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ゲ ル ク パ ・モ ン ゴ ル の 接近 と明朝

乙 　坂 　智　子

は じめ に

　1578 （万 暦 6）年 に お け る ア ル タ ン ； ハ ン と ソ ナ ム

ギ ャ ム ツ ォ （以下，こ の 年次 以 前 を も含め て 3世 ダ ラ イ

ラ マ と呼 称 す る） と の 会見は ，ダ ラ イ ラ マ 号 の 成 立 と と

もに，モ ン ゴ ル ・ゲ ル ク パ の 施主 ・帰依処関係 の 成立 を

もたらした 。 諸先論 に よ っ て，こ の事件に象徴 さ れる ゲ

ル クパ とモ ン ゴ ル と の 接近 は
，

チ ベ ッ ト史 ・モ ン ゴ ル 史

の 重要 な転換点と して位置づ けられて い る 。 その 反面，

当該期 の 前後 を通 し，
一

貫 して チ ベ
ッ ト・モ ン ゴ ル 双方

と交渉を保ち続けた 明朝の 存在 に つ い て は，こ れ まで 議

論 の 主題 とは な っ て い ない 。

　 したが っ て，ゲ ル クパ ・モ ン ゴ ル の 接近 を扱 う先論が

明朝 に言及す る場合，明朝の位置の とらえか たに 大きな

隔た りが 生 じて い る 。

一
方 に お い て は，ゲ ル クパ が モ ン

ゴ ル に接近 した こ と と
， 嘉靖年間 （1522− 1566） に 明朝

とチ ベ ッ トとの 関 係が希薄化 して い る こ ととの 因果関係

を 認め よ うとす る 指摘 〔Wylie：1979： pp ，337
− 338〕 に

見られる よ うに，ゲル クパ とモ ン ゴ ル との 接 近 は ，両者

が明朝 との 関係か ら離脱す る動 きと考 え られ て い る 。 他

方に お い て，ア ル タ ン と明朝 とが親善関係 に 入 っ た こ と

を前提 と して ゲ ル ク パ の モ ン ゴ ル 布教が 開 始 さ れたと推

測 し，明朝 との 良好 な 関係 を維持 しつ つ ゲ ル クパ ・モ ン

ゴ ル の 接近が進行 した とす る 見解 〔佐藤 ： 1986：pp．328
− 341〕も存在す る。

　 も っ ぱ らチ ベ
ッ トとモ ン ゴ ル ニ 者の 動静 と して説明 さ

れ て きた こ の 事件 に お い て，中国 は どの よ うな位置を占

め たの で あろ うか。こ れ は，チ ベ ッ トとモ ン ゴ ル の 二 者

が ，中 国 との 関 係 の 途絶を経 て
，

二 者独 自の 提携 を固め

る動 きで あ っ た の か，あ る い は，中国 の 承認 を織 りこ ん

だ うえ で
，

三 者の 関係 を総 体 と して 新 た に 生 み 出 そ うと

す る もの で あ っ た の か 。 か りに 後者で あ る とす れ ば，こ

の 事件 は，周辺異民族が原則的に み ずからの 臣下 で あ り，

臣下同士 の 横の 関係は存在しない とす る 中国王朝 の 基本

的な体外観念が，こ の 時期 の 明 朝 に お い て 変化 して い る

こ とをも意味する 。 以下，考察を試 み たV  

L ゲル クパ ・
明朝関係の基調

　対 モ ン ゴ ル 接近を図 る ゲ ル クパ の 行動 を明朝か らの 離

脱 と見 る解釈 は，『明実録』「明史』な ど中国側 の 公的史

料 に お い て 「ゲ ル クパ 」 へ の 言 及 が な い ，との 認 識 を前

提 として い る 〔Wylie ； 1979；p，338〕。 しか し，『明実録』

の 精 査 に よ っ て ，北 京在住 の ゲ ル ク パ 僧 の 活動が 確認 さ

れ た 〔佐藤 ； 1986；pp．287
− 320〕 こ とか ら もわ か る よ

うに、ゲ ル クパ と い う集団 を指す名称が 中 国 史料中に現

れ な くと も， それ が その ま まゲ ル ク パ 僧 の 中国 に お ける

足跡の零細 さを意味す るわ けで は ない
。

　た だ し，カル マ パ の 大宝法王や サ キ ャ パ の 大乗法王な

ど と と もに，明朝 か ら拝受 した法 王 号
・王 号 を介在して

の 交渉 とい う観点 で 比較す れ ば，確 か に ゲ ル クパ の 大慈

法王 と明 朝との 関 わ りは 相対的な意味 で 希薄で あ っ た 。

それ は 大慈法王 が ，初代シ ャ
ーキ ャ イ シーの 死後 に襲替

さ れ る こ とな く断絶 し た た め，結果 と して 1434 （宣徳

9 ）年 か ら 1435 （宣徳 10）年 まで の わ ず か 2 年 間 の み

実在 した 〔佐藤 ： 1986： p．203〕 に 過 ぎない こ とに よ る 。

した が っ て，法王 ・王 か らの 朝貢 ，ま た は 法王 ・王 に 対

する明朝からの 遣使
・
賜号

・賞賜 な どの 頻度とい う基準

を用 い れば，当然，ゲル クパ は きわ め て 明朝との 関係が

疎遠で あ っ た と い う結論 に 終 わ る。

　 しか し実際の とこ ろ ゲ ル ク パ は，法王の 朝貢とい う形

態 に よ らずに，明朝へ の 朝貢を継続して い る。とくに，

大慈法王 の 墓処 と して 正 統帝 に よ っ て勅建 され た 河州の

弘化寺が，法王活動を恒常的 に維持す る 役割 を果 た した

〔乙坂 ； 1991：pp．37− 40〕。弘 化寺 を拠点 とす る こ の よ

うな朝貢事例 を も含 め れ ば，ゲ ル クパ に よ る朝貢 は少な

くと も38 例
ω を確認す る こ とが で きる。同 様 に 他 の 二

法王 ・五 王の 勢力 に つ い て も，法 王 ・王 自身か ら の もの

で は な い 朝貢 を含め た 事例数 を採 っ て 比較す る と，ゲル

ク パ の 38例 は，50余 例 の 闡 化 王 ・賛 善 王 勢力 と40 余

例の 大乗法王勢力 に次 ぐ頻度 と な る 。 この ように，ゲ ル
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ク パ の 朝貢活動 が 他の 主 要勢力 と比 較 して と く に頻度 が

