
第17号

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yR e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d yW a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y R e s e a c h  B u l l e t i n W a s e d a  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  S t u d y

早稲田大学高等研究所紀要

早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要

第
17
号

　2
0
2
5

早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所

DIC185 4

2025年3月

March 2025

Research Bulletin
No.17



1

●●●●●●●●●●●●●●●

　2008年度から刊行してきた本紀要もこのたび第 17号を刊行する運びとなりました。日頃よりご支
援をいただいております皆様におかれましては、厚く御礼を申し上げます。

　早稲田大学高等研究所は、次代を担う優秀な若手研究者の育成と、本学の研究活動のより一層の活
性化を目的に、2006年 9月に設立されました。文系、理系の分野を問わず若手研究者を国際公募に
て採用し、学際的な交流を推進するとともに、研究者の自立的な研究環境を提供し、先端的な研究活
動を行っております。

　2024年度は、人文・社会・自然科学分野で合計 34名の研究員が在籍し、その約 3分の 1は女性研
究者、約 2分の 1が外国人研究者です。本研究所の設立以来、本学を含む国内外の大学や研究機関
等へと送り出した研究員は、これまで百数十名にもおよび、各分野の第一線で活躍しております。

　本紀要は、こうした現職の研究員やこれまでに在籍した研究員（所友）の研究成果を収録しており
ます。研究内容は多岐に渡り、論文については学内外の専門家による査読審査を経て収録しています。
刊行は電子媒体として、本研究所のWebサイトにて、広く皆様にご覧いただいております。

　本研究所では、本紀要のほか、研究員が英語にて研究報告を行う月例研究会、研究員の企画による
各分野の専門家を招聘した研究会、英国 Routledge社と提携して研究所での研究成果を書籍化する
『Routledge－WIASモノグラフシリーズ』の刊行の推進など、様々な形の成果発信や研究活動を展
開しております。

　こうした様々な取組みとともに、本紀要が国内外の皆様の研究活動に貢献することができました
ら、これに勝る喜びはありません。
　今後とも皆様のご指導とご支援をいただきますよう、心よりお願い申し上げます。

2025年 3月
早稲田大学高等研究所　　　

所長　　竹内　　淳
副所長　久保　克行
副所長　飯山　知保

『早稲田大学高等研究所紀要　第 17 号』刊行にあたって
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オーストラリアの気候訴訟からみえる国・企業・市民の分断

Ⅰ．はじめに

　気候変動による影響が深刻化するにつれ、温暖化
の原因としての温室効果ガスの排出を抑制する「緩
和」策と、温暖化の影響から人的被害を生まないよ
う備える「適応」策を立法化し、包括的に対策をと

る必要性が認識されるようになった。国際的には、
1992年に国連総会で気候変動枠組条約が採択され、
さらに現在では、2015年の第 21回気候変動枠組条
約締約国会議で採択されたパリ協定に基づき、各締
約国が温室効果ガス排出削減の国家目標（国が決定
する貢献：NDC）を設定し、その目標の達成を目

オーストラリアの気候訴訟からみえる国・企業・市民の分断

石　巻　実　穂　・　新　井　　　剛　・　石　川　知　子

Division between State, Corporation and Citizen in Climate Litigation

ISHIMAKI, Miho・ARAI, Tsuyoshi・ISHIKAWA, Tomoko

Abstract
In Australia, climate change mitigation measures have not been actively formulated in order to protect the 

fossil fuel industry. In addition, there is no federal law on adaptation because it has traditionally been considered 
under the Australian Constitution that matters concerning the environment are the responsibility of the states, not 
the federal government. Due to the lack of legislation on both mitigation and adaptation measures for climate 
change, legal disputes have arisen between various actors. Most of the climate change litigation in Australia is 
about the failure to consider the contribution or impact of development activities on climate change in environ-
mental assessments or approvals under the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 
(EPBC Act) or equivalent state legislation. In particular, ecologically sustainable development (ESD) and the pre-
cautionary principle play an important role as considerations for environmental assessments and approvals. This 
paper aims to identify the divisions that have arisen between countries, companies and citizens over climate 
change, and to propose ways to overcome these divisions, by analyzing the background and content of climate 
change litigation, and the impact of such litigation on federal and state climate change legislation.

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．オーストラリアにおける気候変動政策の特色
　1．政策の変遷
　2．連邦法の欠如と地方自治体の負担
Ⅲ．EPBC法と ESD
　1．EPBC法
　2．ESD
Ⅳ．オーストラリアにおける気候訴訟
　1．気候訴訟の手段
　2．気候訴訟の展開
Ⅴ．おわりに
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指すという体制が築かれているが、世界各国の国内
的な気候変動対策には、立法の有無やその内容の程
度等に当然ながらかなりのばらつきがある。気候変
動に対し立法によって包括的な対応を採用していな
い法域では気候訴訟の件数が特に多くなる傾向にあ
り⑴、オーストラリアは、アメリカとともに気候訴
訟の件数が特に多い先進国として注目されている。
オーストラリアの気候訴訟は、約 2割を緩和に関す
る事例（緩和事例）が、残る 8割程度を適応に関す
る事例（適応事例）が占めている⑵。これは、オー
ストラリアが南半球の特に気候変動に脆弱な地域に
位置し、既に気候変動による甚大な影響を受けてい
ることに起因する。具体的には、頻発化および深刻
化する干ばつ、海面上昇、主要農業地域における降
雨量および利用可能な水の減少が挙げられてい
る⑶。さらに、オーストラリアの人口とインフラが
沿岸部に集中していることから、海面上昇のみなら
ず、それに伴う浸水、激化する暴風雨、浸食の影響
が沿岸災害としてとりわけ問題視されている⑷。こ
のように、オーストラリアは先進国としては珍し
く、気候変動の明らかな被害者としての立場を有す
る。
　こうした被害への対策は、憲法上土地利用に関す
る立法権限を有する州⑸および州から当該権限を移
譲された地方自治体が担っているが、適応法の整備
は断片的で一貫性がなく、不十分であることが指摘
されている⑹。そのため、州または地方自治体の気
候変動適応策をめぐり訴訟に発展するケースが増え
ているのである。他方で、オーストラリアは化石燃

料産業への経済的依存が強固であるため、政府が気
候変動の緩和策として化石燃料からの脱却を図る法
政策を打ち出すことに消極的な傾向があり、これま
でのところ主として企業の自主的な取組みに委ねる
形がとられてきた。このことは、気候変動の緩和策
をめぐる法的紛争を生じさせている。
　オーストラリアにおける気候変動紛争には、気候
変動対策として規制の強化を望む市民が行政または
企業を相手取るものや、企業が行政に対して事業の
承認や規制の緩和を求めるもの、さらには、環境活
動家の抗議活動に対する刑事訴追や企業の虚偽表示
に対する取締りのために行政の側が市民または企業
を相手に訴訟を提起する事例等がみられる。このよ
うに、オーストラリアにおいては、気候変動問題か
ら様々な主体間の分断が生じていることが窺える。
本稿は、オーストラリアにおける気候訴訟の問題状
況から特に国・企業・市民の間の分断を把握し、こ
うした分断を克服するために訴訟が果たす役割とそ
の限界を見出し、そのうえで分断の克服方法を提示
することを目的とする。

Ⅱ．�オーストラリアにおける気候変動政策の
特色

1．政策の変遷
　オーストラリアにおける気候訴訟を検討する前提
として、同国内の気候変動政策の変遷と特色を検討
する。気候変動政策は、連邦政府の指導者の交代に
影響を受けながら展開してきた⑺。環境問題一般に
関しては伝統的に州の管轄であったが、1980年代

──────────────────
⑴　Brian J. Preston, The Influence of Climate Change Litigation on Governments and the Private Sector, 2 CLIMATE L. 485 (2011). 

at 485
⑵　Jacqueline Peel & Jolene Lin, Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South, 113 AM. J. INT’l L. 679 

(2019) at 691.
⑶　Thorpe. Amelia, Australia, 6 CCLR 261 (2012) at 262.
⑷　JACQUELINE PEEL AND HARI M. OSOFSKY, CLIMATE CHANGE LITIGATION (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

2015) at 121.
⑸　The Commonwealth of Australia Constitution Act（オーストラリア連邦憲法）51条には、連邦議会の立法権限に服する事項
が掲げられている。すなわち、国際貿易と州間通商、課税、資金の借入れ、郵便・通信サービス、防衛、灯台・灯船・標識・
浮標、気象観測、検疫、オーストラリア水域における漁業、国勢調査、通貨、銀行業（州の銀行業を除く）、保険業（州の保
険業を除く）、度量衡、手形、破産、知的財産、外国人、外国法人、婚姻、離婚・親権・後見、出産手当等の給付、裁判手続・
判決の執行、移民、犯罪者の流入、外交、コモンウェルスと太平洋諸島との関係、収用、コモンウェルスの海軍および陸軍の
軍事目的のための輸送に関する鉄道の管理、州の鉄道の買収、州の同意を受けた鉄道建設・延伸、州を超える労働争議の防止・
調整、憲法が定める事項（議会が別途立法するまで）、州から付託された事項、連邦の権限行使に関する事項、である。これ
ら以外の事項は、州が第一義的な立法権限を有することとなる。したがって、環境問題に関しては連邦ではなく州の管轄領域
であると伝統的に考えられてきた。
⑹　Jan McDonald, A Short History of Climate Adaptation Law in Australia, 4 CLIMATE L. 150 (2014) at 154; Thorpe. Amelia, supra 

note 3, at 264.
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以降は連邦政府が従前よりは積極的に関与するよう
になった⑻。これは、国際レベルで気候変動への対
応の方向性が議論され始めた時期に、国際条約の締
結や条約上の義務の実施に関する権限を握る連邦政
府が、気候変動対策に関して国際的にも国内的にも
動きを見せるようになったことに関係している。
　1980年代以降のオーストラリア連邦政府の各政
権の気候変動政策について概観すると、以下のよう
になる⑼。
　1987年から政権を握った労働党のロバート・
ホーク首相は、1990年にオーストラリアの温室効
果ガス排出削減目標を初めて設定した。これは、
2005年までに 1998年比で 20％削減するという内
容であった。その後、オーストラリアは気候変動枠
組条約もいち早く批准したが、1996年に政権が保
守派のジョン・ハワードの手に移ると、気候変動政
策が一変する。ハワード政権は、1998年に京都議
定書に署名したが、後にオーストラリアの経済への
ダメージを危惧して批准を拒否した。
　国内経済を優先するハワード政権は約 11年間存
続したが、その間に成立した重要な環境立法が 2件
存在する。一つは、1999年環境保護及び生物多様
性保全法（以下、「EPBC法」）⑽である。同法は連
邦レベルの環境影響評価制度を導入して注目を集め
たが、温室効果ガスの排出量および気候変動による
影響に関する評価を直接的に義務づけるものではな
かった。もう一つは、2007年国家温室効果ガス及
びエネルギー報告法（以下、「NGER法」）⑾である。
同法は、企業の温室効果ガス排出、エネルギー生産
およびエネルギー消費に関する情報の報告制度を導
入したが、報告企業に対して温室効果ガスの削減を
義務づける内容は含んでいなかった。
　規制の充実の程度には限界があるものの、上記の
二法が連邦政府によって制定されたことは画期的な

出来事であった。これは、1997年にオーストラリ
ア政府間協議会が「環境に対する連邦と各州の役割
と責任に関する首脳間合意事項」（以下、「1997年
政府間合意」）に合意し、そのなかで、環境保護に
ついて連邦が対処すべき事項が示されたことによ
る⑿。すなわち、憲法上第一義的な立法権限は州に
あると考えられていた環境保護に関する 5つの分
野（国家環境上重要な事項、環境影響評価・承認手
続、（国際・国家）遺産のリスト化・保護・管理、
環境および計画に関する州法の遵守、国家環境プロ
グラムの実施）について、有効性・効率性・透明性
等の観点から最も適したレベルの政府が責任をもっ
て取り組むべきであるとされたのである。1997年
政府間合意を実現するために制定されたのが EPBC
法であった。
　ハワードに代わり、2007年に労働党のケビン・
ラッド首相が選出されると、オーストラリアは最終
的に京都議定書を批准した。ラッド政権を継いだ労
働党のジュリア・ギラード首相は国際的な気候変動
対策に積極的な姿勢を維持し、京都議定書を廃止し
て先進国と発展途上国の双方に排出削減義務を負わ
せる条約を採択すべきことを主張した。また、ギ
ラード政権はオーストラリアの国際的な排出削減目
標（2050年までに 2000年比で 80％削減）を掲げ、
これを達成するために 2011年にクリーンエネル
ギー法⒀を制定した。同法は、2015年 7月から本
格的な排出枠取引制度の運営を開始することを前提
に炭素税を導入するもので、2012年 7月 1日に施
行された。炭素税は、オーストラリアの温室効果ガ
ス排出量の 6割をカバーする約 350の大規模排出
者を対象に、排出する炭素 1トンごとに排出枠の購
入を義務づけ、排出枠が不足した場合には課徴金を
課するというものであった⒁。
　ところが、2013年に炭素税の廃止を掲げた保守

