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　　　　エ ジプ トの 天 び ん に お け る

　　　　　　　　　　　　　　　　平衡状態 の 決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ ッ トー シ ュ ピ イ ク ラ

ー＊　1 〕

一

　古代 エ ジプ トの すべ て の 死 者の書 ＊2 ｝に は
， 死者

の 心 臓＊ 3 ）を計量す る天びんが，平衡状態 で 示され

て い る 。 古代 フ ァ ラ オ ＊
4）

の 王 国 の 人民 ほ ど，天び

ん と関係 の あ っ た古代人は い な い 。 ナ イ ル 河は大

き な天 び ん の さ お に
， 上 エ ジ プ ト と下 エ ジ プ ト は

皿 に みた て られて い た 。 こ の 古代国民はた い へ ん

強い 来世信仰を もっ て お り， 地 一ヒの 生活 は単 に み

じか い 夢で あり，そ れ に 対 して 来 世 で の 長 い 生活

は，生活を十分に 充 して くれる もの と信 じて い た 。

現 世の 財産 はすべ て
， 別 の 世界の生活を で き るだ

け良 くす るた め に 向け られて い た の で ある 。 来世

で は，個 々 の 人 間 は神聖 な フ ァ ラ オ と
一
体とな っ

て ，オ シ リス
＊ 5〕の 王国で は神聖 な王侯 の あっ か い

を受ける こ とに な っ て い た 。

　初期 の ヒ ッ タ イ ト王国で ，考古学者 が 1万年前

の もの とみ て い る石で 作 っ た分銅が発掘 され た が ，

天びん は消滅 して い る。エ ジプ トの 最古の 天 びん

の画は，死者 の 書に よ っ て 元の まま保存 されて お

り
，

したが っ て 最古の 天びん は フ ァ ラ オ の 王国が

起源で ある と い う誤 ま っ た考え が有力とな っ て い

る
1ン

。 最古 の 画は紀元前 2，060 年 ごろ の 時代 と さ

れな けれ ばな らな い
。 まず ヒ ク ソ ス

＊ 6〕の 時代（11

〜12王 朝時代で ．紀元 前 2，060 〜 1
，
580 年 に相当

する） に ，死後審判の 思想 ＊ 7）がお こ り，現世 の 王

侯たち もこれに 服従 した の で あ る 。 紀元前 1，580

年ご ろ か ら，
オ シ リス が 来世 の 裁判で 重要 な 地位

を占め
， 死者の 国の 支配者に な っ た の で あ る 。 こ

の 時代 か ら最初の い わ ゆ る 死者 の 書 がお こ っ て い

る 。冥界の 神の そ ば に は，判決 の 際 に 42人 の 裁判

官＊8）

（デ
ー

モ ン ）が立 っ て い る 。 彼 らは た とえ ば

吸血 者，骨を くだ く者や 内臓を食 う者な どで ，各

裁判官は独 自の罪状を決定する こ とに な っ て い た

Z）。他の 宗教で 知 られ て い るよ うな罪の 観念は知

られ て い なか っ た し，良 い お こ な い か悪 い お こ な

い か だ けを区別 した
。

　取引に使わ れ る天 びん の 分銅 は動物の 形を して

い た 。 偽の 分銅を供給 した者 は ， 同時に 動物の 形

で 表わ され た神に対 して 不正を働 い た こ とに な っ

た。そ の ため単位をごまか すこ とに 対 して 警告的

な意味を もっ て い た 。 死者の 書 に は，死者が生前

に 目方をごまか さな か っ た こ と，天 びん の 分銅を

置き違え な か っ た こ とが，い つ も誓われ て い た。