低か っ た，とい う事実 は な い 。さ ら に，ゲ ル ク パ に 対 し

て 明朝 か ら の 遣使 や 賜号，そ の 他 の 通達が断続的 に 行な

わ れ た こ とも中国側史料か ら判明 し
CZ）
，法王位断絶に

もか か わ らず両 者 の 交 渉が 持 続 した こ と は疑 い な い 。

　 ゲ ル ク パ 側史料 の お い て も，ツ ォ ン カ バ に 対 して 明朝

の 勅 使 が 流 涕 し つ つ 来駕 を懇請 し た こ と が 見 え る

（Mang 　du　thos　pa
’i　btsun　pa　dge　legs　dpal　bzang　po，

nfe 　 btsun ろla　 ma 　 Tsong　kha　Pa　 chen 　Po　

’
z　 ngo 　 mtshar

rmad 　 du　 byung 　 ba　’i　 rnant 　Par　thar 　Pa　dad 　Pa　
’・i ヲ忽9

ngogs
’
，　fol．43b，11、2− 5＞。結果的 に ツ ォ ン カ バ が 訪明を

辞退 し た にせ よ，明朝 か らの 迎請 そ れ 自体 は，開祖 の 声

望を証す る逸話 と して ，ユ5世紀当時の ゲ ル クパ に と っ て

伝世すべ き事項 で あっ た 。 我 々 の 対象 とす る時期 で は，

『3 世 ダ ラ イ ラ マ 伝』 （Ngag 　dbang 　blo　bzang　 rgya

rntsho ，　 rJe 　btsun　thams 　 cad 　ntkhyen　Pa　bsod　nams 　rgrya

mtsho 　
’
i　 rnam 　thar 　dngos　gnub 　 rgya 　 mtsho

’
i　shing 　rta，

fot．105bl　11，3− 5）， 『4 世 ダ ラ イラ マ 伝』 （Ngag 　dbang

blo　bzang　rgya 　mtshe ，
‘
ゐg 　rten 　dbang 　phptug　thams 　cad

mkhyen 　Pa　yon 　 tan　 rggua 　 mtsho 　dPat　b2ang　Po
’i　rnam

par　thar 　pa　nor 　bu　
’i　ohreng 　bα，　fol．48b，　1．6− fol．49a，

1．2＞の い ずれ もが，ダ ラ イ ラ マ が そ の 逝去 の 年 に 明朝

か らの 迎 請を受 け た とす る 記事 を採録 して い る。こ れ ら

ゲ ル ク パ 側 の 記事 の 存在，とくに，モ ン ゴ ル へ の接近を

象徴す る 2人 の ダ ラ イ ラ マ の 伝記 の 大 団円 に 迎請の
一
条

が置かれる こ と から見て，ゲル クパ の 親 モ ン ゴ ル 的行動

の 背景 に 反明朝的な心理を想定す る こ とは 困難 で あ る と

考 えら れ る 。

2 ．3 世ダライラマ と明朝との 交渉

　明朝 が伝統的 に 蒙蔵難 問 策 を基 本 方 針 と して い た こ と

は，しば し ば指摘 され る とこ ろ で あ る 。 事実，1446 （正

統 ユユ）年 に ，エ セ ン；ハ ンが 「潅頂国師刺麻」 を派遣 し

て こ の 僧侶 へ の 賜号 ・賞賜を求め る と，礼部 に 勅 して そ

れ を
一
蹴 し （『明英宗実録』巻137正統11年正月庚辰条〉，

数 ヵ 月 後，同 じ くオ イ ラ
ートと親 密 な チ ベ

ッ ト僧 が 朝 貢

した 際 に は，兵部 に 命 じて 彼 を内偵者 と して 拘束 した

（「同前』巻144 正統 11年 8 月辛酉条）、

　とこ ろ が，3世 ダ ラ イ ラ マ とア ル タ ン ＝ハ ン との 接近

も前記 の事例 とほ ぼ 同 じ構図 で あ る に もか か わ らず，明

朝の 態度 に は顕著 な 違い が認 め られ る 。 ア ル タ ン は，周

知 の と お り， ゲル ク パ 迎請以前す で に 明朝 に 対 して チ

ベ
ッ ト僧 を派遣す る よう要請 して い る が，こ れ に 対 して

ア ル タ ン 問 題 処 理 の 中 心 人物 で あ っ た宣 大 総 督 の 王 崇古

は，「仏教 は 原 よ り正道に非ざれ ども」としつ つ も，「今，