──────────────────
⑺　Virginia Tice, From Vermont’s Maples to Wybong’s Olives: Cross-Cultural Lessons from Climate Change Litigation in the United 

States and Australia, 10 APLPJ 292 (2008) at 302.
⑻　Thorpe. Amelia, supra note 3, at 262.
⑼　Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, supra note 4, at 83-93. 詳細は、内海和美「オーストラリアの 2022年気候変動法」外国
の立法 299号（2024年）17頁以下も参照。
⑽　The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth).
⑾　The National Greenhouse and Energy Act 2007 (Cth).
⑿　Council of Australian Governments, Heads of Agreement on Commonwealth and State Roles and Responsibilities for the Environ-

ment, Nov. 1997, available at http://www.environment.gov.au/epbc/publications/coag-agreement/index.html.
⒀　Clean Energy Act (Cth) (repealed).
⒁　Ibid, ss 121-142; Thorpe. Amelia, supra note 3, at 263.
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派のトニー・アボットが首相に選出されると、
2014年にクリーンエネルギー法を廃止する法案が
成立し、上記の炭素税は廃止となった。もっとも、
アボット首相はこれに代わる二つの制度を導入し
た。一つは、2014年の NGER法の改正による排出
削減安全保障メカニズム⒂、二つ目は、2011年カー
ボンクレジット（カーボンファーミングイニシア
ティブ）法⒃の改正による排出削減基金である。い
ずれも、オーストラリアカーボンクレジット（Aus-
tralia Carbon Credit Unit）を通じて自主的な温室効
果ガスの排出抑制を図る制度であるが、排出削減を
義務化する内容ではなかった。気候変動に対する国
際的な取組みとしては、パリ協定採択に伴い、
2015年には温室効果ガスを 2030年までに 2005年
比で 26～28％削減する（2050年目標は含まない）
という内容の NDCを設定し、2016年にパリ協定
を批准した。その後、アボットに次いで政権を握っ
た保守派のスコット・モリソンは、新たな目標とし
て 2050年カーボンニュートラルを掲げたが、化石
燃料産業の終焉ではなく継続を強調する姿勢を維持
した。
　現政権は、2022年に 9年ぶりの政権交代を果た
した労働党のアンソニー・アルバニージー首相が率
いている。積極的な気候変動対策を掲げて勝利した
アルバニージー首相は、2022年 6月に NDCを更
新し、2030年目標を従来の「2005年比で 26～28％
削減」から「同年比 43％削減」に引き上げ、2050
年脱炭素の目標を維持した。さらに、2022年気候
変動法⒄を制定し、これらの中・長期目標を法定化
した。

2．連邦法の欠如と地方自治体の負担
　上記のように連邦政府の政治的動向に伴い、少な
いながらも気候変動対策に関連する法律の制定は見
られたが、アメリカにおける大気浄化法（the Clean 
Air Act）、水質浄化法（the Clean Water Act）、また

は絶滅危惧種法（the Endangered Species Act）等に
相当するような法律が制定されることはなく、環境
問題に対処する連邦法はかなり限定されている。唯
一、気候変動緩和のために化石燃料事業を阻止する
目的で気候訴訟において利用可能な連邦法は、
EPBC法である（同法の概要はⅢに述べる）。また、
適応策に関しては前述の通り憲法の下で州の管轄事
項とされてきたため、気候変動への適応を唯一のま
たは主要な目的とする連邦法は存在しない⒅。こう
した連邦法の欠如を背景として、オーストラリアに
おける気候変動訴訟の多くは、州または地方自治体
の法政策をめぐって州の裁判所を舞台に繰り広げら
れてきた⒆。
　気候変動緩和策に関する州の立法例は様々であ
る。オーストラリアで最初に制定された気候変動法
は、ニューサウスウェールズ州の 1995年電力供給
法⒇であり、同法は 2003年に世界で初めて義務的
な温室効果ガス排出枠取引制度を導入した�。連邦
レベルでの排出枠取引制度は、アボット政権がク
リーンエネルギー法を廃止したことにより最終的に
は実現しなかった。
　適応策に関しては、土地利用計画の立法権限を担
う州および州から当該権限を移譲された地方自治体
がそれぞれ対応している。州レベルの適応策として
は、ほとんどの州が沿岸適応に関する何らかの政策
を示しており、新規開発を既存の都市部に抑制し、
かつ、気候変動により許容できないほど高いリスク
に直面している既存の開発地域については計画的撤
退を望ましいとする内容を含む場合が多い。しかし
ながら、その具体的施策については言及がなく、海
面上昇ベンチマークの内容は州ごとに区々であり、
また、どの州も地方自治体にハザードマップの作成
を義務づけてはいない�。
　もっとも、より市民に近いレベルでの政策決定を
推奨する補完性原理から、州よりも地方自治体が地
域レベルの土地利用計画において具体的な適応策を

──────────────────
⒂　内海・前掲注（9）21頁以下参照。
⒃　The Carbon Credits (Carbon Farming Initiative) Act 2011 (Cth).
⒄　The Climate Change Act 2022 (Cth).
⒅　Thorpe. Amelia, supra note 3, at 264.
⒆　Brian J. Preston, supra note 1, at 486.
⒇　The Electricity Supply Act 1995 (NSW).
�　Virginia Tice, supra note 7, at 299-300.
�　Jan McDonald, supra note 6, at 158-159.
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設定することが一般的である。したがって、現状、
地方自治体が適応の意思決定に固有の困難な選択を
迫られるという重荷を負っている�。この地方自治
体が背負う重荷は、「責任ジレンマ」と表現され
る�。すなわち、地方自治体は、一方で、政治的な
対立や法的紛争を恐れて、地域の財産的価値を低下
させるような積極的な計画規制を導入することを躊
躇する傾向にあるが、こうした対応は規制推進派か
らの責任追及、または実際に異常気象により被害者
が生じた場合の損害賠償請求に曝される。他方で、
これを回避するために積極的な適応策を採用すれ
ば、開発者の側から提起される訴訟に応じなければ
ならなくなる。地方自治体は、適応に関して何をし
ようとも訴訟リスクからは逃れられないのである。
州の責任法の下では、地方自治体は自らの決定、作
為または不作為に対する法的責任について、その決
定、作為または不作為が著しく不合理でない限りは
様々な保護が与えられているが、それにもかかわら
ず、地方自治体は訴訟によって責任を追及されると
いう懸念を深刻に受け止めている�。責任ジレンマ
に直面し、積極的な適応策を土地利用計画に導入す
る地方自治体もあるが、反対に、適応に消極的な立
場をとり、気候変動に脆弱な場所での開発計画を承
認することで開発者を満足させ、短期的な政治的リ
スクに対処することを選ぶ地方自治体もある�。
　以上のことから、気候変動への緩和策および適応
策に関して、連邦、州、および地方自治体の間には、
立法権限の配分を背景に、合理的で一貫した法的対
応がとられないという意味での分断が存在すること
が窺える。また、法域ごとに立法の有無や政策の内
容が異なることで、気候変動への規制的対応全体が
分断される傾向にあることが既に指摘されている�。

Ⅲ．EPBC法と ESD

　オーストラリアで最も人口が多く、重工業が盛ん
なニューサウスウェールズ州は、1972年にいち早

く初歩的な環境影響評価政策を採用し、アメリカの
国家環境政策法（the National Environmental Policy 
Act）に倣った�。連邦もこれに続き、1974年環境
保護（計画影響）法�を制定し、環境影響評価手続
を開始した�。その後、他の州でも順次法制化が進
み、現在では全ての州が開発行為に対する環境影響
評価手続を有している�。連邦レベルでは、1974年
環境保護（計画影響）法に取って代わる形で、1999
年に EPBC法が成立した。EPBC法は、1997年政
府間合意の内容を実現するために、環境影響評価の
みならず、絶滅危惧種保護、および世界遺産・国家
遺産保護に関する定めをまとめて規律している。

1．EPBC法
（1）目的
　EPBC法 3条は、同法の目的として、次の 8つを
挙げている。すなわち、①環境、特に国家環境上重
要な事項である環境の側面の保護について定めるこ
と、②天然資源の保全とその生態学的に持続可能な
利用を通じて、「生態学的に持続可能な発展（eco-
logically sustainable development：ESD）」を促進す
ること、③生物多様性の保全を促進すること、④（世
界・国家）遺産の保護と保全について定めること、
⑤政府、地域社会、土地所有者、先住民族が参加す
る環境の保護および管理のための共同作業的アプ
ローチを促進すること、⑥オーストラリアが担う国
際的な環境責任の共同実施を支援すること、⑦オー
ストラリアの生物多様性の保全および生態学的に持
続可能な利用における先住民の役割を認識するこ
と、⑧生物多様性に関する先住民の知識の利用を、
当該知識の所有者の関与と協力の下に促進するこ
と、である。

（2）対象
　EPBC法の対象は「国家環境上重要な事項」であ
り、地方環境上重要な事項については州および準州

──────────────────
�　Id., at 264.
�　Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, supra note 4, at 135; Jan McDonald, supra note 6, at 164.
�　Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, supra note 4, at 135.
�　Id., at 136.
�　Virginia Tice, supra note 7, at 300.
�　Id., at 304.
�　The Environmental Protection (Impact of Proposals) Act 1974 (Cth).
�　Virginia Tice, supra note 7, at 304.
�　Id., at 304.
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に委ねている�。国家環境上重要な事項に該当する
ものとしては、世界遺産（12～15A条）、国家遺産
（15B～15C条）、ラムサール条約登録湿地（16～
17B条）、絶滅危惧種（18～19条）、回遊種（20～
20B条）、原子力活動からの環境保護（21～22A条）、
グレートバリアリーフ海洋公園（24B～24C条）、
非在来型ガス開発と大規模炭鉱開発からの水資源保
護（24D～24E条）が具体的に列挙されている。注
目すべきは、「国家環境上重要な事項」として気候
変動に関する事項が明示的に含まれてはいないとい
うことである。

（3）環境影響評価と承認
　国家環境上重要な事項に重大な影響を与える可 
能性のある行為�は「管理対象行為（controlled 
action）」（67条）とされ、EPBC法に基づき環境影
響評価と承認のプロセスを経ることが必要となる。
同法第 3章に環境影響評価（80～129条）と承認
（130～145条）に関する定めが置かれており、管理
対象行為は大臣の承認がなされない限り禁止されて
いる（67A条）。なお、管理対象行為に該当しない
行為は、環境影響評価も大臣の承認も不要である。
　ある開発計画が管理対象行為に該当するか否か
は、大臣が決定する（11条）。そのプロセスは大要
次の通りである。
　まず、管理対象行為に該当する可能性のある行為
を計画する者は、当該行為について大臣に照会する
ことが義務づけられている（68条）。照会を受けた
大臣は、当該計画が管理対象行為に該当するか否か
を決定しなければならない（75条）。この決定にあ
たり、大臣は、当該行為が有する可能性のあるすべ
ての悪影響（all adverse impacts）を考慮しなけれ
ばならない（75条（2）（a））。なお、大臣に照会すべ
き「重大な影響」を及ぼす行為であるか否かを計画
者が判断するためのガイドラインが設けられてい
る�。同ガイドラインでは、ある行為が「重大な影

響」を及ぼす可能性があるかどうかは、影響を受け
る環境の側の感受性、価値、質、影響の程度、持続
期間、規模、および地理的範囲をすべて考慮したう
えで判断されるべきであることや、重大な影響を及
ぼす可能性について考える際には、科学的確実性の
欠如を理由に重大な影響を及ぼす可能性が低いと判
断すべきではなく、予防原則（Ⅲ．2参照）に基づ
いて判断されるべきであることが明示されている�。
　次に、管理対象行為であると認められた行為につ
いて、大臣が承認を与えるべきか否かを判断するた
めの情報を得る手段としての、影響評価の段階に移
る。大臣は、当該行為の評価方法として、照会情報
に基づく評価、予備的文書に基づく評価、公的環境
報告書、環境影響評価書、公開調査のなかから適切
なものを選択する（80条以下）。
　最後に、大臣は評価の結果を踏まえて承認をする
か否かを決定する。承認の決定に先立ち、承認の可
否を判断するために必要な追加情報を関係者に求め
ることもできる（131～132条）。

2．ESD
　1987年、環境と開発に関する世界委員会（ブル
ントラント委員会）が発表した「われら共通の未来」
（ブルントラント報告書）において、持続可能な発
展（Sustainable Development）が「将来世代のニー
ズを満たす能力も損なうことなく、現在世代のニー
ズを満たす発展」と定義された。これに応じて、
オーストラリアは 1992年に連邦、州および準州の
合意の下に「生態学的に持続可能な発展に関する国
家戦略（National Strategy on Ecological Sustainable 
Development：NSESD）」および「環境に関する政
府間協定（Intergovernmental Agreement on the Envi-
ronment：IGAE）」を採択した。これらにより、
ESD�はオーストラリア国内のあらゆるレベルの政
府にとって共通の環境政策上の原則となった�。
NSESDは ESDを「生命が依存する生態学的プロ

──────────────────
�　Id., at 305.
�　行為（actions）には、プロジェクト（a project）、開発（a development）、事業（an undertaking）、活動（an activity）が広く
含まれる（523条）。

�　現行版は、Australia Government, Department of the Environment, Matters of National Environmental Significance: Significant 
impact guidelines 1.1 Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (2013).

