(�������������������������������������)
(��) その他､ アラブ連盟写本研究所������������������������������に�����������������������
(��������)����(�������) の二点のマイクロフィルムが納められている｡ いずれもアル�ヒジャー
ジーの作で､ �����������������������は著者の時代に書写されたものであると考えられてい
る｡

(��) ����������������������������������‒����
(��) �������������������[����������]�
(��) ������������������������������������������(����������)����(����) 年に����������の
ムフティーに任命｡ ���(����) 年にダマスカスのシャーフィイー派の大カーディーに任命｡ �������������������������������������������������������������������������(�������)�����������������������(�������)������������������������������������������(������)�����������������������

(��) �������������：マムルーク朝のウラマーの就く宗教職において大カーディー�����������に次
ぐ第�位の職 (�������������)｡

(��) マドラサ・ブルキーニー (��������������������)：このマドラサは現在､ ブルキーニー・モス
ク (���������������) として知られる｡ ハーキム・モスクに近い､ �������������に隣接する�����������������������に存在する｡ (������������������������������‒�������������������������������������������������������������)

(��) ������������������������������������������������������‒�����������������������������������������
(��) ��������
(��) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(��) �������������������������������‒�����������������������������������
(��) ��������������������(�����) ではマハッリー作として�������������������������������が所蔵
されているが､ �������の写本でありエジプト国立図書館所蔵の写本と同様に単独の作品とは考
えにくい｡ ������������������������

(��) ����������������������������������������‒��(第�, �章)�
(��) �����������������‒���
(��) ������������������‒�����������������(���‒���)では､ ���������������からマイドゥーミー

に至るまでの伝承経路も記されているが､ ������������ではこの部分は省略されている｡ (����������������������������)
(��) �����������������‒���������������������‒���������������������‒��������������������‒����‒���(末尾の図�､ �､ �を参照｡)
(��) ��������������������������������
(��) ���������������������������������������
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(��) または�������｡ ヌビア地域の中心都市で同地を統べる王の居城があった｡ (���������������������‒����)
(��) コプト暦における農業慣行については､ ���������������������‒����
(��) ���������������(�����‒���)では､ ナイルの増水は����月から始まるとしていおり､ �����������������(���) では������月としている｡
(��) ���������������(�����)では����月から増水は始まるとしているが､ �����������������(���)では������月から始まるとしている｡
(��) ������������������
(��) ����������‒����
(��) �����������
(��) �����������
(��) ��������������������������������
(��) �����������������������������マクリーズィーは水利施設に関する具体的支出として､ 毎年
のミクヤースのダクトの清掃には����を要したとしている｡ (�����������)

(本学大学院博士後期課程在籍)
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