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研究成果の概要（和文）：本研究は、前近代ユーラシア諸帝国の形成・運営のメカニズムを、王権を支えた武人
集団・軍事エリートに焦点を当てて解明しようとするものである。対象として、アッバース帝国、テュルク（突
厥）帝国、唐帝国の第一期、ザンギー朝、モンゴル帝国、宋帝国の第二期、ムガル帝国、サファヴィー帝国、大
清帝国の第三期を取り上げ、(1)いずれにおいても軍事エリートと軍事制度が重要な役割を果していたこと、(2)
それらは地理・文化・住民面で境界的な地域に起源することが多いこと、(3)君主や宮廷と密接に関係していた
ことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：In our program, we attempted to carry out a comparative historical research 
on the pre-modern Eurasian empires focusing on their military elites and warrior groups. We made 
nine empires or dynasties as the subject of our research: Islamic Empire of `Abbasid dynasty, Turk 
(Tu-jue) Empire, and Tang Empire in the medieval period; Zengid dynasty and Northern Sung Empire in 
the pre-Mongol period, and Mongol Empire; Mughal Empire, Safavid Empire, and Manchu-Qing Empire in 
the early modern period. We clearly showed that (1) military elites and military organizations of 
foreign origin played an important role for each empire, (2) they generally originated in the 
geographical, cultural, and ethnic border areas, and (3) they closely related to monarchs and their 
courts.

研究分野： 歴史学（東洋史学）
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
前近代ユーラシアの諸帝国において、王権が外来性をもつ軍事集団に支えられていたこと、それらが文化・信
仰・生業が混淆する境界地域に出自し、多様性・複合性を有することの実証的提示は、時代・文化圏によって切
り分けがちであった従来の帝国理解を刷新するものである。さらに、これら広汎な軍事エリート・軍事制度の形
態・機能の解明は、日本中近世史、西欧中近世史などの新動向と対応するインパクトをもっており、世界史的な
比較史につながるものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 本研究課題は、前近代のユーラシア諸地域に割拠した帝国・王朝について、その建設・運営の

担い手となった武人集団・軍事エリートに焦点を当て、広域統治・多民族支配のメカニズムを多

角的に解明しようとするものである。その前提となるのは、近年、イスラーム史・中央ユーラシ

ア史を中心とし、またそれと連動して中国史においても進んでいる、ユーラシア諸地域の帝国に

関する理解の刷新である。すなわち、社会経済史から政治史・制度史への回帰、支配・対立より

は統合・共存の側面への注目、民族・文化の多様性・可塑性の重視、といった潮流であり、その

ような中で、軍事力の担い手となった武人集団と軍事制度についても、中東イスラーム世界のマ

ムルークやイェニチェリ、また千戸制や八旗制といった東方の内陸アジア的軍制などの新しい

研究が展開してきた。しかし、現状はなおイスラーム史や中国史など、特定の時代・地域や文化

圏の範囲内での議論に止まっており、それがユーラシア規模でいかなる特徴をもち、世界史的に

どのような意義をもつのか、といった鳥瞰的視野からの比較検討は、まだ十分とはいえない。 

 このような研究状況に対し、本研究課題の研究代表者・分担者のうち、それぞれ 4名・6名が

メンバーとなって実施したのが科研費基盤(B)「ユーラシア諸帝国における君主と軍事集団の展

開」（平成 24〜26 年度）・基盤(B)「ユーラシア諸帝国の形成と構造的展開──王権と軍事集団の

比較史的研究──」（平成 27〜30 年度）である。これらの共同研究では、8〜10 世紀前後のアッ

バース・テュルク（突厥）・唐と 16〜17 世紀前後のサファヴィー・ムガル・大清の 6帝国を取り

上げ、イスラーム史・中国史、あるいは中世史・近世史といった枠を取り払って、君主と武人の

主従関係と紐帯、それを支える集団意識・エートスについて共同研究を行ない、大きな成果を挙

げることができた。同時に、ユーラシアの帝国といったときに欠かせないモンゴル帝国を加えて

論じる必要が痛感され、そこでモンゴル時代前後の諸国を加えた 3期構成として、より構造的に

検討する態勢としたのが、総合的研究を掲げた本研究である。 

 
 