�　Tracy Bach & Justin Brown, Recent Developments in Australia Climate Change Litigation: Forward Momentum from Down 
Under, 8 SUSTAINABLE DEV. L. & POL’y 39 (2008) at 41.

�　ESDの詳細は、黒川哲志「オーストラリア環境法と『生態的に持続可能な発展（ESD）』─コモンセンスとしての ESDおよ
び予防原則─」早稲田社会科学総合研究 11巻 2号（2010年）12頁以下参照。
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セスが維持され、現在および将来の双方の生活の質
が向上するように、地域社会の資源を利用、保全、
および強化すること」と定義しており、IGAEは
ESDを「意思決定において環境と経済を統合し、
現在世代と将来世代の利益をつり合わせる可能性を
提供する」ものであることと定めている�。さらに、
この意思決定には、予防原則、世代間衡平、生物多
様性および生態学的完全性の保全、影響評価、価格
設定、インセンティブメカニズムの改善を考慮に入
れる必要があると明記された�。IGAEは、連邦と
州の開発行為に対する意思決定（承認）プロセスを
調和させ、効率化を促進し、かつ、重複を制限しよ
うとした点に意義があるといわれる�。
　1999年に制定された EPBC法は、NSESDおよ
び IGEAに従い、ESDを法の目的の一つとして明
記するとともに（3条（1）（b））、ESDを定義する独
立した条項を設けている。同法 3A条は、ESDに含
まれる原則を 5つ掲げている。すなわち、①意思決
定プロセスは、長期的・短期的な経済的、環境的、
社会的および衡平な考慮を効果的に統合すべきであ
ること、②深刻な、または不可逆的な環境破壊のお
それがある場合、科学的確実性の欠如を理由として
環境劣化の防止を先送りしてはならないこと、③世
代間衡平の原則―現在世代は将来世代の利益のため
に、環境の健全性、多様性、生産性が維持されまた
は強化されることを確保すべきであること、④生物
多様性と生態系の保全は、意思決定における基本的
な考慮事項であるべきであること、⑤評価、価格設
定、およびインセンティブのメカニズムの改善を促
進すべきであること、である。このうち、②は予防
原則の内容を明記したものである。
　前述の通り、EPBC法の下では国家環境上重要な
事項に重大な影響を与える可能性のある管理対象行
為には大臣の承認が必要となるが、大臣が承認をす
るか否かを決定する際に考慮しなければならない要
素として、環境影響評価の結果と並んで ESDも挙

げられている（139条）。さらに、391条は「大臣
は意思決定において予防原則を考慮しなければなら
ない」と題して、照会された行為が管理対象行為に
該当するか否か、および、管理対象行為に対して承
認を与えるべきか否かを判断する際に「本法の他の
規定と整合する限りにおいて、予防原則を考慮しな
ければならない」と定めている（391条（1）、（3））。
　このように、ESDおよび ESDの構成要素として
の予防原則が、大臣の意思決定における義務的な考
慮要素の一つとして明記されていることは注目に値
する。ただし、ESDおよび予防原則のいずれも、
複数の考慮要素の一つとして掲げられているにすぎ
ず、これらを他の考慮要素よりも優先的に取り扱う
べきこととは明記されていないし、予防原則に関し
ては「本法の他の規定と整合する限りにおいて」と
の限定が付されている点に注意を要する。
　気候訴訟における EPBC法の下での予防原則の
適用に関する議論は、主に次の二点に集中してい
る�。一つは、世界規模の気候変動が特定の地域に
おいて生じる具体的な損害との間に因果関係を有す
ることを裏付ける地域レベルの科学的根拠の欠如 
が課題となっていることから、気候変動に関する 
政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate 
Change：IPCC）の報告書のような一般的な証拠を
地域レベルでの具体的な損害の可能性を証明するも
のとして裁判所が受け入れることである。もう一つ
は、右のような因果関係を被害者の側が証明するこ
との困難性を克服するために、立証責任を転換する
という方向性である。

Ⅳ．オーストラリアにおける気候訴訟

1．気候訴訟の手段
　オーストラリアの気候訴訟は、その多くが行政の
意思決定に対する審査（司法審査（judicial review） 
または本案審査（merits review））によるアプロー
チで行われており、炭鉱に関する事例が最も多い�。

──────────────────
�　Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at 41.
�　IGAE §3.5.2. Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at 41.
�　IGAE §4.5.2. Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at 41.
�　Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at 41.
�　Lydia Akinyi Omuko, Applying the Precautionary Principle to Address the Proof Problem in Climate Change Litigation, 21 TIL-

BURG L. REV. 52 (2016) at 64-66.
�　Danny Noonan, Imagining Different Futures through the Courts: A Social Movement Assessment of Existing and Potential New 

Approaches to Climate Change Litigation in Australia, 37 U. TAS. L. REV. 25 (2018) at 36-37.
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オーストラリアには温室効果ガスの排出を直接規制
する連邦法はなく、また、EPBC法をはじめとする
既存の法律においても温室効果ガスの排出を意思決
定の考慮事項とする明文規定は置かれていない。そ
のため、法律の解釈により温室効果ガスの排出を考
慮要素の一つに組み込み、それを考慮しなかった行
政決定を違法なものであると主張するのが、従来
オーストラリアにおいて最も一般的な気候訴訟の形
であった。もっとも、近時は行政法上の手段以外の
訴訟類型も活用されるようになってきている。

（1）類型
A．コモン・ロー上の手段
　コモンウェルスとしてオーストラリアはイギリス
法を継受しており、現在においてもオーストラリア
の法体系はコモン・ローを基盤としつつ、制定法が
コモン・ローを改変する役割を担う構造となってい
る�。
　気候訴訟において活用されうる不法行為法上の訴
因としては、①ニューサンス（生活妨害）、②ネグ
リジェンス（注意義務違反）、③共謀、④虚偽表示
が挙げられる�。しかしながら、オーストラリアは、
アメリカで数多く提起されているような気候変動に
関するコモン・ロー訴訟をほとんど経験してこな
かった。政府や企業に対して温室効果ガスの排出削
減を促すための訴訟は、すべて具体的な法令に基づ
いて行われてきたのである。これは、オーストラリ
アにおいてはネグリジェンスやニューサンスに関す
るコモン・ローが他の法域に比べて保守的である�

ことから、原告にとってハードルが高く、不法行為
に基づく訴訟が一般的にあまり利用されていない�

ことに起因する。オランダの NGOがオランダ政府

を相手に争った 2015年のウルゲンダ事件�は、気
候変動に関する不法行為（ネグリジェンス）訴訟と
して注目されたが、同事件が依拠したオランダの法
律とオーストラリアにおける立法状況や内容の違い
から、同事件を模倣した訴訟がオーストラリアにお
いて成功する可能性は低いと考えられている�。
オーストラリアにおいては、裁判所が気候変動に関
する注意義務の存在を認めることには消極的であろ
うし、仮に注意義務の存在が認められたとしても、
特定の損害の発生を予見しそれを予防する措置を講
ずべきであったことの立証が難しいことから、注意
義務違反（ネグリジェンス）が認められることはほ
とんど見込めないと考えられてきたのである�。
もっとも、近時の判例においては、EPBC法に基づ
く承認の決定に際して環境大臣が将来世代に損害が
発生することを防止する合理的な注意義務を負うこ
とを認めたものがある（Ⅳ．2（1）（ⅸ）参照）。

B．行政法上の手段
　行政法上の手段としては、①司法審査、②市民訴
訟、③本案審査が挙げられる。
　①司法審査�は、1977年行政決定（司法審査）
法（以下、「ADJR法」）�に基づき「決定による不
利益を受けた者」が裁判所に対し当該行政決定の合
法性の審査を求めるものであり、環境法違反を抑制
したり是正したりするために利用することができ
る。EPBC法 487条（2）は ADJR法上の司法審査を
求めうる「決定による不利益を受けた者」の定義を
次のように拡張している。

以下の条件に該当する者は、決定、不作為、作
為によって不利益を受けた者とみなされる。

──────────────────
�　平松紘他『現代オーストラリア法』（敬文堂・2005年）13頁以下参照。なお、イギリスのコモン・ローとは異なる進化を遂
げた「オーストラリア・コモン・ロー」の存在が指摘されている。
�　Brian J. Preston, Climate Change Litigation (Part 1), 5 CCLR 3 (2011) at 4-14.
�　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, Climate Litigation, 36 ALTERNATIVE L.J. 27 (2011) at 28.
�　Jacqueline Peel & Hari M. Osofsky, Climate Change Litigation’s Regulatory Pathways: A Comparative Analysis of the United 

States and Australia, 35 LAW & POL’y 150 (2013) at 173.
�　Urgenda Foundation v. Kingdom of the Netherlands (2015) C/o9/456689 / HA ZA 13-1396 (Hague District Court).
�　Sarah Flynne, Opportunities for Novel Climate Change Litigation in Western Australia, 48 U.W. AUSTL. L. REV. 189 (2020) at 

207.
�　Jacqueline Peel, Hari Osofsky & Anita Foerster, Shaping the ‘next Generation’ of Climate Change Litigation in Australia, 41 

MELB. U. L. REV. 793 (2017) at 820-821.
�　オーストラリアの司法審査に関しては、北島周作「オーストラリアの司法審査制度と行政上の主体の多様化」大貫裕之他編
『行政法理論の基層と先端』（信山社・2022年）27頁以下参照。
�　The Administrative Decisions (Judicial Review) Act 1977 (Cth).
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（a） オーストラリア市民であるか、オーストラ
リアまたは国外準州に居住しており、かつ、
（b） その決定、不作為または作為の直前 2年間
のいずれかの時点で、その者がオーストラリア
または国外準州において、環境の保護、保全、
または調査研究のための一連の活動に従事して
いた。

　EPBC法は、照会された行為が管理対象行為に該
当するか否かの決定および管理対象行為に対して承
認を与えるか否かの決定について大臣に広範な裁量
権を与えているが、この裁量権の行使は司法審査の
対象となる�。司法審査を行う裁判所は、自らの意
見を大臣の決定に代えることはできず、大臣が提出
する客観的証拠を手掛かりに当該決定が法定要件
（手続的要件も含む）を満たしているかを判断する
こととなる�。EPBC法は、大臣に対して気候変動
または温室効果ガスの排出を考慮することを明示的
に義務づけてはいないため、気候訴訟においては、
法定の考慮要素のなかにこれらの要素を組み込む解
釈の妥当性が争われる。とりわけ、EPBC法のよう
に意思決定者の義務的な考慮要素に ESDが含まれ
ている場合には、ESDの考慮をしなかったことや
その不十分さを根拠に決定の是正または取消しが求
められる。
　②市民訴訟は、開かれた当事者適格（open stand-
ing）規定に基づいて行われる。例えば、ニューサ
ウスウェールズ州の 1979年環境計画評価法（the 
Environmental Planning and Assessment Act：EPA
法）は、差止命令について次のように規定している
（9.45条（1））。

何人も、本法違反の是正または抑制を命ずるた
めの訴訟を裁判所に提起することができる。こ
れは、当該違反によって、またはその結果とし

て、その者の権利が侵害されたか、もしくは侵
害される可能性があるか否かを問わない。

こうした根拠規定がある場合には、行政の意思決定
に関して直接の利害関係のない者も、気候変動に関
する考慮を求めて提訴することが可能である。実際
に、グレイ対マッコーリー事件�（Ⅳ．2．（1）（ⅵ））
は、温室効果ガス排出に関するオーストラリア初の
市民訴訟として注目された�。
　③本案審査は、司法審査とは異なり、裁判所が決
定者の提出する証拠資料に限らず新たな証拠を入手
し、それに基づいて決定者に代わって再度判断を下
すものである�。気候訴訟に関しては、環境法上の
明文規定に基づいて、その限りにおいて特定の者を
被告とする場合にのみ本案審査を請求することが可
能である�。例えば、ニューサウスウェールズ州の
1979年土地・環境裁判所法 17条には、土地・環境
裁判所で本案審査手続を開始できる環境法令の条項
が列挙されている。これまでのところ、オーストラ
リアでは適応に関する本案審査の事例において、裁
判所が気候変動による影響を考慮すべきとして適応
に資する結論をとるものが多い。他方、原告が風力
発電所への承認に反対して争われた事例において
は、裁判所が、風力発電所が有する気候変動の緩和
に資するという公共の利益と、風力発電所の建設に
よる視覚的アメニティへの影響の抑止という私的利
益とを比較し、公共の利益が私的利益を上回るとし
て承認を肯定する判断をしたことが注目される�。
本案審査の場面では、適応のみならず緩和に関する
事例においても、裁判所が気候変動への配慮が必要
であることを前提とした判断を下す傾向が見受けら
れるようになってきており、これは、適用される法
律が気候変動への配慮に明示的に言及していない場
合も同様である�。