虜王，韃靼字 の 番経 を請い て以 て 誦習 の 便とせ ん こ と を

乞う。 応 に 査 給 して 天朝
一

統 の 化 を昭 らか に すべ きに 似

た り。」 と
， チ ベ

ッ ト仏教 を介在 させ て の モ ン ゴ ル 懐柔

が，明朝を中心 とす る世界 の
…
体化をもたらすと述べ る

（『明神宗実 録 』 巻 6　隆 慶 6 （1572）年 10月 庚申条）。

　 しかもこ うした 王崇古 の 言論 は，当時 の 官界中枢 の 方

針を背 景 と して い る。内閣 大学士 で あ る 高拱の 文書 に ，

「又，俺答，番経を乞 い 并せ て 番僧 の 講説を討む る に，

鑑川 （＝王崇古）書 し来た りて事を計 る 。 予 の 之 れ に答

えて ヒ」く　「……番僧 は 必 ず や 須 ら く人 を得 て 厚 く之 れ を

遣わすべ し 。 其 れ を して 講説勧化せ し むれ ば
， 必ず や 当

に天 道 に川頁い ，中国を尊び，殺 を戒 め て 善を為すべ し。
……

』」 と見 え （『伏戎記事』），中国の 天 道 を体現 し，モ

ン ゴ ル を中国的規範 に 誘導す る者 と して ，チベ ッ ト僧を

位置づ けて い る 。3 世 ダ ラ イ ラ マ と ア ル タ ン との 会見 に

先立 つ こ と数年，明朝 の 政策決定者 た ち の 間 に は，チ

ベ ッ ト仏 教 は 中華世 界秩序の 編 成 に と っ て 有用 で あ る、

とす る 思潮が すで に 生 まれ て い た こ とに な る
（3）

。

　明朝 の チ ベ
ッ ト仏教 に対する こ うした態度 は，ア ル タ

ン とゲ ル クパ との 接近 とい う状況 に際 して も基本的に 継

続 さ れ た 。 ア ル タ ン が，迎 仏 の た め と称 して 青海へ の 移

動 を 明朝 に告げて きた こ と を伝 え る実録記事は，その 危

険性を訴え る 地方官の 上 奏 に 反 して
， 仏教 の 教化力 を 評

価 し，この たびの ア ル タ ン の 行動 も宗教的動機 の ほ かに

他意 は な い た め便宜を計るべ きで あ る，とす る 中央 の 部

議 が 採択 され た こ と を伝 え る （『明神宗実録』巻60　万

暦 5 （1577）年 3 月甲辰条）。

　 明朝 の 立 場を さ ら に 端的に 示す記録 は ，と きの 主 輔 で

あ っ た 張居 正が ，3世 ダ ラ イラマ か ら の書簡と贈品を受

け取 っ た こ と を報告 した 際 の 上 奏 （「張文忠公 全集亅奏

疏 8　番夷求貢疏） で あ る 。 居 正 は
， 「巡撫甘粛兵部右

侍郎兼都察院右僉都御史侯東莢」が人を派遣して 「烏思

蔵僧 人 番書
一

紙」 を送 り届 け て きた と述べ ，つ い で 「鎖

南 堅 錯 bSod　nams 　rgya 　mtsho 」に よ る虎年 12月 初 頭

（戊寅＝万暦 6　（1578− 1579）年）付 けの 書簡の 中国語
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と

訳文 を載 せ る 。 書簡 は，「我和闡化 王
C4）

」 に よる 先 の 朝

貢 に 賞賜を請 うこ と， 皇帝 と居正 の ために 自分が 日夜念

経 して い る こ と，何点かの 礼物 を居正 に 贈 る こ とを述べ

た あ と，「閣下 の 順 義王 に 早早 に回家すべ く分付す る こ

と有 りて，我 れ も就 ち他に 回去すべ く分付 せ り。 」 との

一
文で 結 ば れ る 。 居 正 は，「鎖南堅錯」が ア ル タ ン の 言

う活仏 で あ る と述 べ
，

こ の 活仏 を迎見す る ため と称 して

い た 近年 の ア ル タ ン 勢力 の 青海進出が，実際 に は オ イ

ラ
ート攻撃 を 目的 と した もの で あ り，明 朝 はそ の 攻 撃 の

失敗 を予見 して，もっ ぱ ら 「乃ち辺臣 に 策を授け，之れ
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を して 宜 し きに 随 い て操縦 し，機に 因 りて勧誘 し，陰か