エ ジプ トの死後審判は，真実を見 出すた め に天 び

ん を使用 したの で ある 。 「正義の 天 びん は，われ

われ の 心の 中を探す もの で ある 。 」

　死者 は ， そ の 心臓を計量 して もらうた め
， 裁判

官 の 前に 出頭 しな ければ な らなか っ た 。 死者 は裁

判官 の前で 誰の 助 けもな しに 告白させ られ るた め
，

死者 の書を もっ て 来世 へ 旅立 た され た の であ る。

古代 エ ジプ トの 信仰で は ，
これ らの神 々 の 前で 計

量 す る こ とが ， 来世 の 裁判の 頂点に な っ て い た 。

天 びん の 皿 の 一方に は死者 の心臓 を の せ，他方 の

皿 に は 正義 の 女神 ，
マ

ー ト＊ 9 ）を象徴す る 白 い 羽

が の せ て あ る。彼女 自身 は計量 に は加 わ らず，他

の 神 々 と同 じよ うに，永世の 標識で ある柄の つ い

た十字架 を も っ て い る。

　
“

根 の 国
”

で は ， 死者 は つ ぎの こ とを告白 しな

けれ ばな らなか っ た ＊ 10 》。

　 「われ今，冥界 に備え つ けられた る真理 の 計量

　 器 ， 天びん の 前 に 至 れ り。 」

　 「真実な る正 義 の 女神 の 臨席 の 下 ， われ が な せ

　 しすべ て の こ とを陳述 せん とす 。 」

　 「われ 穀物 の 枡を水増 しせ し こ と も減せ しこ と

　 もな し。 」

　 「われ 土地面積を ごまかせ しこ とな し。」

　　「われ携帯用天びん の 分銅 を大 き くせ しこ とな

　 し。 ．1

　　「われ天びん の 垂球を下 にず らせ しこ とな し。」
3 ）

　 ど の 死者 の 書に も， 「死者は分銅 を ごまか さなか

っ た し，天びん の さおを下 に押 さなか っ た」 と記
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録 して い る
4）

。
こ れ らの 訴え は 公正に 聞か れ ；

一…

彼の生前の お こ な い は大きな天 びん の 上 で 正 しい

と認 め られ，彼 の 罪業 はま っ た く発見 されな か っ

た
5 ）

。

　　「われは今 ， 真実と正義の 国に至 りて ，生ける

　 神性 として 冠 を得た り 。

……わ が 魂は 前に 進み

　 て，汝 に語 らん 。 　
“

わが ため に は か りし裁きの

　天 びんが正 しきが故に
． 汝 も亦 ， 神聖な り 。 わ

　 れ は そ の 背 4 エ レ （エ ジプ ト　 エ レ ； 52．5　cm ）

の 鷹の ご と く空を飛ば ん。
”15）

　死後審判の す べ て の 天びん の 画 に は
， 美 しい埋

葬をす る た め の ア ヌ ビ ス
＊ 11）

，計量結 果を記録す

る ト ト＊エ2）
， 計量 を監督す る ホ ル ス ＊三 3）の よ うな大

い な る神 々 がえ がかれて い る 。 ホ ル ス は天びん の

唾 球
”

に手 をかけて い る画が大部分で あるが ，他

の 構図 もある。死者の 書の 中で ，人々 は良 い 行 い

と悪 い 行 い が半分つ つ あ る こ とを示 した い と思 っ

て い た。

　死者 の書を作 る書記 や 画家は庶民階級に属 して

い た。しか し一般 の死者に 来世 へ の 途中で
，

無実

の 立証 が与え られ る こ とを考え る こ とも許 されな

か っ た 。 そ れ は こ の よ うな
“

ぜ い た く
”