──────────────────
�　Virginia Tice, supra note 7, at 305-306.
�　Id.
�　Gray v. Macquarie Generation [2010] NSWLEC 34.
�　Brian J. Preston, Climate Change Litigation (Part 2), 5 CCLR 244 (2011) at 251; Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 

45, at 30.
�　Brian J. Preston, supra note 55, at 252. 司法審査と本案審査の区別の詳細は、D. Kerr, The Intersection of Merits and Judicial 

Review: Looking Forward, 32 U. QUEENSLAND L.J. 9 (2013)参照。
�　Brian J. Preston, supra note 1, at 500.
�　Taralga Landscape Guardians Inc v. Minister for Planning and RES Southern Cross Pty Ltd (2007) 161 LGERA 1.
�　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 30.
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C．新たなアプローチとその限界
　気候訴訟には、上記のような既存のアプローチと
は異なる新たなアプローチとして、①政府による緩
和策を強制するアプローチ、②適応策の資金確保の
ために化石燃料企業に対して損害賠償を求めるアプ
ローチ、③会社法や証券取引法に基づく請求、④抗
議活動に対する刑事訴追を受けた者が「気候変動対
策の必要性」の抗弁を用いる試み�、⑤人権法に基
づく訴訟が挙げられる。
　しかしながら、オーストラリアにおいては、他の
国々よりも新たなアプローチの条件が厳しく不利で
あり、そこには次の二つの背景があるといわれてい
る�。一つは、オーストラリアの憲法構造である。
歴史的にも構造的にも、オーストラリア憲法には、
国民主権よりも議会主権の概念が色濃く、個人の権
利の保護は既に十分であったという感覚が貫かれて
いる。これには、1900年に連邦憲法（the Austra-
lian Constitution Act）が制定された際、その焦点は
連邦と州との関係性（立法権限の配分等）にあり、
国家権力と市民の権利との関係性への関心が薄かっ
たことから権利章典が置かれず現在に至るオースト
ラリア憲法の特異性�に大いに関係しているものと
思われる。そのため、気候訴訟の新たなアプローチ
が実現しにくい理由の一つは、法理論よりもむしろ
保守的な司法の在り方にあると指摘されている。二
つ目は、高等法院（the High Court）の法文化である。
高等法院は、歴史的背景および現在の構造のいずれ
においても、政治的分裂よりも同調と整合、および
改革よりも教義上の保守主義の文化を優先してお
り、こうした文化が下級裁判所の斬新な判決や理論
の発展を抑制することによって、下級審の司法態度
のばらつきを抑制し統合に向かわせる効果があると

されている�。
　こうした状況下では、資金の乏しい訴訟当事者が
気候訴訟の戦略を選択する場合に、不利なコストリ
スクを最小化するために、より勝訴の見込みのある
既存のアプローチを採用するのは当然であり、その
ためにオーストラリアでは新たなアプローチの進展
が他の国々と比較して小さいのである�。

（2）訴訟費用の問題
　ここで、訴訟費用の問題にも若干触れておきた
い。気候変動訴訟のほとんどは、自らの具体的な権
利侵害を争う私的な主張とは離れた公益訴訟であ
る。公益訴訟には、その社会的影響力を背景に、規
制に対して消極的であった行政府に圧力をかけるこ
とが可能となる点や、裁判所は行政とは異なり、持
ち込まれた問題から逃げることなく結論を出さなけ
ればならない立場にあるため、問題解決に向けて事
態の進展が望めるという点に、それぞれ原告にとっ
てのメリットがあるとされる�。これに対して、原
告にとっての公益訴訟の最大のデメリットは、費用
負担の懸念である。一般的に、公益訴訟の原告は、
勝訴したとしても当該訴訟から直接個人的な利益を
得ることはない。さらに、オーストラリアはイギリ
スのコモン・ロー上の「敗訴者負担主義（costs fol-
low the event）」�に基づき、敗訴者が自らの訴訟費
用のみでなく勝訴者の訴訟費用をも負担することが
原則である�。裁判所は、敗訴当事者に訴訟費用の
支払いをどのように命ずるかについて裁量権を有す
る�。気候訴訟は通常、専門家の証拠の提出を必要
とする複雑な科学的問題を含むため、費用のハード
ルが特に高くなる傾向にあり、費用の負担を考慮す
れば、資金の乏しい者は、勝ち目のない訴訟を提起

──────────────────
�　オーストラリアにおいては、1996年被害者支援・回復法（the Victims Support and Rehabilitation Act 1996 (Cth)）に基づき、
裁判所が抗議者に対して被害者補償命令を下すこととなるが、これにより抗議活動を行うことが経済的に難しくなることが懸
念されている。イギリスでは、「気候変動対策の必要性」の抗弁が認められ、抗議者らが無罪となった事例があるが、オース
トラリアの治安判事が同様の判断をする可能性は低いといわれている。Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 32.
�　Danny Noonan, supra note 42, at 61-65.
�　平松他・前掲注（43）9-12頁参照。
�　Danny Noonan, supra note 42, at 61-12.
�　Id., at 65.
�　Brian J. Preston, supra note 1, at 486.
�　敗訴者負担主義を紹介するものとして、さしあたり、林晃大「イギリスにおける環境公益訴訟とオーフス条約」近畿大学法
学 61巻 1号（2013年）37頁以下参照。
�　Nicola Pain & Rachel Pepper, Legal Costs Considerations in Public Interest Climate Change Litigation, 30 K.L.J. 211 (2019) at 

212.
�　Virginia Tice, supra note 7, at 316.
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しようとは考えない。実際に、気候訴訟に敗訴した
原告（環境団体）が裁判所により被告の訴訟費用も
負担するよう命じられた結果、自主的に解散した事
例もある（Ⅳ．2．（1）（ⅳ））�。気候訴訟の特殊性に
鑑み、原告側の負担を軽減するために敗訴者負担主
義を修正する必要性が認識されており、裁判所が実
際に利用可能な手段として次の 4つが挙げられて
いる�。
　第一に、費用保護命令（protective cost order：
PCO）である。これは、オーストラリアでは「最大
費用命令（maximum costs order）」とも呼ばれ、当
事者の申請に応じ裁判所が命令によって敗訴者が支
払うべき費用の額を制限するものである。連邦裁判
所規則 41.51条のほか、ニューサウスウェールズ州
統一民事手続規則 42.1条（1）にも明文規定がある。
裁判所が PCOを下すか否かを判断するための考慮
要素としては、①申請のタイミング、②原告の請求
が議論の余地のあるものかどうか、③公共の利益に
関する訴訟であるかどうか、④原告が私的な利益を
有するかどうか、⑤ PCOが下されなければ訴訟手
続が継続しないかどうか、⑥原告の弁護人が善良な
活動をしているかどうか、⑦ PCOの比例性、⑧原
告の費用見積りの合理性等がある。なお、最近の事
例として、気候変動に関する情報開示について争わ
れた 2019年のマーク・マクベイ事件�（Ⅳ．2．（3）
（ⅰ））では、原告が PCOを申請したが、裁判所が
これを拒否した。裁判所は本件が公益訴訟であるこ
とは認めつつも、PCOを下さない理由として、原
告の財政状況が不明であったこと、および、原告に
対する資金提供者による追加的資金の用意の有無が
不明であったことを挙げている。
　第二に、費用の割り当て制度（apportionment of 
cost）である。これは、訴訟で争われた複数の争点
のうち、勝訴者が明らかに支配的な特定の争点につ
いて、当該争点に関する事実の成否に基づいて費用
が割り当てられ、結果として被告の訴訟費用の一部
のみを原告が負担するというものである。
　第三に、有益な公益訴訟の敗訴者にはそもそも費

用命令を下さないという選択肢もある。通常のコモ
ン・ロー上の運用とは異なる例外的な位置づけとな
るため、これを正当化しうる条件が判例�によって
示されている。すなわち、①公益のための訴訟であ
るかどうか、②公益のために提起されたこと以上の
特徴があるか、③原告にも落ち度がある等の対抗要
件があるかどうか、である。さらに、②については、
一つ以上の重要かつ新規の問題を扱う訴訟であるこ
とや、環境またはその構成要素を保護するための訴
訟であること、等の 5つの要素が挙げられ、③につ
いては、原告が訴訟結果により私的な利益を受ける
立場にあるかどうか、公共性の幅が狭くないかどう
か、または、原告の主張に不誠実な点があるかどう
か、等の 6つの対抗要件が挙げられている。なお、
公益訴訟において裁判所が費用命令を下さないとい
う選択が可能であることに関しては、ニューサウス
ウェールズ州の 2007年土地・環境裁判所規則 4.2
（1）に明文規定の例がある。
　第四に、費用担保命令（security for costs order）
を下さないという方向で原告を一定程度保護する可
能性もある。費用担保命令は、被告の申請により、
訴訟手続終結時に原告が被告に対する費用命令に応
じた支払いをすることができなくなることを防ぐた
めに裁判所が下すものである。裁判所が裁量により
費用担保命令を下さない場合を明文で認めている例
としては、ニューサウスウェールズ州土地・環境裁
判所規則 4.2（2）がある。

2．気候訴訟の展開
　以下、オーストラリアの気候訴訟について、緩和
事例、適応事例、および新たなアプローチの 3つの
カテゴリーごとに主要な判例を取り上げ、今日まで
の歴史的経緯を分析する。

（1）緩和事例
（ⅰ）オーストラリアで初めての気候訴訟は、1994
年のグリーンピース対レッドパワーバンク事件（以
下、「グリーンピース事件」）�である。

──────────────────
�　Wildlife Preservation Society of Queensland Proserpine/ Whitsunday Branch Inc v Minister for the Environment & Heritage 

(2006) 232 ALR 510; Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 27.
�　Nicola Pain & Rachel Pepper, supra note 67, at 214-223.
�　Mark McVeigh v. Retail Employees Superannuation Trust [2019] FCA 14.
�　Caroona Coal Action Group Inc v. Coal Mines Australia Pty Ltd (No 3) (2010) 173 LGERA 280.
�　Greenpeace Australia v. Redbank Power Company (1994) 86 LGERA 143.
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　【事案】グリーンピースオーストラリアは、ハン
ターバレーに建設予定の新規の火力発電所に異議を
唱えた。すなわち、レッドパワーバンク社に対して
ニューサウスウェールズ州の EPA法に基づきシン
グルトンカウンシルが与えた開発許可について、同
プロジェクトによる温室効果ガス排出は地球の大気
中の温室効果を許容できないほど悪化させるもので
あるから、予防原則を適用して開発許可申請を拒否
すべきだとして、EPA法 98条（現 8.8条）に基づ
き本案審査（B③）を申し立てた。
　【判旨】ニューサウスウェールズ州土地・環境裁
判所は、予防原則に照らし、温室効果ガスの排出と
気候変動が開発許可にあたって考慮されるべきもの
であることは認めつつも、温室効果ガスの排出と気
候変動は、開発許可をすべきか判断をする際に他の
すべての考慮事項に優先されるものであってはなら
ないと判断し、開発許可を与えるという決定を維持
した。
　【意義】本判決は、気候変動に関する最初の本案
審査の事例でもあった。結論としては規制推進派が
敗訴しているが、気候変動に関して裁判所が初めて
予防原則を適用した点に意義があり�、その後の
オーストラリアにおける気候訴訟の一つのモデルを
提供したと評価されている�。もっとも、裁判所は、
個々の発電所の事業を阻止すべきかどうかは、政府
の政策の問題であって裁判所が決定すべきことでは
ないとも述べている。

（ⅱ）オーストラリアにおける気候変動に関する最
初の司法審査の事例は、2004年のヘーゼルウッド
発電所事件�である。
　【事案】オーストラリア自然保護財団は、ビクト
リア州最大規模の火力発電所のための炭鉱拡張計画
に対して出された開発許可につき、石炭燃焼による

温室効果ガス排出の影響が考慮されていなかったこ
とを指摘し、1987年ビクトリア州計画環境法に基
づき司法審査（B①）を申し立てた。
　【判旨】ビクトリア州民事・行政裁判所は、許可
の申請や計画変更の申請に対しては、直接的である
か間接的であるかを問わず、関連する全ての環境影
響を考慮しなければならないとし、炭鉱から石炭を
供給された発電所における温室効果ガス排出による
環境影響も、当該炭鉱による影響として考慮される
べきものであると判断した。
　【意義】本判決により、温室効果ガスの間接的な
または川下での排出も、開発事業に対する意思決定
における考慮要素として捉える道が開かれた�。な
お、判決後にビクトリア州はヘーゼルウッド発電所
の所有者との間で、前例のない「温室効果ガス削減
協定」を締結し、これに基づき同発電所の温室効果
ガス排出削減が図られた�。