に内治 を修め，以 て 其 の変を待た しむ 。」 とい う方策 を

採 っ た
，

と 回顧す る。そ して 今 ま さ に ア ル タ ン 勢力 の 軍

事行動 は 頓挫 した た め、「遂 に 言を活仏 に 託 し，教 うる

に善 を作 し殺 を戒むを以て し，其 の 西掠を阻 み，之 れ に

回巣 を勧め しむ 。 ま た 因 りて 西僧 と連合 して 向風慕義 し，

交臂して 貢 を請い ，環 を献 じて 来王せ り。 此れ よ り虜の

款，必ず や 当に ます ます堅か るべ し。辺 患，以 て 永 く息

むべ し。 」と，事態収拾 の経過 を報告す る 。

　 3 世 ダ ラ イ ラ マ か ら張居正 に書簡が 送 られ た事実 そ れ

自体 は
， 「ダ ラ イ の 政治的感覚 の よ さ」〔佐藤 ： 1986 ： p．

339〕 との 評価 とともに，す で に 我 々 の 知 る と こ ろ と

な っ て い る。しか し，この 張 居 正 の 上 奏 は，単 に 3世 ダ

ラ イラ マ から書簡 や礼物が 届け られ た こ とや，チ ベ ッ ト

側 の 行動が 明朝 の 利害 と一
致す る こ との み を伝 え よ う と

す る もの で は ない 。居正が ア ル タ ン に 東帰す る こ と を命

じた か ら こ そ，「我 々 も就ち他 に 回 去せ ん こ とを分 付」

した，とす る 3 世 の 行為が あ っ た の で あ り，さ ら に は，

「活仏」 は 明朝から 「言」を 「託」 され て
，

ア ル タ ン の

軍事行動 を中 iEさせたの で ある，とこ の 上奏 は 語 っ て い

る。つ ま り，モ ン ゴ ル の 東 帰 を促 す 3世 ダ ラ イ ラ マ の 行

動 は 明朝 か らの 要請 を履行 した もの で あ る，と す るの が

張居正 文書 の 文意 に ほ か ならない 。

　 こ の 張居正の 状況説明 は，単に 中国 官僚 の 上奏文 に 常

套的 な，みずか らの 功績に対する 誇大 な表現 に過 ぎな い

とい うわ けで は な い
。 こ の 間の 経緯 を知 る に は

， 張居正

に 3 世ダラ イラマ の 書簡を転送 した 巡撫甘粛兵部右侍郎

兼都察院右僉都御史の 侯東莱 の 事蹟が問題 に なる。1578

（万暦 6）年に侯東莱が 3世 に使者を派遣 して ア ル タ ン

に 東帰 を勧 め る よ う委嘱 した とす る 指摘 〔牙 ： 1984： p．

22〕 が あ る が ，きわ め て 簡略な記述で あ る うえ典拠史料

が 不 明 で あ り
C5｝
，理 解 が 困 難 で あ っ た。し か し，屠隆

の 『自楡集』巻18所収 の 「明故正議大夫兵部右侍郎兼都

察 院 右 僉 都御史侯公 墓 誌銘」 を見 る と，陜 西 の 按 察 司 や

布政司の 職を歴任 したの ち 「都察院右副都御史を拝 し甘

粛 地 方を巡 撫」 す る こ と に な っ た 侯東莱 が ，西 行 した モ

ン ゴ ル を東帰 させ る任務に従事した との 記 載が 存在する。

そ こ に は，「酋，東 せ ず ん ば 西事は未だ 已 まず 。 則 ち鎖

南 堅参
（6）

を以 て 餌 と為す。鎖南 堅参な る 者 は 、烏思蔵

の 法王の 子 に して 酋の 謂 う所 の 仏な り。 酋の 俗 ， 最 も仏

に 敬事す。公，計 を以 て鎖南堅参 に致すに，自ら共 の 意

を以 て 諭す 。 酋，遂 に 東 して 虜 の 謀 は益 ます解 け り。」

と ある 。 ア ル タ ン の 個人名 が 記載 さ れ て い ない が，オ イ

ラ ート攻撃を も くろ む 「套虜」の 援軍 と して 西行 した も

の の，戦 うこ とな く東還 した 「曾」とは，ア ル タ ン そ の

人 で あ ろ う。
つ ま りこ の 記事は，侯東莱が 3世 ダ ラ イ ラ

マ に 明朝側 の 意図 を伝え，そ れ を受けて 3世が ア ル タ ン

に 東帰 を促 した こ と を伝 え る もの で あ る。

　実録 に ， 上 記記録 に相 当す る 記載は な い 。「明神宗実

録』巻57〜72の 紀年 に よ り，当該期 の 侯東莢の 官歴 を追

うと以 下 の よ うに なる 。

・
陜西督撫 （万暦 4 年 12月壬戌 （1576年12月23日）条）

・（甘粛）巡撫 （万暦 5 年 2 月 甲戌 （1577年 3 月 5 日）