が で きた

一族 の 死者だ けに限 られ て い た か らで あ る。農民

は 自分 に 死 亡証 明書を書 い て もらう金 もなか っ た 。

農民 は神官が 何枚か の 貨幣 と引換 え で 作 っ て くれ

た小さな紙片を もっ て い たが，そ の 家族 は多分文

盲だ っ た の で ，何 が書い て あ る か読む こ と もで き

なか っ た 。 死者の 書を作 っ た書記や画家 はた い へ

ん上手で はあ っ た が
， 技術者で は な か っ た

。 彼 ら

はお そ ら くそ の 生 活 の 中で は天 び ん で 物を計量 し

た こ ともなか っ た と思われ ， えが かれた物の 技術

的意味 もわか らな か っ た。彼 らは くり返 し複写 さ

れた手本を基に して 仕事を した の で あ る 。

　エ ジ プ トの死後審判の 図 の どれ を見 て も
， 指針

の 意味を説明 した もの はな い と い われ て い る 。
エ

ジ プ ト人は 両方の 皿 に 同 じ荷重 がか か っ た場合を

判定する の に，い つ 平 衡 に 達 したか を ど うして 知

っ た の で あ ろ うか
。 円錐形 の 天びん の さお は

，

一

匹の 猿が 坐 っ て い る支柱に ，ひ もまたは環で 固定

され て お り， 猿は 正 し い 質量を監 視す る役割を も

っ て い た 。 時 に は マ ー トの 象徴 で あ る羽毛 も見 出

され る こ とが ある 。 天 びん に垂球だけつ いて い る場

合に は
， 平衡を読み と る こ とは で きなか っ た 。 し

た が っ て エ ジプ ト人は平衡を決 め る方法を探 した

に ちが い な い と思 わ れ る
。 地上 の 通常 の 重力界で

は， 9．

＝ 9．80665m ／s2 の 自由落 下 の 標準加速

度が働 き，質量 ユkgの 物体に ユm ／ s2 の 加 速度

を与え る力が 1 ニ ユ ー ト ン （N ） で あ る こ とな ど
，

エ ジ プ ト人は夢に も知 らなか っ た 。 しか し，質量

が等 しけれ ば・一方 の 皿 の 中 の 物体 と他方 の 皿 の 中

の分銅が釣合 う こ とを正確 に知 っ て い た 。 そ して

金，銀， エ レ ク ト ロ ン ＊ 14 ）

， 銅 な ど の 年貢は正確

に計量されて い た 。 神殿の 薬事係の 神官は，ひ じ

ょ う に小 さな単位， 1／128qt ・− O．0472396 ）
まで

計量する こ とが で きた 。 F．　Hultsch は薬用の 単位

と して 12，1289 に 相当す るKet （ケ ー ト）または

Kete（キ ー
テ ） と い う単位 を示 して い る 。 　 （図 1

〜 3 ） こ れ は古代の Mlne（ミ
ー

ネ） の 1 ／90であ

る 。 （Kahum か らの 発掘物 ，
4941 ；Memphis か ら

の 発 掘物， 4495 ）
7 ）

　 しか し平衡状態は どの よ うに して決定 され た の

で あ ろ うか 。 天 び ん の さお は，大 きな 天 びん の 場

合は黄銅 の 環に か け られ ， 最 も小 さな天びん （薬

撚穿 4

en

図 1　 質景単位 の 象形文字

　　　Kj ・t（ケー トまたはキー
テ）

ハ 《＜＜＜＜＜＜

図 2　 質量単位 の 象形文字

　　　dbn （デ ーベ ン ）
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磯
　・驫

…

巽

図 3　 エ ジプ トの 石の 分銅

　　　 （左は 4
， 右は 5 ケ ー ト）

　　　Wtirttembergisches　Landsrnuseum
，

　　　Stuttgart所蔵 ）

用 と金用）は摩擦を小 さ くするため に糸で 吊され

て い た 。 さおの 中央には垂球がひ もで 固定 され て い

た 。 ひ もや 糸は さお の 中央 か ら左 右に 等 しい 距離

に取 つ け られ，左右 の 荷重 が等 しい ときに ひ もを

張 るよ うに する 。 中央に も 1本の ひ もを取 りつ け，
3 本の ひ もが 同時に 張 るよ うに して 垂球をそ の 先に

固定 して い る。天びん の さお の
一

方に荷重が か け

られ る と，天びん は傾 き，ひ もの 一
つ は ゆ る くな