２．研究の目的 
 人類史において、特定集団の社会的・文化的一体性の護持と、それをも含む多民族・多文化・

多宗教の共存との折り合いは、重要な課題であり続けてきた。およそ1990年代以来、この課題へ

の関心の高まりの中で、歴史学においても、中核勢力が求心力を発揮しつつ、広域・多様な地域・

集団を統合する複合政体である「帝国」が注目されてきた。であれば、近代以前の歴史において

幾多の広域帝国が興亡したユーラシア大陸内陸域こそ、その焦点となるであろう。しかしながら、

対象となる時間・空間の巨大さゆえに、ユーラシア大陸の諸帝国についての個々の実証研究は未

だ充分とはいえず、また、中東イスラーム史や中国史、あるいは中世史・近世史など、文化圏や

時代に分けられたまま議論されることがほとんどであった。このような状態を克服して前近代

の帝国という広域・多民族統治の性格・特質を解明し、それぞれの帝国を世界史に位置づけるた

めには、地域や宗教・文化の枠組みを超えた視点と、共通して適用できる適確な分析視角・着眼

点からの検討が不可欠である。 

 そこで本研究では、ほとんどの帝国において中核部に看取される、国家形成の原動力にして運

営・統治の担い手となった軍事力、すなわち武人集団・軍事エリートの存在に焦点を当て、属性

の多様性とその流入・移転・導入・混淆・選取の諸相とに注目して、実証・比較の両面から追究

することを目指した。それを通して、各帝国の形成・展開の中核部分を構造的に解明するととも

に、ヨーロッパ史・日本史などとの比較研究を可能ならしめるアプローチやモデルを錬成するこ



とを目的とした。 

 
 
３．研究の方法 
 本研究は、専門とする時代・地域を大きく異にする研究者が、各自の実証研究を深めつつ、そ

れを提示しあって比較検討を行なうとともに自らの研究にフィードバックするという循環をめ

ざすものである。とりわけ本研究の特徴は、その比較・循環の範囲が、ユーラシア大陸の東西、

約 1000 年と空間的・時間的に非常に広い範囲にまたがることと、いずれの分野においても史料

環境が飛躍的に向上しており、実証・比較いずれにおいても新たな進展が見込まれることである。

この特徴を活かすべく、定例研究会、ワークショップ・シンポジウム開催、国内外の研究者招聘、

共同海外現地調査を柱に据えた計画を立案してスタートさせた。 

 しかし、研究初年度末に中国から世界に蔓延した新型コロナウイルス感染症禍のために、対面

シンポジウムや海外研究者招聘、共同海外現地調査が中止せざるをえなくなるなど大きな計画

変更を余儀なくされ、期間を 1年延長して実施することになった。だが、研究会・シンポジウム

のオンライン化などによって、変更した計画に沿って活潑な研究活動を展開することができた。 

(1)メンバーが個別に実証研究を展開するとともに定例研究会を通してその共有・討論を行なう

ことが基本であり、第 2 年次以降はオンライン開催に切り替えることで、むしろ高頻度に研究

会・研究打合せを展開した。その代り当初想定していた外部報告者の招聘は見合せることとした

が、第 4年次に実施したオンライン公開ワークショップでコメンテーターを務めた鈴木直志（ド

イツ近世史）、三田昌彦（インド中世史）、山内晋次（日本古代史）の諸氏から別途研究報告をい

ただき、比較史研究も展開することができた。 

(2)本研究グループ自体が比較研究であると同時に、それ以外の諸分野との比較研究を重視して

おり、後述するように、初年度にメトロポリタン史学会と共催の公開シンポジウム「世界史の中

の武人──越境と帝国秩序──」、第 4 年次にオンライン連続ワークショップ「武人たちのユー

ラシア──越境・征服・統合──」、期間延長した最終年度にオンライン公開シンポジウム「武

人×帝国×ユーラシア──統合と包摂のダイナミズム──」を開催し、研究交流と成果発信に努

めた。 

 他方、対象とする地域・時代・文化圏を異にする専門家が共同で現地調査することの意義を重

視して、第 2・3年次にコーカサス（グルジアなど）、中央アジア（ウズベキスタンなど）の共同

海外現地調査を計画していたが、コロナ禍のために最終的に断念せざるをえなかった。また、個

別の海外調査もほとんどの期間不可能となった。しかし、史料の出版や電子化の進展、これまで

の各人の史料蒐集活動により、個別研究の進行にはいささかも停滞はなく、上記シンポジウム・

ワークショップ等での研究発表や個別論文等の形で成果を発信できた。 

 
 