　条）
・
兵部右侍郎兼都察院右僉都御史

・
巡撫 ｛万暦 5 年12月

　癸未 （1578年 1月 8 日）条）

・巡撫甘粛都察院右副都御史 （万暦 6 年 2 月庚戌 （1578

　年 4 月 5 日）条）

その 後、1581 年 に致仕す る （『同前』巻 109 万暦 （1581）

年 2 月丁未条）ま で ，東莢 の 官歴 に つ い て の 新 た な情報

は ない 。した が っ て
，

3 世 ダ ラ イラ マ と接触 した 当時の

東莱 の官職名を墓誌銘が 正確 に伝えて い る とす れ ば，両

者の 接触 は，東莱 が 1578年 1 月 か ら1578年 4 月 の 間 に都

察院右副都御史を拝 した の ちの こ と と なる。 他方，万暦

6 年 12月　（1578年 12月28日〜1579年 1 月26日）付 けの 3

世 ダ ラ イ ラ マ の 書 簡 が 侯 東 莢 そ の 人 に よ っ て張 居 正 に届

けら れ，しか もその 内容が 明朝 の 意向 に沿 っ て ア ル タ ン

に 東帰 を勧 め た こ と を言 うもの で あ る 以 上，こ の 書簡 は

侯東莢 に よ る折衝 の の ちに 書 か れ た と見 る の が妥当で あ

る 。 よ っ て，1578年 1月 以 降，1579年 1月 まで の い ずれ

か の 時点で
， 侯東莢 が 3 世 ダ ラ イ ラ マ に 「計」 を 「致 」

し，その 意向を体 して 3 世が ア ル タ ン に 東帰を勧 め た，

と明朝側諸史料は語 っ て い る こ とに な る。

　 ア ル タ ン は ユ579 （万暦 7 ）年に モ ン ゴ ル へ 帰還 した

（r万暦武功録』巻 8　俺答列伝下　万暦 7年7月 条）。 翌

年，ア ル タ ン 帰還 の 論功行賞が 行 なわ れ，そ こ に 挙げ ら

れ た 4 人 の うちの 1 人 として 侯東莱 の 名が 残 る （『明神

宗実録』巻96　万暦 8年 2 月甲戌条）。実録 に おける 侯

東莢 と 3 世 ダ ラ イ ラ マ との 接 触 の 形跡 は，お そ ら くこ の

記事 の み で あ ろ う。 と は い え，侯東葉 は西寧方 面 の チ

ベ ッ ト系住民 の 慰撫 に 実績 が あ り，1571 （隆慶 5 ）年 に

は 彼 の 生 祠 碑 が 建 て られ て い る （『西 寧府新志』 巻25

名宦，巻35　芸 文 「西 寧兵備侯 公 祠碑」）し， 3 世 ダ ラ

イ ラ マ との 会見の 前年 に ア ル タ ン が 「五 蔵刺麻」 を遣 わ

す よ う明朝 に 請願 した際 の 書簡 は，侯東莢その 人 に宛 て

られ て い る　（『万暦武功録亅巻 8　 俺答列伝 下 　万暦 5

（1577）年 5月条）。
こ の よ うに，侯東莱 は チ ベ

ッ トの 状

況 に精通す る と同時 に，モ ン ゴ ル の チ ベ ッ ト仏 教 へ の 傾

倒を早 くか ら熟知 して い た。彼が ア ル タ ン を帰還 させ る

よ う 3世 ダ ラ イラ マ に働 きかけた こ とを記す墓誌銘 の 信
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憑性 は 高い とみ るべ きで ある 。

　 『3世 ダ ラ イ ラマ 伝』（fol．97h，1．6− fol．98a，1．2）

は，仰華寺 に お ける ア ル タ ン との 会 見 の 直後に，3 世が

“
G （K ？＞an 　cu

”
の 長官 か ら の 迎 請 を受 け て 赴 き，盛 大

な歓迎を受けた こ と，長官 らに 説法をした こ と，こ れ に

よ っ て 31Hrの 中 国 で の 名 声が 高 ま っ た こ と を伝 え る。続

けて ，以 前か らチ ャ カ ル （モ ン ゴ ル 人支配層）の 王 統の

率 い る 軍団が中国の 城壁 の 内部 に侵入 し，人 々 が 恐慌 を

きた して い た た め，3 世 自身が 命令を発 し ， 中国側 も物

資 を 贈 っ た と こ ろ，モ ン ゴ ルが 故 地 に帰還 した こ とが 述

べ られ る が ，こ の こ と と先の 長官に よ る迎 請との 因果関

係は語られない 。次 に 3世が仰華寺 に戻 っ た こ とが記載

さ れ，以 下 は已 卯 （1579 （万暦 7）年） の 項 目 に入 る。

℃ （K ？）an 　cu
”