る 。 他方の 皿 に荷 重をか けた場合 も同様 に な る 。

図 4 平衡状態 の決定法の研究をした K ．M ．　Feldh−

aus も，天 び ん の さおが 1 つ の 環 に か か っ て い る

と して い る 。 すなわ ち 「ほ とん どすべ て の 画 の 中

に は
， 天び ん の さお の 下で 人が 1 点で会 して い る

3本の 線をみて い る 。 それは垂球 を吊 した 3 本 の ひ

もで あ っ た こ とが わか る 。 外側の ひ もが張 っ て い

るとき，天びん は水平にな っ て い る。で は中央 の

ひ もは何の ため にあ る の であろうか 。 さおに は垂球

の つ い た ひ もが 吊されて い る と考え られ る 。 ひ も

の う しろに は 1枚 の 三 角の 板が お い て あ る 。 ひ も

の 先 の 垂球が ，三 角板の 頂点 に あるとき，天び ん は

平衡 にな っ て い る。」 （Franz　 Maria　Feldhaus，
in　 Museum 　 der　 Weltgeschichte

，
　Akademische

Verlagsgesellschaft　 Wildpark − Potsdam
， 1931，

S．110 ）Feldhaus の 考え方 は悪 くはな く， 正 しく

理解 して い る と思われる、 しか した い て い の エ ジ

プ トの 天 びん の 画に は 1本 の ひ も しか書 い て い な

い
。 天 びん に 三 角の 木ま た は金 属板が取付 けられ

た とす れ ば，一度は 画かれた に ちが い な い 。 しか し

し多 くの 死者の 書に は ，
こ の よ うな天び ん の 画を

見出す こ とは で きなか っ た。ホ ル ス も ト トもア ヌ

’
ド衡 し て い る 天 び ん

左 皿 に 荷 重

t

右皿 に 荷 重

図 4　 天 び ん の 平衡指示装置

ビ ス も，
い つ も画か れ て い るよ うに垂球に手を触

れ て い る必要 はなか っ た。

　
一部の 死 者の 書に画か れて い る垂球 は， 3本の

ひ もの あ る平 衡指示装置の
， 間違 っ た ， 皮相な，

また単純化され た表現以 外の 何物で もな か っ た 。

（図 5 〜 7 ） エ ジ プ トの 天 びん の 個々 の 垂球 の表

現 は誤 で あ り，技術的知識 の ま っ た くな か っ た 画

図 5 　純金 の 計量

　　　 （正 し い 垂球 の 図）
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煢
だ謙

髄

醗 聯撫齊欝驫灘 襲
甜

驚騨 辮轟驫
図 6　死者の 書 （正 しい 垂球の 図 ， 上は42

　　　人 の 裁判官）

蠡　
’

聖燈
泊
「真

闘

蟹
図 7　誤 ま っ た垂球 の 図

　　　左か ら河馬の 怪物， 卜 卜，ア ヌ ビ ス ，

　　　ホ ル ス
，

お よ びマ
ー

ト

一

図 8　造幣局 官史に よ る年貢の 計量

家の 投げや りな仕事と して 理解 され る の で ある 。

　さ て ，死者の 書の誓で 天 びん の 垂 球をずらさな か

っ た こ とは ， 2本の 外側の ひ もの い ずれ も短 か く

しなか っ た と本当 に 理 解で き る の で あ る
。

　 「わ れ天び ん の 垂球を下に ず らせ しこ とな し」

　　　　　　1978 年 12月 2 日，Ludwichsburg にて

　付　記

　こ の 原稿を書き終 っ た後に，H．Jenemann氏 ＊15 ）

は ご親切 に 1枚の 画を みせ て くれ た。 こ の 画で は

1人 の 男が金の 輪を計量 して い る の が画か れ て い

る （図 8）。A。Neuburgerは以 上 の 考え方 と同 じ

62

意見 を，つ ぎの よ うに 書 い て い る 。 1天 びん の さお

の 中央 に あ る 垂球を吊 した 3本の 糸が，すべ て 張

っ て い る とき，天びん は平衡状態に ある。 1本の

糸が ゆ る ん で い れ ば ， 天 び ん は平衡に な っ て い な

い
． 第 18王朝 ，

1550B ．C ．」
8）

　　　　　　　　　　（訳者，志藤初，岩 田重雄）
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　 st 　Lelpzig
，　1919，　S．44