４．研究成果 

 本研究では、前近代のユーラシア諸地域に興亡した帝国を対象として、その国家建設の原動力

にして運営・統治の担い手ともなった武人集団・軍事エリートに焦点を当て、その存在形態や軍

事制度の特質、また武人およびその制度・慣行の移転・伝播・導入・混淆・排除といった移動の

諸相について、7〜9 世紀、11〜13 世紀、16〜17 世紀の三期にわたって比較史的検討を行なった。

これを通して、部族や信仰など結集核を有する武人集団が、ユーラシアの乾燥帯諸地域の広域帝

国において、移動・越境して軍事・統治に起用され、重要な役割を果していたこと、その一方で

故地との連絡や近しい集団との紐帯を維持し続けていたこと、このような武人集団は君主の家

門・宮廷と密接に関係し、家政・国政両面を支えていたことなどが明らかとなった。 



 これらの成果をもとに一般化して特徴をまとめると、次のようになる。 

◎軍事集団およびその国家・地域の特徴 

第一期 アッバース 

・時期・来源ごとに違う 

・世代交代ごとに新編・

変動 

・出自・出身地は多様

で、それぞれごとに異

なる軍事力 

・軍事集団間で競合・対

立 

・文官・定住民出身者と

は提携、定住社会とは

緊張関係 

テュルク（突厥） 

・もっぱら遊牧部族軍、

違いは部族程度 

・王族と非王族人材。後

者をタルカンとして広

汎に起用 

・ソグド集団を編入 

・ソグド人の活用。定住

社会出身者全般の活用

は後考 

唐 

・府兵は軍の半面でしか

なく、行軍は有事動員 

・常駐の実戦軍は軍鎮体

制下の羈縻州の部族軍 

・部族単位で流入・編成 

・世襲制で組織ごと再生

産 

・ソグドなど他来源を混

成 

第二期 セルジュク〜ザンギー朝 

・属人的・重層的な主

従・忠誠関係の集積 

・複数の来源 

・登用の差異による対

立。出自の差異は対立

点でない 

・軍事集団間で競合・対

立 

・文官とは提携 

モンゴル 

・王族・ノヤンが中核集

団 

・ケシク制の求心構造：

人材登用、紐帯形成、

側近政治 

・多様な来源 

・世襲(的任用)による再

生産 

・文官・定住民出身者に

も同様の包摂・登用法

を適用 

宋 

・初期は縁故・個人的紐

帯で軍事力を形成・包

摂 

・禁軍は中央がシャダ

系、地方は蕃兵など内

実は多文化的 

・将・兵とも非世襲原則 

・文武官の区別と文官の

優位 

・巨額の人件費 

第三期  サファヴィー 

・社会構成は多様で流動

化も進むが軍事集団は

ソリッド 

・キジルバーシュとゴラ

ーム、必ずしも移行で

はない 

・世襲原則と家職的任用 

・集団・個人間の競合・

対立 

・宮廷組織と密接に関係 

ムガル 

・血統・権力(叙任権な

ど)における王家の至

尊性・優越 

・多様な来源と統一的制

度 

・官位世襲や教育制度に

基づかない＝流動性 

・個人資格での出仕・黜

陟 

・宮廷組織と密接に関係 

大清（マンジュ） 

・複合的な軍事力とマン

ジュ的な八旗の求心力 

・多様な来源とマンジュ

優位 

・皇帝・中央政府の強い

統制力 

・将・兵の世襲原則と再

生産 

・文官との提携、組織へ

の浸透 

・宮廷組織と密接に関係 

＊ ＝イスラーム王朝の拡大； ＝テュルク系王朝の展開； ＝モンゴルとその継承国家 

(1)具体的には、①第一期においては、中央アジア出自のトルコ系・ソグド系の武人や軍事集団

がユーラシアの東西に進出し、政治・軍事の動向に大きな影響を与えていた。西アジアのアッバ



ース帝国では、流入してきたトルコ系・ソグド系武人が登用されて政治・軍事を左右するように

なっていき、東方では、唐に服属したトルコ系遊牧集団が、在来の部族的統治形態を維持したま

ま軍事力として編成されて、唐の実戦軍の主力をなしていた。これらトルコ系武人や軍事集団の

系譜・移動は、テュルク（突厥）帝国の部族構成の解明の進展によって、より跡づけられるよう

になり、ユーラシアの東西にわたるトルコ系軍事勢力の拡散と活動の実相が明らかとなった。ま