（ⅲ）この流れを受け、2006年のグレイ対計画大臣
事件�では、ニューサウスウェールズ州土地・環境
裁判所が画期的な判決を下すこととなる。
　【事案】センテニアル・ハンター社がニューサウ
スウェールズ州の EPA法に基づき、ハンターバ
レーにアンビルヒルプロジェクトとして知られる大
規模炭鉱を建設する開発許可を申請したところ、同
州の計画大臣がこれを承認した。原告は、アンビル
ヒルプロジェクトに対する同法に基づく環境影響評
価が予防原則や世代間衡平等を含む ESDを考慮に
入れていなかったにもかかわらず承認がなされたと
指摘し、司法審査（B①）を申し立てた。
　【判旨】裁判所は、EPA法に基づく環境アセスメ
ントは、直接的なもののみでなく間接的なものも含
めて、「現実的な関連性」をもつ影響を考慮するも
のであるとし、川下での石炭の使用（スコープ 3）�

──────────────────
�　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 30.
�　Jacqueline Peel, Hari Osofsky & Anita Foerster, supra note 49, at 21.
�　Australian Conservation Foundation v. Latrobe City Council (2004) 140 LGERA 100.
�　Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at 42.
�　Brian J. Preston, supra note 1, at 493.
�　Gray v. Minister for Planning (2006) 152 LGERA 258.
�　スコープ 1とは、鉱山企業からの直接的な温室効果ガス排出を指し、スコープ 2とは、鉱山企業が使用する電力を購入する
ことによる間接的な温室効果ガス排出を意味する。本件の環境影響評価には、スコープ 1および 2による温室効果ガス排出は
含まれていた。スコープ 3とは、当該企業が所有または管理していない排出源から発生する間接的な温室効果ガス排出のこと
であり、本件の環境影響評価においては対象外とされていた。なお、スコープ 1～3の区分は、世界環境経済人協議会および
世界資源研究所が設定した「2004年温室効果ガスプロトコル」による。
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による温室効果ガスの排出は、炭鉱の環境影響評価
において「考慮すべき関連事項」であると判示した。
すなわち、石炭採掘と気候変動の原因となる温室効
果ガスとの間には十分に近接した関連性があり、石
炭採掘は環境影響を及ぼすものであると結論づけた
のである�。さらに、同法に基づき開発許可を与え
るか否かを判断する際には、「公共の利益」を考慮
しなければならず、ここにいう「公共の利益」には
ESDが含まれると述べた。
　【意義】本判決は、環境影響評価と ESDとを結び
つけた点に大きな意義がある�。EPA法には、目的
規定（旧 5条、現 1.3条）に ESDが掲げられてい
るが、それ以外の条項には、ESDを意思決定の考
慮要素とする旨は明記されていない。それにもかか
わらず、土地・環境裁判所は、同法のもとで一般的
な考慮事項とされている「公共の利益」（同法旧
75C条（1）（e）、現 4.15条）を介することで、環境
影響評価を含む同法のすべての部分にも ESDの考
慮が求められるとの解釈を示したのである。本判決
は、気候変動問題を国民的議論の前面に押し出す政
治的勝利であると評価されており�、さらには、現
代のオーストラリア環境法のパラダイムであるとも
いわれている�。
　ただし、スコープ 3の排出は、他のすべての考慮
事項よりも優先的な扱いをされるものではなく、意
思決定者には ESDをどのように適用するかを判断
する裁量があるため、結果として行政の意思決定プ
ロセスにおいて ESDの考慮が実質的な変化をもた
らさない懸念がある旨が指摘されている�。事実、
ニューサウスウェールズ州計画大臣は、本判決に示
された通りにスコープ 3の排出と ESDを考慮に入
れたうえで、2007年にアンビルヒルプロジェクト
の鉱山計画を承認している。なお、本判決において

裁判所は、意思決定者や裁判所が、気候変動が地球
規模の問題であることを理由に、地域の開発の影響
を検討することを拒否してはならないと述べてお
り、この点を称賛する見解もあったが�、後の「大
海の一滴」論の登場により、事態が変わっていく。

　この時期の緩和事例には、上記のような州法に基
づくものとは別に、連邦法である EPBC法に関す
る事例も存在した。特に注目すべきは次の二件であ
る。一つは、2006年の野生生物保護協会事件�（ⅳ）
であり、もう一つは、2007年のアンビルヒル事件�

（ⅴ）である。二件とも規制推進派の原告が敗訴し
ているが、EPBC法の改正につながったという点で
共通している。

（ⅳ）野生生物保護協会事件
　【事案】本件は、クイーンズランド州ボーエン盆
地における新規炭鉱開発に関する二つの計画に対す
る連邦環境・遺産大臣の二つの決定（EPBC法にお
ける管理対象行為ではないとして承認手続を不要と
した決定）につき、クイーンズランド州野生生物保
護協会（以下、「協会」）が連邦裁判所に司法審査（B
①）を申し立てたものである。協会は、炭鉱から産
出される石炭の燃焼が地球温暖化の原因となり、グ
レートバリアリーフのような世界遺産地域の生態系
に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとして、
EPBC法に基づく環境影響評価の必要性を主張した。
　【判旨】これに対して連邦裁判所は、大臣は温室
効果ガス排出の問題と、それが世界遺産の価値に及
ぼす間接的な影響の可能性を既に考慮していたと判
断した。そのうえで、EPBC法は「世界的な石炭燃
焼の影響ではなく」、計画されている炭鉱の影響に
対処することを大臣に求めているのであると判示し

──────────────────
�　Anna Rose, Gray v Minister for Planning: The Rising Tide, of Climate Change Litigation in Australia, 29 SYDNEY L. REV. 725 

(2007) at 731.
�　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 29.
�　Virginia Tice, supra note 7, at 312-313.
�　Danny Noonan, supra note 42, at 39.
�　Id.
�　Anna Rose, supra note 81, at 732. なお、本判決とほぼ同時期に、連邦裁判所は、炭鉱での石炭採掘とグレートバリアリーフ
への影響との間に因果関係があるとは到底認められないとして、スコープ 3の排出に関する考慮を不要とする判決を下してい
る。Wildlife Preservation Society of Queensland Proserpine/ Whitsunday Branch Inc v. Minister for the Environment & Heritage 
(2006) 232 ALR 510.
�　Wildlife Preservation Society of Queensland v. Minister for the Environment and Heritage (2006) 232 ALR 510.
�　Anvil Hill Project Watch Association Inc. v. Minister for the Environment and Water Resources (2007) 243 ALR 784.
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た。
　【意義】本判決において連邦裁判所が、EPBC法
においても直接的な影響のみならず間接的な影響を
も意思決定における考慮事項とすべきことを明示し
たことを受けて、EPBC法に 527E条が新設され
た�。これにより、EPBC法にいう「影響」には、
ある出来事や状況の直接的な結果のみならず、当該
出来事や状況が実質的な原因となって生じた間接的
な結果が含まれることとなった。

（ⅴ）アンビルヒル事件
　【事案】本件は、「大海の一滴」論を採用した判決
として知られている。「大海の一滴」とは、「気候変
動が地球規模の問題であることを考慮すれば、単一
の排出源からの排出は通常、地球規模の大きな排出
プールにおいてはごくわずかであり、そのごくわず
かな排出では重大な影響は生じない」というもの
で、規制推進派によって提起された気候訴訟の被告
が用いる抗弁である�。本件においては、ニューサ
ウスウェールズ州のハンターバレーで計画されてい
たアンビルヒルプロジェクトにおける炭鉱は EPBC
法における管理対象行為ではないとする大臣の決定
について、アンビルヒルプロジェクト・ウォッチ・
アソシエーションが気候変動への影響を考慮すべき
ことを主張し、司法審査（B①）を申し立てた。
　【判旨】連邦裁判所は、被告である連邦環境・水
資源大臣の主張を入れて「大海の一滴」論を採用し
たうえで、野生生物保護協会事件と同じ理由で申立
てを棄却する旨を述べた。なお、グレイ対計画大臣
事件の判決後の 2007年初めに、環境・水資源大臣
は、アンビルヒルプロジェクトが EPBC法の管理
対象行為には該当しない旨の決定を下していた。そ
の理由は、環境影響評価書および予防原則を考慮し
た結果、同プロジェクトと温暖化の間の因果関係が
特定できない可能性が高いことであった�。
　【意義】本判決は、野生生物保護協会事件ととも

に、EPBC法において温室効果ガス排出を国家環境
上の重要事項に対する重大な影響として捉えること
の困難性を浮き彫りにしたが、その後、連邦政府は
EPBC法を改正し、国家環境上重要な事項に生態系
を導入した�。

　以上の一連の訴訟結果に対しては、「予防原則と
世代間衡平をうたった強固な法律でさえ、オースト
ラリアの炭鉱の拡張を阻止することはできなかっ
た」という悲観的な見方が強かった�。しかしなが
ら、その後の緩和事例には新たな動きがみられた。

（ⅵ）2010年のグレイ対マッコーリー事件�は、温
室効果ガス排出に関するオーストラリアで初めての
市民訴訟（B②）である�。
　【事案】気候変動活動家である原告らは、マッコー
リージェネレーション社がニューサウスウェールズ
州の環境保護管理法（the Protection of the Environ-
ment Operations Act 1997）115条 1項に違反し、故
意または過失により、廃棄物の処分に関するライセ
ンスを得ないまま、環境に害を及ぼす可能性のある
方法で大気中に二酸化炭素を排出するという形で廃
棄物の処分を行ったと主張し、その旨の宣言的判決
を求めた。
　【判旨】ニューサウスウェールズ州土地・環境裁
判所は、二酸化炭素がライセンスで明確に許可され
ていない廃棄物であるとする原告の主張を却下した
うえで、請求の修正を許可した。原告側の新たな主
張は、発電所から排出される二酸化炭素の一部はラ
イセンスによって許可されるかもしれないが、暗黙
の条件を超えて排出される残りの二酸化炭素は合法
的な権利の範囲を超え、違法であるというもので
あった。裁判所がこの主張の一部を認容したため、
被告が控訴した。控訴審�においては、原審におけ
る「暗黙の条件」の根拠であった「合理的な配慮と
注意（reasonable regard and care）」に関するコモ

──────────────────
�　Brian J. Preston, supra note 1, at 504.
�　Lydia Akinyi Omuko, supra note 41, at 57.
�　Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at 43.
�　Brian J. Preston, supra note 1, at 505.
�　Tracy Bach & Justin Brown, supra note 35, at43.
�　Gray v. Macquarie Generation [2010] NSWLEC 34.
�　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 30.
�　[2011] NSWCA 424.
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ン・ロー上の原則は、私的な権利を保護するのみで、
法令に基づいてなされた許可には適用されないとし
て、原審の判決を覆した。
　【意義】右のような原告側の主張は、アメリカの
著名な 2件の気候訴訟において認められた主張（二
酸化炭素を大気浄化法上の汚染物質であるとする主
張�と、気候変動をニューサンスとする主張�）の
影響を受けている�。ニューサウスウェールズ州の
環境保護管理法は、連邦法にはみられない汚染防止
法である。原告の主張は認められなかったが、汚染
防止法の多くは汚染者負担原則を組み込み、汚染の
程度に応じて汚染者から費用を徴収するライセンス
制度を導入しているという点で、気候変動に対処す
るための有効な手段であるといえる�100。

（ⅶ）2017年には再び EPBC法の適用をめぐる事 
件に対する連邦裁判所の判断が示された（ACF事
件�101）。
　【事案】クイーンズランド州中部で炭鉱開発を行
う企業に対する EPBC法に基づく承認について、
オーストラリア自然保護財団（ACF）が、EPBC法
527E条に基づき石炭燃焼による温室効果ガスの排
出がグレートバリアリーフに与える影響が考慮され
ていないことを指摘し、司法審査（B①）を申し立
てたものである。
　【判旨】連邦裁判所は、環境エネルギー大臣がス
コープ 3の排出を EPBC法の下で考慮すべきかど
うかを判断する際に、完全代替論に依拠したことに
は問題がない旨を述べた。「完全代替論（perfect 
substitution argument）」とは、ある炭鉱プロジェク
トが阻止されても別のプロジェクトが進行するため
に全体としての影響は変わらないという議論である。
　【意義】本判決においては、2007年の野生生物保
護協会事件後の EPBC法改正により 527E条が新設
されたことから、同条が主張の根拠に組み込まれた
にもかかわらず、規制推進派の原告が勝訴すること

はできなかった。なお、連邦裁判所は、EPBC法で
考慮されるべき「影響」に関する決定は政治的影響
をもたらす可能性を孕んでおり、これは大臣と政府
が解決すべき問題であるとも述べている。