訳 者註

　本論文 は一部 の 専門家 に 対 す る講 演 用 と し て ま とめ

られ た もの で ，多 くの 省略が ある た め 訳者註を付加す

　る 。 　　　　　　　　　　　　　　　 （岩 田 重 雄）
＊ 1 ） Kar］ Heinrich 　 Otto　 Spiegler氏 は 1910 年 に

　　　現 在の 西 ド イ ツ ，Langensa ］za 郡 の Blankenbu −

　　　rg に生 れ た 。 実科高等学校を 卒業 し， 国防軍に 勤

　　　務 した後，Kothen／anhalt の 高等技術学校で 工

　　　学 を修 め た 。 第 2次世界大戦以後 は度量衡検定業

　　　務を行 な っ て い る。計量史に 関する研究は，特 に

　　　ケ ル ト，ロ
ー

マ 時代 か ら18世紀 まで の 占代の はか

　　　り と分銅 の 計量 と古代質量体系の 復元 に 重 点を お

　　　い て い る 。 また 文化 財保 護局 や 南 ドイ ッ の 多 くの

　　 博物館 と の 共同研究を行 な い ，数多 くの 発表を し

　　 て い る。教会， 城，集落遺跡の 建造物 の 寸法，瓦

　　 や 煉瓦の 大きさ を 計量 す る専門家 と して 認 め られ

　　 て い る。国際計量史委員会 で は 通 信委員 と して 活

　　 躍 し，1975年 に ユ
ー

ゴ ス ラ ビ ア の Sagreb で 開 か

　　 れ た第 1回 国際計量 史会議で は，「ロ
ー

マ は か り

　　 の 計量 法 1を発表 して い る。最近発表 した 主 な 研

　　 究は つ ぎ の とお りで あ る。Otto　Spiegler
，
　 Das
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　　　Masswesen 　 im 　 Stadt− und 　Landkreis　 Heil。

　　　bronn，　Stadtarchiv　Heilbronrl，　1971，　S．87e

　　　Otto　 Spigler，
”Gewichte ”