が か り に 「甘 州 」 で あ り，そ の 長 官 が

甘粛巡撫侯東莢 を指す可能性 は な くは な い が，決定す る

に 足 る 記述 に欠 け る。しか し なが ら，こ の 3 世伝 の 記事

も，3 世が ア ル タ ン ら に帰還 を勧め た とい う点 に関 して

は，明朝側 の 諸史料 と一・
致 して い る こ と に な る 。 3世伝

は さ ら に
，
1579年 モ ン ゴ ル 暦 8 月 に

，
万 暦帝 Gong 　ma

Wan 　liか ら迎請使が派遣 されて きた として
，

3 世ダラ

イ ラ マ に 皇帝 が 深 く尊崇 を寄 せ た こ とを伝え る （fol．

99a，1，6− fol，99b，1．2）。 甘粛巡撫 の 指示 に よ り3 世が

行動 した とす る明朝側 の 見地 と，3世 の 宗教的な優位の

もとで 明朝 との 交渉 や 中国 人 救済 の た め の モ ン ゴ ル の 牽

制が な され た とす る ゲ ル クパ 側 の 見地 との 相違 は，む し

ろ 自明 に 属す る 。 我 々 が把握すべ き点 は，蔵蒙接近 と い

う状況下 で ，ゲ ル ク パ と明朝 との 交渉 が 存在 し，それ を

通 して 明朝 はみ ずからの 対外戦略 に有効な存在 として ゲ

ル クパ を認 識 し，ゲ ル クパ もみ ず か らの 教 線 拡 大 を援 護

す る存在 と して 明朝 を認識 して い た とい う事実 で あ る 。

明朝 とゲル クパ は，相手の 対面 を保つ 形式を踏 み つ つ ，

しか もそ れ ぞ れ が 内部 に 対 して は み ず か らの 主導的役割

を掲げなが ら，モ ン ゴ ル の 軍事活動の抑制 とい う共通 の

目的 に向けて，連携の 動 きを見せ て い る 。

3 ．明 朝 ・ゲ ル ク パ 関 係 の持 続 と そ の 背 景

　モ ン ゴ ル ・チ ベ
ッ トの 連携 に 肯定的な見解を示 した明

朝で あ っ た が，そ の姿勢は次第に変化を見せ た。迎 仏 の

た め と称す る ア ル タ ン の 青海 へ の 西行 に つ い て は，前述

の と お りこ れ を警戒す る 論調 が 当初 か ら存在 した 。 そ れ

で もなお張居正が存命の 間は，モ ン ゴ ル の 西方進出に 伴

う危 険性 よ り も，チ ベ
ッ ト仏 教 僧 に よ るモ ン ゴ ル 教 化 の

有為性 の ほ うが大 きい と見る 方針 に 大きな変更 は なかっ

た。と こ ろ が，1582年 に ア ル タ ン と張居正 が あい 次 い で

没 した こ と を契機 に
， 軍 政面 に お け る 明朝 の 対 モ ン ゴ ル

政策が に わ か に 緊張 を帯 び，と くに その 移動 は厳 し く禁

じ られ た。モ ン ゴ ル に おい て は ， ア ル タ ン 以後 の 順義王

が 諸部 に明朝へ の 帰服を徹底 させ る ほ どの 強制力 をもた

ず，ホ ロ チ らの 青 海 で の 軍 事行 動 の 抑 止 力 た りえ な か っ

た し，明朝内部 に お い て も，張居正 の 死後，こ の 独裁的

宰相 へ の 反 動 か ら彼 の 政 策が ご と ご と に否定 さ れ た こ と

が 原因 と考 え られ る 。

　だ が 注意すべ き点 は，仏事を理 由 とす る モ ン ゴ ル の 移

動 を厳重 に 禁 じる
一．・

方 に お い て
， 中国に と っ て の 正 当な

交渉 の 形式 をとる 限 り，ゲ ル クパ とモ ン ゴ ル との 連携 そ

の もの へ の 評価を明朝が 崩 さ なか っ た こ とで ある 。 そ れ

は，ゲル ク パ とモ ン ゴ ル の 側が ， 明朝 の 軍事政策が硬化

す る なか に あ っ て も、自分たちの 連携が中国 の 言 う 「
一

統 」 に 合 致 す る もの で あ る，と表 明 す る 行 動 を続 け た こ

と に よ る 。 ア ル タ ン の 死後に順 義王 を継承 した ホ ン タイ

ジ とチ ェ ル ゲ の い ず れ もが 「答頼 Dalai」 と と もに 入貢

し，明朝 は こ れ に 給賞 ・賜号 を以 て 応 じた （「明神宗実

録』巻 168 万 暦 13（1585）年11月 丙寅条
・
巻 191 万 暦 15

（ユ587）年 10月 丁 卯条）。明 朝 に と っ て み れ ば
，

こ う した

朝貢がなされ る 限 り，チベ ッ ト仏教がモ ン ゴ ル の 中国化

の 傾向に 寄与 して い る とす る評価その もの を変更す る理

由は ない
。 軍政面 と は別 に，チ ベ ッ ト仏教 の 有益性は そ

れ と して認 め る 明朝 の 判断 は，ご く現実的な もの と して

理解 さ れ る 。

　で は，ゲ ル クパ とモ ン ゴ ル が 明朝との 関係の 維持 に配

慮し続 けた の は なぜ か。前記 の うち 1587 （万 暦15）年の

朝貢 の 際に は， 3 世 ダ ラ イ ラ マ に 対 して 明朝か ら 「朶児

只唱」 の 称号お よび勅命が交付 された。こ の 称号は明 ら

か に rDo 　rje 　
’
chang で あ っ て，1578年 の 会 見 の 段 階 で，

ア ル タ ン か ら 3世 に献呈 され た称号で ある 。 既存 の 称号

をあ らた め て 明朝か ら賜与させ て い る こ とか ら見 て ，ゲ

ル クパ とモ ン ゴ ル に よ る 朝貢 は 単 に 宥和策で あ っ たの み

ならず，か れ ら自身に も，明朝由来の権威を求め る意図

が あ っ た と考え な けれ ば な ら な い
〔η

。 ゲ ル クパ とモ ン

ゴ ル の 側 に ， なお も明朝の 権威が機能 し続 けたの は なぜ

か。

　こ の 問 題 に 関 して想起 さ れ る の は， 4 世 ダ ラ イ ラマ 選

定時 の 状況 で あ る 。 4 世選定に つ い て は 最近の 研究 に お

い て 詳述 され 〔山口 ： ユ993；pp、／
− 5〕，カ ル マ パ ・

デ ィ

ク ンパ の 側 か ら候補 を立 て て 宥和 を 図 ろ う とす る ゲ ル ク

パ の 穏健派 を圧 して，モ ン ゴ ル の 軍 事力 を背景 に カ ル マ

パ を威 圧 し よ うとす る強 硬派 が ア ル タ ン の 酋孫 を 4世 に

選定 した経緯が解明された。 こ こ に言 う強硬派 の 中心 で

あっ たモ ン ゴ ル 滞在中の ゲ ル クパ の 侍従長の ツ ル テ ィ ム

ギ ャ ム ッ ォ Tshul　khrims　rgya 　mtsho は，、ナ ン ソ ＝ゾ モ
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カ ル パ Nang 　so 　mdzo 　mo 　mkhar 　pa と呼ば れ る 人 物 と

連 名で，ア ル タ ン の 酋孫 が 転生 者に 相違ない とす る 己丑

（1589 （万暦 17）年付 け の 書簡 を ウ ユ の 役 職僧 たち に

送 っ て い る （『4 世 ダ ラ イ ラ マ 伝亅foL　4a，1，6− fo1．5a，
1．6）。ゾモ カ ル は弘化寺の チ ベ

ッ ト名で ある 。 「ナ ン ソ

＝ゾ モ カ ル パ 」 が，弘化寺住持 の 僧侶，また は弘化寺 の

座 主 を 輩出 した 土 着的勢族 の 出身者 〔乙 坂 ：1991： pp ．46
− 5ユ〕 で あ る と決定 しうる材料 は ない が，「ナ ン ソ 」が