（ⅷ）他方、2019年のグロスター事件�102においては、
ニューサウスウェールズ州の土地・環境裁判所が再
び画期的な判決を下した。
　【事案】本件は、16年間で 2100万トンの石炭を
生産するロッキーヒル炭鉱プロジェクトの許可申請
が却下されたことを不服として、開発事業者である
グロスターリソースリミテッド社が本案審査（B
③）を申し立てたものである。本件において計画大
臣は、2006年のグレイ対計画大臣事件で土地・環
境裁判所が判示した通り、ニューサウスウェールズ
州の EPA法の下での「意思決定においては公共の
利益を考慮しなければならず、公共の利益には
ESDが含まれる」という解釈を用いて本件炭鉱申
請について考慮した結果、同プロジェクトは公共の
利益に適わず、直接的および間接的な温室効果ガス
の排出が気候変動の原因となるため、ESDに反す
るとして、許可申請を却下していた。
　【判旨】裁判所は、パリ協定や他の法域の気候訴
訟の影響を踏まえ、新規炭鉱を承認する時期として
「間違っている」とし、気候変動の影響を含む費用
対効果を考慮した結果、同プロジェクトは公共の利
益に反するとして大臣の判断を支持した。
　【意義】本判決は、炭鉱からの温室効果ガスの排
出が気候変動に寄与するという科学的根拠を基礎と
した点に意義がある�103。また、2006年のグレイ対
計画大臣事件の判示が大臣の意思決定に反映され、
実際に気候変動緩和に資する結論が導き出されてい
ることは注目に値する。

（ⅸ）さらに、2021年のシャルマ事件�104において、
連邦裁判所はオーストラリアで初めて、政府関係者

──────────────────
�　Massachusetts v. EPA 549 US 497, 127 S.Ct. 1438, 167 L.Ed.2d. 248 (2007).
�　Connecticut v. American Electric Power Co. 406 F Supp 2d 265 (SDNY, 2005)
�　Brian J. Preston, supra note 1, at 509.
�100　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 30.
�101　Australian Conservation Foundation Incorporated v. Minister for the Environment and Energy [2017] FCAFC 134.
�102　Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning [2019] NSWLEC 7.
�103　Jacqueline Peel & Jolene Lin, supra note 2, at 722.
�104　Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v. Minister for the Environment [2021] FCA 560.
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が気候変動の影響による損害発生のリスクを回避す
る注意義務を負うことを認めた�105。
　【事案】本件は、8名の若者が連邦政府に対し、
ホワイトヘブン・ヴィッカリー炭鉱の拡張計画に対
する承認をしないよう EPBC法に基づき司法審査
（B①）を申し立て、予防的差止命令を求めた事案
である。原告らは、① 18歳未満の子どもたちを代
表している旨を主張するとともに、②連邦大臣には
若者に対するコモン・ロー上の注意義務があるこ
と、さらには、③炭鉱が採掘した石炭を燃焼させる
ことが気候変動を促進し、将来の若者に被害を及ぼ
すことを主張した。
　【判旨】連邦裁判所は、将来世代に与える予見可
能な損害が壊滅的なものであることを根拠に、彼ら
を直接的に影響を受ける者とみなすべきであると
し、連邦政府が子供たちに対して合理的な注意義務
を負うことを認めたが、大臣が承認決定時に注意義
務に違反する可能性が高いことを原告らが立証でき
ていないことを理由として差止命令は下さなかった。
　【意義】本判決は、連邦政府の将来世代に対する
注意義務を認めた画期的な判決として歓迎された�106

が、判決のわずか 2か月後に大臣は本件炭鉱拡張計
画に対し承認を与え、翌年の控訴審判決�107において
連邦裁判所は全会一致で原審を覆した。「司法機関
が解決するにはふさわしくない」政治的な問題であ
ることや、大臣と子どもたちとの関係性の不十分さ
等が理由として挙げられた。控訴審判決が原告ら以
外の人々をも拘束することになる事態を避けるた
め、原告らの申出により、18歳未満の子どもたち
を代表するという訴訟手続は終結し、原告らが上訴
せず確定した。原審は、控訴審の結果にかかわらず、
世代を超えた正義の重要性を強調するものであると
評価されている�108。

（2）適応事例
　オーストラリアの気候訴訟の 8割は適応事例で
あり、適応事例は緩和事例と比較するとはるかに成
功を収めている。その理由としては、①計画、土地
利用、ハザード・リスク管理等、政治的影響の比較
的少ない問題に集中していること�109や、②個人や政
府に行動を求める緩和事例とは異なり、手続論に重
点を置いており、ベースラインを変更することで政
府や組織がそれを新たな規範であると捉えることを
目的としていること�110が挙げられている。
　歴史的にみると、2000年代中頃に沿岸の気候変
動リスクに関する注目すべき複数の適応事例が現れ
た。2007年のノースケープ事件�111およびウォーカー
事件�112は、よく似た土地利用に関する事件である。

（ⅰ）ウォーカー事件
　【事案】本件は、ニューサウスウェールズ州の
EPA法に基づき、洪水リスクのある沿岸平野にお
ける宅地開発プロジェクトに対して大臣が承認を与
えたことに関する司法審査（B①）の事案である。
　【判旨】ニューサウスウェールズ州の土地・環境
裁判所は、EPA法において公共の利益は暗黙の考
慮事項であり、ESDは公共の利益の一要素である
として、これを考慮に入れずになされた大臣の承認
は無効であると判示した。これは、同裁判所の
2006年グレイ対計画大臣事件の判示を受けた内容
である。しかしながら、控訴審�113ではこの結論は覆
された。その理由は、本件承認がなされた時点では
公共の利益が ESDを含むまでに発展していなかっ
たという、承認の時期を問題とするものであった。
さらに、大臣は ESDおよび気候変動の影響を考慮
に入れたうえで、最終的に改めて本件プロジェクト
を承認している。
　【意義】結果としてはプロジェクトを阻止するこ
とはできなかったが、控訴審も含めた本件の意義と

──────────────────
�105　Mark Wilde, Causation and Climate Change Litigation: ‘Bridge too far’?, 2021 ALJ 268 (2021) at 273.
�106　See Costa Avgoustinos, ‘Sharma’: Climate Litigation Enters the Field of Negligence in Australia, 15 CCLR 248 (2021)
�107　[2022] FCAFC 35.
�108　Elizabeth Spencer & Chris McGrath, Currents of Change in Climate Litigation in Australia, 47 WM. & MARY ENV’t L. & POL’y 

REV. 121 (2022) at 122-123.
�109　Jacqueline Peel & Jolene Lin, supra note 2, at 717.
�110　Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, supra note 4, at 319.
�111　Northcape Properties Pty Ltd v. District Council of Yorke Peninsula [2007] SAERDC 50.
�112　Walker v. Ministerf or Planning (2007) 157 LGERA 124.
�113　(2008) 161 LGERA 423.
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しては、①グレイ対計画大臣事件を踏襲し、EPA
法に基づく意思決定には公共の利益および ESDの
考慮が必要であることが確認されたこと、②控訴審
判決後にプロジェクトの事業者が洪水リスクに関す
る追加情報に対応するためにプロジェクトを修正し
たこと、③大臣が最終的な承認の判断において気候
変動による洪水リスクの影響を考慮したこと、④
ニューサウスウェールズ州におけるその後の開発に
関するさらなる司法審査への道を開いたことが挙げ
られている�114。なお、ニューサウスウェールズ州は
2009年に海面上昇ポリシーステートメントを発表
している�115。

（ⅱ）適応事例において特に重要な役割を果たした
のは、2008年のギップスランド事件�116である。
　【事案】本件は、ビクトリア州の 1995年沿岸管
理法（the Victorian Coastal Management Act 1995）
に基づき設立されたギップスランド沿岸委員会が、
ギップスランドシャイアカウンシルが 1987年計画
環境法の下で沿岸の宅地開発プロジェクトに対して
行った開発許可の決定は、気候変動による海面上昇
の予測に照らして不適切であると主張し、本案審査
（B③）を申し立てたものである。
　【判旨】ビクトリア州民事・行政裁判所は、1987
年計画環境法の関連規定には気候変動の影響に関す
る具体的な考慮事項は含まれていないが、予防原則
を適用すれば気候変動による住居浸水のリスクが合
理的に予見されるため本件プロジェクトは容認でき
ず、開発許可を与えるべきではないと判示した。
　【意義】EPBC法やニューサウスウェールズ州の
EPA法とは異なり、ビクトリア州の計画環境法に
は考慮事項に予防原則を組み込むことが可能な関連
規定がないにもかかわらず、予防原則を適用して適
応に資する結論を導き出した点が本件の大きな特徴
である。また、このことは、法律に明文規定がない
場合であっても、予防原則は裁量権の行使に関連す

る考慮事項であり、裁判所が適用可能なものである
ということを示している�117。なお、本判決以降、ビ
クトリア州は沿岸の気候変動適応のための政策の策
定を積極的に進めるようになった�118。

（ⅲ）さらに、適応事例を扱う専門的な環境裁判所
のうち最も保守的であるとされてきたクイーンズラ
ンド州計画・環境裁判所が、気候変動の影響を正面
から考慮した事例として、2013年レインボーショ
ア事件�119がある。
　【事案】本件は、クイーンズランド州南東部沿岸
のレインボービーチ近くのインスキップ半島に、大
規模な統合型リゾートおよび住宅地を建設する計画
の許可申請に対する拒否決定への異議申し立て（B
③）である。
　【判旨】計画・環境裁判所は、浸食や高波に関す
る危険を理由に、インスキップ半島海岸側は宅地開
発には適していないとして申請拒否の決定を支持し
た。
　【意義】本判決は、クイーンズランド州の適応事
例に革命をもたらしたといわれている�120。
　2013年にニューサウスウェールズ州で前代未聞
の大火災が発生した際、当時のアボット首相は、気
候変動と山火事リスクの増加との間の因果関係を指
摘する見解を「全くのでっちあげ」として退けた。
Peel＆ Osofskyは、このような政治的議論が気候
変動適応に関する法政策の導入を妨げていたが、訴
訟がこのギャップを埋めてきたと述べている�121。
オーストラリアが地理的条件から気候変動に対して
極めて脆弱であることに起因して、適応事例はオー
ストラリアの適応策を他の先進国よりもはるかに前
進させる役割を果たしてきたのである�122。

（3）新たな方向性
　オーストラリアにおいては上記のような既存のア
プローチに基づく気候訴訟が大半を占めるが、新た

──────────────────
�114　Brian J. Preston, supra note 1, at 498-499.
�115　Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, supra note 4, at 125.
�116　Gippsland Coastal Board v. South Gippsland Shire Council [2008] VCAT 1545 (29 July 2008).
�117　Lydia Akinyi Omuko, supra note 41, at 68.
�118　Jacqueline Peel & Hari M. Osofsky, supra note 46, at 170.
�119　Rainbow Shores Pty Ltd v. Gympie Regional Council ＆ Ors [2013] QPEC 26.
�120　Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, supra note 4, at 129.
�121　Id., at 131-133.
�122　Jacqueline Peel & Hari M. Osofsky, supra note 46, at 171.
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なアプローチによる気候訴訟も徐々に増えてきてい
る。とりわけ注目すべきは次の二点である。
　第一に、会社法および消費者法に基づく訴訟（C
③）である。会社法�123は、企業情報開示（297、
299A条）、金融商品や金融サービスに関する虚偽
または誤解を招く行為（1014H条）、開示請求がな
された文書における虚偽または誤解を招く記述
（1308、1309条）等に関する義務を定めている。ま
た、オーストラリア消費者法は、2010年競争・消
費者法�124の別表第 2に含まれており、誤解を招くま
たはそのおそれのある行為等、取引や商取引におけ
る行為に適用される法的要件を定めている。
　気候変動に関する誤解を招く広告（虚偽表示）に
ついては、オーストラリア競争・消費者委員会
（Australian Competition and Consumer Commis-
sion：ACCC）が、オーストラリア消費者法（また
は 1974年取引慣行法）に違反している企業を相手
取り、是正および賠償命令を求めて提訴する事例が
2008年からみられるようになった。グリーンウォッ
シュを取り締まるものであるが、これまでの事例は
最終的に和解によって解決に至っているため、どの
ような行為が誤解を招くのかに関する裁判所の見解
は示されていない�125。
　ACCCの事例を除いては、気候変動対策を促進
するために会社法および消費者法を用いて訴訟で争
う取組みは限定的なものであったが、2020年前後
には会社法上の情報開示に関する訴訟が現れた。

（ⅰ）マーク・マクベイ事件�126

　【事案】本件は、オーストラリア最大の年金基金
の一つである小売従業員退職年金信託（Retail 
Employees Superannuation Trust：REST）を相手取
り、会社法 1017C条に基づく情報開示義務の違反
を争った事例（C③）である。RESTの出資者であ
るマクベイ氏は、RESTが気候変動リスク管理戦略
を適切に開示しておらず、法定開示義務に違反する