，　 Forschungen

　　　und 　Berichte 　 der　 Archljologie　 des　 Mittel。

　　　alters 　 in　 Baden− Wtirttemberg
，
　 Band　 I，

　　　Unterregenbach，
　 Verlag 　 M 丗 ler ＆ Graff

，

　　　 1972，S。165 〜166。　 Otto　 Spiegler； Alte

　　　Masse 　 im 　 heutigen　 Kreis　Schw 五bisch　 Ha。

　　　ll
，
　 Wtirttenbergisch　 Franken 　 Jahτbuch，

　　　Band　 61，　 Historischer　 Verein　 ftir　 W 廿rtte −

　　　mbergisch 　Franken，　1977，　S。　58。
＊ 2） 古代 エ ジ プ トの 葬礼文書 の 1 っ で ，死者 が 冥 界 の

　　　審判 で無罪とな る た めの 呪文集で あ る e

＊ 3）肉体 として の 心臓で は な く，心臓 の 形 を した 生前

　　　の 業 と して の 魂。

＊ 4 ）古代 エ ジプ トの 国 王 を さ すギ リシ ャ 語。
＊ 5） エ ジプ ト語の Ousirの ギ リ シ ャ 語化 した もの で ，

　　　最 初 は 植物 の 精の 変身 と して ， 収穫の ときに 死 に ，

　　　穀物 の 胚芽 と共 に 再生する とされ て い た。 後 に 冥

　　　界の 王 と さ れ，全 エ ジプ トで 崇拝 された 。

＊ 6） 外 国 の 首長 の 意で ，
こ の 頃 エ ジプ ト は外国の 侵略

　　　 をうけた 。

＊ 7 ）古 代 オ リエ ン ト，特 に シ ユ メ
ール に 始ま り，エ ジ

　　　 プ トで 生前 の 罪業の 計量 器 と して み られ た 天 びん

　　　 と結合 した 。 そ の 後 こ の 思想 は ゾ ロ ア ス ター教，

　　　 キ リス ト教 ， イ ス ラ ム 教，仏教，道 教 に 入 り，東

　　　 は 日 本か ら西 は ヨ ーロ
ッ

パ まで の ユ
ー

ラ シ ア 大陸

　　　 の 全 域 に広 が っ た 。

＊ 8） エ ジ プ トの 42州を代表した 神 々 で ，死 者が エ ジプ

　　　 トの ど の 州 か ら来 て もよ い よ うに 設 定 され た。
＊ 9 ）天びん の さおが 水平 にな った状態 の 物理 的な 意 味

　　　 か ら，比喩的 に 正義 ， 公平を示す語とな り．v さら

　　　 lck
’
神 に 擬人化 さ れ た 。 直立 ま た は 坐 る 女 と して

　　　 表現 され，頭上 に そ の 名 の 表意文字で あ る 白い 駝

　　　 鳥の 羽根をの せ て い る 。

＊ 10） 死者 の 書 の 第 ユ25章か ら 引用 され た 。

＊
．
11） エ ジプ ト語 の Inpouを ギ リシ ャ 語化 した もの で ，

　　　 冥界 へ 死者を導くヘ ル メ ス と同
一

視 さ れ た 。 ふ さ

　　　 ふ さ した尾 を もつ 黒 い ジ ャ ッ カ ル ，ま た は犬 の 頭

　　　 を の せ た 黒 い 皮膚の 男 と して 表現され て い る 。

＊ 12）下 エ ジプ トの もの とい う意味 の Djehouti の ギ リ

　　　 シ ャ 時代 の 名称 か らとられ ，
こ の 地方 で 崇拝 さ れ

　　　 て い た 。

　　　月 の 神で 暦を司ど っ て い た が ， 後 に 算術を中心 と

　　　す る学問の 神 とな った 。

＊ 13） エ ジ プ ト語 の 空をあ らわす語 と 同意の Hor の ギ リ

　　　 シ ャ語化した もの で 鬮 軋 エ ジプ ト人は空を太陽と月の

　　　 目をもつ 鷹と考えた。

＊ 1の 金と銀 の 合金 。

＊ 15）西 ドイ ッ の Hochheim に住む 1920年 生まれ の 計

　　　量史研究者 。　 臼宅 に 1850 年以後 の 約 300 台 の 精

　　　密天び ん を 所 蔵 して い る。国際計量史委員 会 通 信

　　　 委員。

　 Die 　Bestimmung 　der 　Gleichgewichtslage 　an

　　　　　吾gypt鱈chen 　Balkenwaagen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Otto　Spiegler

Dic　Agyptel　sahen 　a皿es 　als 　Waage 　an ．　De エ Nil　wa エ der

Waagbalken，　Unter − und 　Obe 漁 gypten　galten　als　die

Waagschalen．　 Das　gesamte　Tun 　und 　Streben　des　Volkes，

vom 　hohen 　Beamten 　bis　zum 　armen 　Fellachen 　war 　eine

Vorbereitung　auf 　den　Tod 　um 　so　mit 　dem　gbttlichen
Pharao　 veTbunden 　 zu 　 sein ．　 Um 　 dieses　 zu 　erreichen ，

musste 　 nach 　 dem 　Tode 　das　Herz　vor 　den　hohen 　Gbttern

gewogen ．　 Als　Gegengewicht 　galt　das　Zeichen　del　Maat ，

die　 weisse 　 Feder　 die　 auch 　 die　 Hyeroglyphe 　 ftU　 die

Ge エechtigkeit 　 waL 　OsiriS　 der　Gott　der　 Unterwelt

beobachtet　 den　 Wiegevorgang　 der　 von 　 den　Gbttem

Thot
，
　 Anubis 　 und 　 Horus　 du エchgef賁hrt　 wird 〔Psycho −

stasie ）．　Alle　Abbildungen　diese　immer　im　Gleichgewicht．

Einen　 Zeigeエ，　 wie 　 er　 uns 　heute　bakannt 　 ist，　 wa エ den

Agypteエn 　fremd ，　 und 　doch 　wuxden 　vo エ　allern 　die

Edelmetallwtigungen（T エit）ute ） genau　 ausgefUh エt．　 Wie

die　Gleichgewichts】age 　bestimmt　 wurde 　 g．　oll　nun 　genau

eJklljrt　we エden．
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