青海 チ ベ
ッ ト寺 院 内 の 「統 治 組 織 」 と して 報 告 され る事

例 〔青海省編輯組 ： 1985：pp、5
− 7〕から類推 して ，弘

化寺 に関 わ っ て何 らかの 権力を有する人物 で あ っ た と見

る こ と は 誤 りで は あ る まい
。 明 の 勅建寺と して，その 経

済的 ・政治的基盤を明朝に よ っ て保証 さ れ て い た 弘化寺

ゆ か りの 人 物 が，4 世 ダ ラ イ ラ マ をモ ン ゴ ル か ら 出 そ う

とす る動 きの 推進者として 発言権 を行使 して い た こ とを

示す記述 は注 目に 価す る。ゲ ル ク パ に とっ て，弘化寺は

自派 に 対 す る 明 朝 の 保 護 を 象徴 す る 寺 院 で あ っ た
CB）

。

した が っ て，強硬派すなわ ち親 モ ン ゴ ル 派ゲル クパ が，

穏健派ゲ ル ク パ を抑えて 主 導権を握 りえた成 因 の
一

端 は，

弘化寺創建以来 150年 の 間 に，明朝の 権威を背景 と して

こ の寺院を中核とする青海在地 の ゲ ル クパ 集団が 培 っ て

きた 影響力 の よ っ て 担 わ れて い る こ とが推測 され る 。 ゲ

ル クパ とモ ン ゴ ル との 提携 が 進 め られ つ つ も，明朝の 権

威が減退 しなか っ た背景 に は，こ の ゾ モ カ ル パ の 事例 に

示 され る よ うに，親モ ン ゴ ル 的行動 を採 る青海 の ゲル ク

パ 集団に お い て，明朝 の 権威が浸透 して い た状況 を勘案

す る 必要があ る だろ う。

お わ 1丿に

　明代全 期 を通 じて ，中国 とゲル ク パ との 関係 は
， 朝貢

活動 や 中国からの 遣使 ・通達 に よっ て不断 に保たれ て い

た。ゲ ル クパ の 対 モ ン ゴ ル 接近 が，明 朝 との 関係が 希薄

で ある こ との 結果 で あ っ た と考 え る こ とは 妥当で は ない
。

3世 ダ ラ イ ラ マ は ア ル タ ン と の 会見 に 臨 む と と もに，明

朝辺官 の 要請 を受 ける か た ちをとっ て，モ ン ゴ ル の 青海

で の 活動を諌止 した。そ の 間 の 明朝 との 交渉 の 過程 に お

い て ゲ ル クパ は，み ず か らが 明朝 の モ ン ゴ ル 政策 に 参加

し，明朝 の 意図を体現する者で ある ， どの 認識を明朝首

脳 に定着 させ て い る。さらに 明朝の モ ン ゴ ル へ の 対応 が

硬化 した の ち も，ゲ ル クパ は モ ン ゴ ル の 対明朝宥和 の 動

きとと もに行動 し，明朝 の チ ベ ッ ト仏教 に 対す る 政策上

の 評価 を持続 させ た。

　総 じて 言えば，当該期 の ゲ ル クパ は，明朝と モ ン ゴ ル

とが 歩 み よ ろ うとす る 大 き な転換の なか で，常 に 明朝 に

対 して は 中 国 の 権威 を尊 重 す る とい う態度 を発信 し
，

一
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も，と きに 明朝の 権威 を導入 す る動 きを見せ て い る 。 ゲ