た、学界で注目されているソグド人の商業以外の側面についても、東西双方において、ソグド系

武人の活動から具体像を提示することができた。 

②第二期については、前モンゴル時代における東の北宋と西のザンギー朝の軍事・武人の具体像

を検討することで、中国やアラブの枠組みだけでは捉えきれない複合性とその具体的内実にせ

まることができた。また、それらの先行王権の後に登場したモンゴル帝国が多元的なハイブリッ

ド国家であることは近年共通認識になっているが、大元時代の軍隊の研究を通して、越境のさま

とその統御の具体像が明らかになった。 

③第三期の諸帝国は、ポスト=モンゴル期を経て大型化・安定化しており、強力な王権の下で、

有力武人や軍事集団が広域にわたって移動・起用されていた。サファヴィー帝国では、西北のコ

ーカサス出身のゴラーム軍人が、出身地との紐帯を維持しつつ、王権に直結して地方統治に起用

されるなど、地域・信仰・文化的境界を跨ぎつつ双方向的に活動していた。中央アジアからイン

ドを征服したムガル帝国、マンチュリアから中国を征服した大清帝国は、もとより混成的・外来

的な軍事集団による王権であるが、その外来性・複合性を核として王権・軍事力の求心性を維持

し、広域・多様な帝国の統治に当った。それゆえ、王権・宮廷と武人・軍事集団は密接な関係に

あり、宮廷儀礼や位階制度を通して求心力の維持が図られていた。 

(2)研究成果の総括・発信のためにワークショップ・シンポジウムを開催し、成果発信とともに

他分野との交流・協働を展開した。まず、初年度にキックオフイベントとしてメトロポリタン史

学会（東京都立大学）と共催の公開シンポジウム「世界史の中の武人──越境と帝国秩序──」

を開催し、日本中世史、ドイツ近世史などを交えた報告・討論を行なった。その後は、上記のよ

うにコロナ禍の出来のため、予定していた海外招聘による国際シンポジウムなどは見直しを余

儀なくされたが、当初計画を修正・期間延長の上で、第 4年次にオンライン公開ワークショップ

「武人たちのユーラシア──越境・征服・統合──」（全 3回、第１回「帝国を統べる武人たち」、

第 2 回「“武”の多様性──動乱と征服の時代」、第 3回「｢テュルク／ソグド・インパクト｣の

東西」）を開催。その反響をふまえて、最終年度（延長年度）にオンライン公開シンポジウム「武

人×帝国×ユーラシア──統合と包摂のダイナミズム──」を開催し、日本史・西洋史、高校教

員など幅広い分野の参加者を得て、成果の発信と諸分野との交流という目的を果すことができ

た。 
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五代十国：乱世の向こうの「治」（「定難軍節度使から西夏へ：唐宋変革期のタングート」執筆, pp.257-
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シスの民」執筆, pp.307-362）
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元朝の歴史（舩田善之「元代「四階級制」説のその後：「モンゴル人第一主義」と色目人をめぐって」19-
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都市からひもとく西アジア（柳谷あゆみ「「二つの春の母」モスルの十二・十三世紀：ザンギー朝下の建
設と破壊」32-47分担執筆）
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東アジアの王権と秩序（杉山清彦「大清帝国の王権と君主位：マンジュ王権としての一試論」571-585分担
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歴史の転換期6　1571年　銀の大流通と国家統合（「ムガル帝国の形成と帝都ファトゥフプルの時代」128-
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