こと、および、投資運用において気候変動リスクを
十分に考慮せず、受託者義務に違反していることを
主張した。なお、Ⅳ．1．（3）で触れたように、原告
マクベイ氏は＄310,450を上限とする PCOを申請
したが、これに対する却下の命令が下された。その
後、RESTが気候変動リスクへの対応を公言し、
2020年 11月に和解が成立している。
　【意義】本件は、和解で終結したために気候変動
に関する会社法上の義務に関する判例にはならな
かったが、① RESTが公約を遵守するか否かにつ
いては世界中が注視していること、②国内最大級の
スーパーファンドを相手取る気候訴訟の提起を通じ
て前向きな結果を得ることができた先例であるこ
と、③世界中のファンドが気候変動リスクへの対応
プロセスを見直す機会を提供したことから、オース
トラリア気候訴訟のなかで重要な位置づけが与えら
れている�127。

（ⅱ）マーク・マクベイ事件の後、再び会社法に基
づく気候訴訟（C③）としてエイブラハムズ事件�128

が注目されたが、これも和解で終結している。
　【事案】本件は、会社法 247A条に基づきオース
トラリアコモンウェルス銀行の株主が気候変動関連
の情報を得るために社内文書へのアクセスを求めた
ものであった。
　【意義】メガバンクが気候変動関連の情報の開示
をめぐり提訴されたことで、金融業界全体にも気候
変動に対する取組みやその情報開示を強化する必要
性が共有された点に意義がある。和解に至らず裁判
が進行していれば、企業の気候変動リスク開示義務
を検討するオーストラリア初の判例となっていたで
あろう�129。

　第二に、人権法に基づく訴訟（C⑤）である。

（ⅲ）2020年のワラタ・コール事件�130は、オースト
──────────────────
�123　The Corporations Act 2001 (Cth).
�124　The Competition and Consumer Act 2010 (Cth). なお、同法は 2011年に 1974年取引慣行法（the Trade Practices Act 1974 (Cth)） 
に取って代わる形で施行された。
�125　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 31.
�126　Mark McVeigh v. Retail Employees Superannuation Trust [2019] FCA 14.
�127　Mackenzie Kern, Climate Litigation’s Pathways to Corporate Accountability, 54 CASE W. RES. J. INT’l L. 477 (2022) at 499.
�128　Guy Abrahams (and others) v. Commonwealth Bank of Australia NSD864/2021,
�129　Sarah Flynne, supra note 48, at 198.
�130　Waratah Coal Pty Ltd v. Youth Verdict Ltd [2020] QLC 33.
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ラリアにおいては唯一の人権法に基づく気候訴訟
（C⑤）の事例である。
　【事案】本件は、オーストラリアの先住民である
原告が、ワラタ・コール社の炭鉱プロジェクトに対
して、当該プロジェクトが気候変動に寄与すること
により、クイーンズランド州人権法で保障される生
存権、子どもの権利、文化に対する権利といった人
権を侵害すると主張し、同法 58条（1）に基づき本
案審査を申し立てたものである。
　【判旨】クイーンズランド州土地裁判所は、気候
変動とビンブルボックス自然保護区の破壊に関する
公共の利益と人権を理由に、当該プロジェクトのた
めの採掘リースと環境許可の申請を却下するよう勧
告する判決を下した。
　【意義】裁判所は、予防原則と世代間衡平を考慮
事項として、当該プロジェクトの経済的および社会
的利益よりも、生態学的な気候変動コストの方が上
回ると結論づけた。その意味で、「完全代替論」を
退けたものといえる。
　既述のように、オーストラリアには連邦レベルで
の権利章典は存在しないため、人権法に基づく気候
訴訟はほとんど行われてこなかったし、成功の見込
みは小さいと考えられてきた。その理由には、①特
定の温室効果ガス排出と、気候変動に対して脆弱な
地域社会に及ぼす影響とを結びつけることが困難で
あること、および、②健全な環境を享受する権利が
人権として広く認められていないことが挙げられ
る�131。もっとも、ワラタ・コール事件の成功を機に、
今後は州レベルの人権法に基づく同種の訴訟が他の
州でも展開する可能性がある�132。また、人権に基づ
く訴訟が成功しなかった場合にも、世論の対話、企
業の態度、さらには政府の行動を形成する効果は期
待できる�133。

Ⅴ．おわりに

（1）分断の析出
　以上、オーストラリアにおける気候変動政策の特
色や、気候変動への対応において重要な役割を果た
している EPBC法、および、国内のあらゆるレベ
ルの政府に共通の環境政策上の原則としての ESD

を確認したうえで、オーストラリアにおける気候訴
訟についてその手段と歴史的展開を分析した。これ
を踏まえ、気候変動をめぐり生じている各主体間の
分断を整理すると、次の 6点が挙げられる。
　第一に、連邦・州・地方自治体間の分断である。
伝統的には憲法上の立法権限の配分により、環境問
題ひいては気候変動問題への対処につき連邦は積極
的な規制をせず、とりわけ適応策に関しては地方自
治体に負担が集中するという分断が生じていた。
　第二に、地域間での分断である。連邦法が限られ
ているなかで、各州の間で、または各地方自治体の
間で、環境問題または気候変動問題のための立法の
有無やその内容に相当の相違があることから、気候
変動緩和および適応の取組みにおいて地域間の分断
がみられた。
　第三に、現在世代と将来世代の間の分断である。
気候変動による影響が将来世代に及ぶことを意思決
定の考慮事項とすべきか否かが争点となったシャル
マ事件は、最終的に原告敗訴で幕を閉じた。控訴審
が原告の主張を退けた理由の一つが、意思決定者で
ある大臣と将来の子どもたちとの関係性の不十分さ
であったことから、気候訴訟においては現在世代と
将来世代との間の分断が生じていることが読み取れ
る。
　第四に、市民と企業との間の分断である。企業の
開発行為が気候変動（温暖化）に寄与し、または、
気候変動の影響に脆弱な環境を形成することから、
気候変動の緩和策または適応策の推進を図る市民
は、そうした企業の開発行為を抑制しようとする。
実際に、オーストラリアの気候訴訟の大部分が企業
の開発行為について争われたものである。
　第五に、市民と政府との間の分断である。連邦政
府または地方政府による気候変動対策に不満を抱く
市民が、間接的に気候変動対策に資することを期待
して訴訟を提起し、政府の意思決定に法的な問題が
ある旨を主張する。
　第六に、企業と政府との間の分断である。開発行
為に対する許可申請が、当該開発行為が気候変動に
寄与するまたは当該開発行為によって気候変動の被
害が拡大するという見込みにより拒否された場合、

──────────────────
�131　Felicity Millner & Kirsty Ruddock, supra note 45, at 32.
�132　See Mackenzie Kern, supra note 125, at 504
�133　Jacqueline Peel & Hari M. Osofsky, A Rights Turn in Climate Change Litigation?, 7 TEL 37 (2018) at 66-67.
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企業はそれを不服として政府を相手取り訴訟を提起
する。反対に、企業の活動が気候変動に適合的でな
い場合に、行政の側から企業に対し法律に基づく取
締りを図る場合もある。

（2）気候訴訟の意義と限界
　気候訴訟は、規制推進派側が勝訴しなかった場合
にも、プロジェクト事業者の自主的な計画見直しを
促したり、法改正が必要な部分を浮き彫りにした
り、気候変動に関する法的議論や法理論を深化させ
たりするという点で大きな意義がある�134。しかしな
がら、気候訴訟には、それを提起しようとする側に
は敗訴した場合の費用負担の懸念（Ⅳ．（4））がつき
まとい、また、裁判所の側は政治的な問題に関与す
ることを避ける�135ため、自ずから限界がある。実際
に、少なくとも本稿で取り上げたグリーンピース事
件、ACF事件、およびシャルマ事件において各裁
判所は傍論で政治的問題を扱わない旨を述べ、大臣
または政府に問題解決を委ねている。さらに、気候
変動に関する立法が不十分ななかで、選挙で選ばれ
たわけでもない司法のメンバーが立法府に代わり規
制のための「新たな法」を作り、政策を形成するこ
との妥当性を疑う声もある�136。

（3）分断の克服
　したがって、本稿で特定した 6つの分断を克服す
るためには、立法により調和のとれた気候変動対策
を講じることが有効であると考える。その際、気候
訴訟を通じて浮き彫りとなった分断や法的課題を抽
出し、それらを法律レベルで克服するための慎重な
議論が必要となる。より重要となるのは、そうした
立法がより高いレベルの政府によって、より包摂的
に行われることである�137。特に適応策の要請は、オー
ストラリア法を再構築し方向転換させるための機会
であるともいわれている�138。また、オーストラリア
における気候訴訟は全てのレベルの政府に共通の原
則としての ESD（および予防原則）が重要な役割
を果たしている。共通の理念や原則の存在が分断の
克服に資すること、および、理念や原則が法律のな

かに明文化されることによって右の機能が強化され
ることは、オーストラリアのみならず日本において
も期待されるところである。
　現在、連邦政府は EPBC法の全面改正に取り組
んでおり、排出抑制のための取組みを強化し、気候
変動適応に関する規定も新設する方針で作業が進め
られている。気候訴訟が生じる背景には様々な層で
の分断が存在する。分断の克服こそが真の気候変動
緩和および適応であるということを認識し、持続可
能な社会の実現に向けて各主体の協働を促進するこ
とが目指されるべきである。

＊ 本稿は、日本学術振興会『課題設定による先導的
人文学・社会科学研究推進事業（学術知共創プロ
グラム）』に採択された共同研究「重層的アクター
の協調を生み出す気候変動ガバナンスの構築－低
炭素水素事業に着目して（研究代表者：石川知
子）」による研究成果の一部である。ここに記し
て感謝申し上げる。

──────────────────
�134　Brian J. Preston, supra note 1, at 513.
�135　Jacqueline Peel & Jolene Lin, supra note 2, at 694.
�136　Jacqueline Peel, Issues in Climate Change Litigation, 5 CCLR 15 (2011) at 23.
�137　Jan McDonald, supra note 6, at 164-166.
�138　Id., at 167.
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はじめに

　本論文では 1980年代以降に発展した、複数のメ
ディアを横断する日本独自のファンタジー・ジャン
ルを検討の対象とし、当該ジャンルをめぐる異文化
受容に付随する再創造の問題を考察の俎上に載せ
る。近年、世界的に流行してきた当該ジャンルに特
徴的な点は、創作者と鑑賞者に内在化された外来記
号のデータベース⑴と、特定のジャンルに限定され
ないその広範な利用・消費に認められる。かつて筆
者は、このジャンルにおける作品群を「データベー
ス・ファンタジー」と名付け、以下のように暫定的
に定義してきた。

データベース・ファンタジーは、モチーフが第
一の起源（伝承や神話など）の文脈で理解され
ず、作品での再文脈化がなされることでその
ルーツから切り離され、「日本ファンタジー」
という新たな文脈で第二の起源が生まれるとい
う特徴を持つ。多くの消費者は第一の起源に関
する知識は乏しいが、変容したモチーフには詳
しく、それを基に創作することが一般的である
（エスカンド 2021a: 80）。つまりモチーフの起
源よりもファンタジー世界での文脈が前提とな
り、かつ、日本ファンタジー独自の色に染まる。
（エスカンド 2021b, 1–2）

再記号過程としての異文化受容
── 日本におけるデータベース・ファンタジーを事例に ──

エスカンド・ジェシ

Cultural Reception as Re-semiosis: The Case of Database Fantasy in Japan

ESCANDE, Jessy

Abstract
This paper explores the re-semiosis processes involved in Japan’s reception of foreign cultural symbols, par-

ticularly in the context of the unique genre of "database fantasy" that has developed since the 1980s. Database 
fantasy refers to the reuse and re-contextualization of foreign motifs—such as creatures from various mytholo-
gies—in new, distinctly Japanese fantasy worlds, where their original meanings are often significantly reimagined. 
These imported symbols are absorbed into a shared semiotic "database" understood by Japanese creators and con-
sumers, without requiring knowledge of the motifs' origins, and where they undergo further transformations. 
Using Umberto Eco’s theories of cultural units and encyclopedic knowledge, the paper argues that database fan-
tasy showcases a form of cultural appropriation, in its neutral sense, where symbols from various global traditions 
are internalized and transformed within Japanese pop culture. The study further analyzes how these signs become 
detached from their historical or mythological roots, acquiring new layers of meaning that resonate with contem-
porary audiences in Japan. The work provides a semiotic framework for understanding the transformation of 
fantasy genres globally, while situating Japan’s database fantasy as a key case study in the dynamics of cross-
cultural symbol reception and transformation.