ル クパ とモ ン ゴ ル との 提携 は，単に か れ らが 中国 の くび

きか ら離 脱 し よ う とす る 現 象で は な い 。 ゲ ル ク パ は
， 中

国 とモ ン ゴ ル との 和解，t あるい は 中国内部 に お け る華夷

観念の 変化 とい う局 面 を前提 に，み ずか らが 媒介 とな っ

て 中 国 との 関係 を補 強 す る こ と に よ り，明朝 が 肯定的態

度を採ら ざる を え な い 環境 を設定 しつ つ ，モ ン ゴ ル との

新 しい 関係 を樹 立 し た。こ の 意味 に お い て ゲ ル クパ の対

モ ン ゴ ル 接近 は，以後 の 密接 な蒙蔵関係 の 開始 で あ る と

い うの み ならず，チ ベ
ッ ト・

モ ン ゴ ル ・中国 とい う三 者

の 関係 が 総体 と して 新 た に 築かれる 過程 の 初歩 で もある。

　 こ れ ら 三者 の 関係 に つ い て は，中国 が華夷観念 に拘泥

しな い 清朝 の 時代 に 入 る こ と に よ っ て 初 め て ，チ ベ ッ ト

仏 教 を用 い て チ ベ
ッ トや モ ン ゴ ル を懐柔す る とい う形態

が 登場 した と言 わ れ る 〔鈴木 ： 1959： p．37〕。確 か に，

清朝 は
， 明朝 と比較すべ くもない 軍事力と積極的な政策

をもっ て チ ベ
ッ ト ・

モ ン ゴ ル に 臨ん だ が，チベ ッ ト仏教

を対 外 政 策に 用 い る と い う点 に 関 して 言 え ば
，

こ れ まで

見 て きた よ うに
， 漢民族王朝で ある 明朝 の 万暦期 まで 遡

る こ とが で きる。したが っ て，伝統的中華世界秩序の 大

きな変化である こ の 新 しい 三 者 の 関係 は，中国の 支配者

が 清朝 と い う異民族 に交替した と い う中国王朝 の 時代区

分 に よ っ て 説明すべ き現 象 で は な い 。そ れ は， 3 世 ダ ラ

イラ マ の モ ン ゴ ル 布教期，ゲ ル クパ ・
モ ン ゴ ル の 側 と明

朝側 との 折衝 を通 じて ，そ れ ぞ れ が 対外認識 を調整 しあ

うこ とか ら得 た帰結 で あ っ た。

注

（ユ）

（2 ）

〔乙 坂 ： 1991：pp．66− 68〕 の 37例，お よ び 『万

暦 武 功 録』巻 8俺答列伝下　万暦7年 12月 （1579−

1580年）条 の 1例 〔佐藤 ： 1986 ： p，342〕で あ る。

明実録の み に 限定 して も以下 の事例 を確認で きる

（巻 数 は略）。永楽13 （1415）年 4 月庚午条 （賜

号），永楽 17Q419 ）年 10月癸未条 （遣使）， 宣徳

元 （1426＞年 3 月庚子条 （賜号〉，宣徳 9 （1434）

年 6 月 庚 申条 （賜 号），正 統 7　（1442）年 8 月 辛

亥条 （弘化寺勅建），正 統13 （1448）年 11月丁亥

条　（職号襲 替認 1覃∫），天順 4　（1460）　5 月甲午

条 ・辛丑 条 （廩米 と経典の 支給），成化 9 （ユ473）

年 7 月 癸 巳 条 （廩米支給と賦 役人 員 の 配備），弘

治 12年12月 （1500年）丙 申 （寺堡配備兵の 移動），

正 徳 10 （1515）年 5 月己丑条 （寺 院所有地 の 支

給），万暦 9 （1581）年 5 月 甲 子 条 （3世 ダ ラ イ

ラ マ に 勅命授与），万 暦 ll （1583）年 5月丁酉条
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　　　（職号襲替認 可），万暦 15 （1587）年 4 月 乙 丑 条

　　　（寺堡 の 軍備強化），万暦 15年10月丁卯条 （3 世ダ

　　　ラ イラ マ に 賜号）。 1515年 以 降，約 70年 間 に わ た

　　　り途絶 して い たゲ ル ク パ と明朝 との 交渉 の 記録が ，

　　　ゲ ル クパ の 対 モ ン ゴ ル 接近期 に 当た る 万暦年 間に

　　 入 っ て 復活 して い る こ とに 注意 した い 。

（3）　ユ6 世紀初頭 を境 に して 明朝は，中 国 に よ る王化

　　　に服 すべ き 「四 夷」 に も独 自の 文化 と独立 の 疆 域

　　　を形成 して い る，と い う事実 の 認識 を文書 に 表現

　　　しは じめ る 。 本来 は異端 で あ る仏教，しか も外夷

　　　の チ ベ
ッ ト仏教 が

， 中国の 対外観念 の な か に容 認

　　　さ れ た こ とは，こ の 明朝 の 世界観 の 変化 を背景 と

　　 す る 。 こ の 問題 につ い て は あ らた め て 論 じる。

（4 ）　 3 世の 書簡 の 前後，闡化 王 の 長子 を名乗る 「札 釈

　　 蔵 卜bKra 　lihis　bzang　po」 らが，そ の 「師僧の活

　　 仏 」に ア ル タ ン が 入 信 し た こ とを機縁 に
，

み ず か

　　　ら も朝貢を願 い 出 た （『明神宗実録』巻 72　万暦

　　　6　（1578）年 2 月甲辰条，巻84　万 暦 7　（1579）

　　 年 2月癸巳条）。こ の タ シー
サ ン ボ な る 人物 を，

　　 闡化王を輩出 したパ ク モ ドゥ パ の ラ ン 氏世系中 に

　　 見 い だ す こ と は で き な い 〔佐藤 ： ユ986：p．213〕

　　　し，明朝自身，彼 が 偽称 して い る こ と を疑 っ て い

　　　る。しか し タ シ
ー

サ ン ボ個人が 闡化 王家出身者で

　　　は ない にせ よ，彼が ア ル タ ン や 「活仏」 の 縁故 に

　　　よ っ て 入 貢 した こ と は事実で あろ う。明朝がそ の

　　 朝貢を許可 し
，

ア ル タ ン へ の 賞賜 を も託 して い る

　　　か らで ある。3 世 の 書簡が，先 に 自分 と闡化 王 と

　　　が 朝貢を した，と記す の も，あるい は こ の 実録記

　　 事 と対応す るの か も知 れ な い
。 と もあ れ，ゲ ル ク

　　　パ の 後援者で あ り，しか も明朝 との 密接 な 関係 を

　　 保 持 して きた パ ク モ ド ゥ パ の 闡化 王 の 名 が使用 さ

　　　れ て い る こ とは，こ の 朝貢が，明朝 との 良好な関

　　　係 を保 とうとす る モ ン ゴ ル とゲ ル クパ の 動 きの ひ

　　　とつ で あ っ た こ と を うか が わ せ る 。

（5）　 『明史』に典拠がある と も読 め る文章 で ある が，

　　　「明 史 』 に は侯 東莱 と 3 世 ダ ラ イ ラ マ との 接 触を

　　　明示す る記事は 見 え な い
。

（6 ）　こ の 漢字表記 は bSod　nams 　rgyal 　mtshan と読め ，

　　　正 し く3 世 ダ ラ イラマ の 名 を表 わ して い な い が，

　　　「酋 の 謂 う所の仏」とあ る ため ， 3 世を指す と見

　　　て 誤 りあ る まい
。

（7 ）　 1587年の 朝貢は チ ュ ル ゲの 順義王 襲替 を願 う もの

　　　で あ っ た。こ れと同時に 3 世 ダラ イラ マ へ の 「朶

　　　児 只 唱 」号 授 与 も要 請 して い る こ と は ，両者の 地

　　　位 を明朝の 勅書に よ っ て も証 しうる よ う期 したも

（8 ）

の で あ ろ う。

万暦期 の 明朝側 の 記録 にお い て ， 弘化寺僧 の 大国

師号襲替認可 を特記 す る こ と，ある い は 弘化寺 に

置 か れ た 明朝 側 の 軍備 の 補 強 を伝 え る こ と 〔乙

坂 ： 199工：p．38，p．43〕か ら見 て ，こ の 時期 に 弘

化寺 と 明朝 との 関 係 は，よ り密接 に な っ て い る 。
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