──────────────────
⑴　データベースという言葉に関して、主な活動分野の影響か、違和感を覚える人もいる。言うまでもなくここではデータベー
スとは、計算機科学などにおけるフォーマルなデータセットとその管理システムのことではなく、その比喩表現である。それ
は、ある程度固定化された記号群で、作品群に通底的でありながら、ジャンルに関する予備知識の一部として、消費者層の脳
内にあるデータベースだと言えよう。
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　この「再文脈化」によって「ルーツから切り離され、
（…）第二の起源が生まれる」のは、再

r e - s e m i o s i s

記号過程で
ある。もちろん当該ジャンル以外でも、特定の対

o b j e c t

象
をめぐる社会的認識が変容し、その記号の具体的な
意味内容が変質を遂げることはごく自然な現象であ
る。物事の捉え方が時代とともに、あるいは地理的
移動とともに変わっていくのは当然であり、いわば
記号の宿命ともいえる。しかし、当該ジャンルにお
いて、そこに関連する記号は異文化の伝承や神話な
どに由来するものであり、時間的・空間的に遠い存
在であるだけではなく、そもそも架空の存在であ
る。そのため、自然界との関係性が希薄⑵、かつ物
質的な指

r e f e r e n t

示対象がないため、その性質が大幅な再記
号過程を容易とする。つまり架空であり、また、文
化圏的にもルーツから切断されていることが、悪く
言えば「曲解」、良く言えば「歴史的背景に縛られ
ない」奇抜な再創造を可能とするのである。本稿に
おいて本現象を再考するために、鑑賞者の持つ先行
知識が文芸作品鑑賞に及ぼす影響について論じた
エーコの言説を参照しつつ、彼による〈文化的単位〉
や〈百科事典〉の概念を援用する。中でも、「知識
がその機能規則を示し、記号の解釈と生成の条件を
確立する空間」（Desogus 2012, 502）である〈百科
事典〉概念を重視しながら、データベース・ファン
タジーにおける記号の外来性と鑑賞者の関係性に着
目する。
　日本のポップカルチャーにおいて再コンテクスト
化された本ジャンルの記号群は、本来のコンテクス
トから逸脱するにつれていかに変容、もしくは「再
記号過程」を遂げたのだろうか。先行研究ではこの
問題が、おもに文化史的視点から検証されている
（Shimokusu 2016; 伊達 2013; エスカンド 2021a; 
2021b; 2022a; 2022c）。記号論は、当該ジャンルを
取り巻く特殊な異文化受容を検証するために、より
精密な分析方法を提供し得る。そこで本稿では、他
分野の先行研究を記号論の視点から再考し、異文化
受容における外来記号の帰化にともなう変容過程の
傾向について考察を展開したい。

　本研究では、上記の理論的枠組みを通して、デー
タベース・ファンタジーにおける異文化受容を再考
することで、その現象の理解を深める。まず、デー
タベース・ファンタジーやその周辺の先行研究にお
いて指摘された異文化受容のダイナミクスに、日本
特有の再記号過程が認められることを確認する。そ
の独自性は、ファンタジー世界での再コンテクスト
化、つまり記号の記号過程を定める際に参照される
解釈項を、例えば〈ある伝承の存在〉から〈ファン
タジー世界の存在〉に変換するという点にはない。
それはデータベース・ファンタジーに影響を及ぼし
た欧米のファンタジー作品で既に行われていたこと
である。しかし、欧米のファンタジー作品の場合、
着想源となっているのは周辺の文化圏（主として
ヨーロッパ）のもの、つまりある程度馴染みのある
記号の再記号過程である。一方、データベース・ファ
ンタジーの場合、「遠い外国の神話、民話、宗教を
自国のファンタジーの基礎にするのは、日本特有で
ある」（Escande 2023, 65）。日本独自とされたその
現象を記号論的に検証することで、いかなる記号過
程が発生しているのかが明らかになる。データベー
ス・ファンタジーにおける日本独自の再記号過程
は、史実的解釈項には束縛されない。むしろ史実的
解釈項を知っていれば、つまりそれが個人の百科事
典に入っていればあり得ない再創造⑶ともいえる。
すなわち、新しい特徴（解釈項）を採用した大胆な
再創造（＝再記号過程）を実現するわけだが、他方
で消費者はそれを抵抗なく受容し、このモチーフに
関しての通説的理解が成立するのである。
　その抵抗感の欠如は、文化的距離が要因の一つで
ある。欧米では、同じ指示対象を共有するものを、
ファンタジー世界のモチーフとして更新された記号
と、例えば伝承のものとしての記号とに選別して理
解する。場合によっては、例えばファンタジー系の
ロールプレイング・ゲームのために、意図的な選別
をする必要もあった（Peterson 2012, locs. 4450–
4465）わけだが、それが順次、複数のメディアの
ファンタジー作品にも影響を与えていったのである

──────────────────
⑵　もちろん、怪物の場合でも、自然界に着想の源があるケースも存在する。それは、クロード・レヴィ＝ストロースによるブ
リコラージュ論（1976）で詳述されている現象である。人間が架空の存在を創造するにあたり、実在の動物に着想を得ること
が、民俗学でも注目されている（山中 2019, 8–9）。
⑶　日本ファンタジーの海外受容は盛んであり、日本独自の再創造が好意的に受け入れられる傾向にあるが、特定のモチーフ、
とりわけ宗教的なものに対しては問題視する声もあり、「文化の盗用」と抗議されることもある（エスカンド 2022d）。
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（Escande 2023）。
　一方で日本においては、ファンタジー世界のみで
理解される傾向がある。つまり自国におけるファン
タジーの世界観の構築は、海外伝承に大きく依拠す
ると同時に、その起源に関しては理解が乏しいとい
う、日本に特有の記号群との関係性があるからこそ
可能なのである。本稿では、その具体的な記号過程
を示すことになる。
　再記号過程としての異文化受容、とりわけ現代日
本ファンタジーにおけるその現象を研究するにあ
たって、本研究はその中間的な段階を提示するに過
ぎない。本稿で紹介する上記現象の詳細を踏まえつ
つ、欧米のファンタジーにおける再記号過程、およ
びデータベース・ファンタジー以外の日本ファンタ
ジーにおける再記号過程との比較対照的な研究が望
ましいが、これについては今後の課題としたい。現
代日本における国産ファンタジーの流行が収まる兆
しのない一方、学術的な探索はまだ少ない。これは
複数のメディアにわたる現象であり、なおかつ学際
的な領域でもあるが、他方で課題も多く残されてい
る。本稿でなされる本現象の記号論的分析がその一
つの礎になることを願う。

1．本研究の領域

　本論文で検討の対象となるのは特定のジャンル、
すなわちデータベース・ファンタジーである。それ
は、近年流行している「異世界もの」などのサブ
ジャンル⑷を包含する⑸が、決してそれに限らない。
データベース・ファンタジーには、剣と魔法の世界、
英雄や冒険者を主人公とする作品群、つまりヒロ
イック・ファンタジー⑹と重なる作品が数多く包含
される。しかし、ヒロイック・ファンタジーのよう
な、共通の世界観で成り立つ作品群と比べれば、
データベース・ファンタジーには世界観が付随して

いない。それはむしろ、共通のモチーフ群で成り立
つジャンルであるといえる。
　特異とはいえ、データベース・ファンタジーはマ
イナーな領域ではない。現在のところ、小説、漫画、
アニメーション、ビデオゲームの多くが当該ジャン
ルに分類され、非常に流行している。なお、当該ジャ
ンルの核心的特徴の一つは、数多くのモチーフを収
録しているデータベースの集中的再利用および再創
造といえるだろう。しかしそれだけなら、データ
ベース・ファンタジー以外のジャンルにも認められ
る現象である。一例をあげるならば、日本における
いわゆる妖怪文化もそれに該当するであろう。妖怪
文化は、各地域に起源をもつ妖怪（鈴木 2009, 
56–57; 小松 2017, 305）、すなわち本来的には伝承
や信仰の対象だったものを娯楽作品（Foster 2009）
として創作へと転換し、結果的に、一定のモチーフ
群によって構築されたデータベースが成立した。そ
してその一連の過程において、データベース化に基
づいて、収録されたモチーフの単純化（香川 2015, 
139）が施されたのである。これは、データベース・
ファンタジーと同様だといえる。
　妖怪文化とデータベース・ファンタジーとの重要
な差異は、データベースが利用される領域の性質に
ある。妖怪文化は「娯楽としての妖怪」に依拠する
ものだとしても、我々の世界の文脈を前提としてい
る。我々の世界に根付いた伝承由来のもので、ある
種の「歴史的な縛り」が残存している。妖怪はその
データベース化によって本来の多様性が縮減され、
「「流通可能」な存在」となった（香川 2015, 139）
と考えられるが、しかしデータベース・ファンタ
ジーのように、ファンタジー世界（つまり異世界）
に再コンテクスト化されることはなかった。妖怪文
化には、外来のモチーフがデータベースに収録さ
れ、日本のものと認識されてきたものはあるが、

──────────────────
⑷　サブジャンルとは、読んで字のごとく、より包含的な区分の中の細目である。ジャンルとサブジャンルの関係性をどれほど
詳細に、どのような基準で区分するかなどにより、その内実は大きく異なる。あくまでもサブジャンルとしての位置付けは、
より包含的な作品群との関係性において相対的である。見方によっては、サブジャンルはジャンルでもある。文脈や論じ方に
よって、その名称は異なる。
⑸　「異世界もの」におけるモチーフのデータベース消費はすでに指摘されている（Levy 2021）。
⑹　それらのサブジャンルは、研究者や評論家によって定義が多少異なるが、ほぼ重複している。ハイ・ファンタジー（英：

High Fantasy）の場合、舞台が「異世界とりわけ第二世界に設定され、それらの世界の運命に関わるファンタジー」と定義さ
れている（Clute and Grant 1999, 466）。一方、ソード・アンド・ソーサリー（英：Sword and Sorcery）は「魔法と剣術を盛り
込む冒険にまつわるファンタジーのサブジャンル」とされる（同上, 916）。ヒロイック・ファンタジー（英：Heroic Fantasy）
と前者の区別の基準は「未だに誰も挙げていない」と指摘され（同上, 464）、双方を類語として扱っている。
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データベース・ファンタジーにおける〈ファンタ
ジー世界の存在〉としての内面化とは性質が異な
る。データベース・ファンタジーでは、ゴブリンは
ヨーロッパ起源、ゴーレムはユダヤ神秘主義起源、
ラミアは古代ギリシア起源などといった出自が忘却
され、同じファンタジー世界の要素として並列的に
認識されている。
　ジャンル論的な位置付けは第 2章で整理するが、
データベース・ファンタジーの特異性は、記号の広
汎性と、特定のサブジャンルを越境するデータベー
ス化にある。例えば、第二世界（第一世界、つまり
現実世界と異なる異世界）の描写を前提とするヒロ
イック・ファンタジー的な作品に限らず、データ
ベース・ファンタジーには現代日本を舞台とする作
品も含まれる。サブジャンルとしては、近年のいわ
ゆる「人外もの」がその一例であり、登場するモ
チーフ、たとえばラミア（古代ギリシア由来）や
デュラハン（アイルランド伝承由来）なども人外
キャラクターに数えられる（Escande 2022b）。デー
タベース・ファンタジーとはサブジャンルを越境す
る、共通のデータベースにかかわるジャンルなので
ある。このジャンルの作品において、時代的背景も
文化的背景も大幅に異なる、ありとあらゆる世界観
により構成される記号群が成立した点は注目に値す
るといえるだろう。
　こういったデータベース化に着目するために、時
空を越境する受動的な文化の変容だけではなく、日
本側のエージェントによる能動的な再記号過程の営
為が重要となる。芸術作品の創作者による再創造
や、参照された資料の性質⑺が、多くの外来モチー
フを対象とする、日本にしか見受けられない独自な
再記号過程の結果として、データベース・ファンタ
ジーが成立したわけである。さらにいえば、データ
ベース・ファンタジーの特異性は、ほとんど体系的
ともいえる外来記号の内在化にあることを指摘して
おこう。この内在化とは、もともとは海外に由来す
る記号であったにもかかわらず、それが日本独自の
変容を遂げ、日本固有のものと認識されていく、と
いうプロセスを意味している。そしてそれ以降、外

来記号の「外来性」は意識されなくなり、データ
ベース・ファンタジーの創作と鑑賞の両次元におい
て、在り来たりの記号、いわば「在来種」のように
機能する。例えば先行研究では、ゴーレムをめぐる
現象が一例として論及されている。

ゴーレムが登場するのは、主として戦闘系
RPG（ロール・プレイング・ゲーム）であり、
シリーズ化されている定番の人気ゲーム『ドラ
ゴンクエスト』などがその代表例であろう。
（…）通常、このゲームにおいてゴーレムは「倒
されるべきモンスター」の役目を負った「常連」
である。多少の差異はあるが、どのゲームでも
類型化したデザインであり、固定化した特性の
中に置かれている。（伊達 2013, 199-200）

　本稿の第 3章ではその現象をより精緻に検証す
るため、エーコによる解釈的記号論の枠組みを援用
しつつ、上記の現象を「外来記号の百科事典への追
加」として考察する。そして、同様の意味で「内在
化」を論じる先行研究として、ユダヤ神秘主義を起
源とするゴーレムの事例研究を取り上げる。その
ゴーレムに関する先行研究は、いかにモチーフの理
解が異なっているのかを指摘しており（伊達 
2013）、また、筆者も以前、具体的にどのような仲
介の機能によりそれが変容したかを指摘している
（エスカンド 2022c）。しかしながら、本稿ではそれ
らの議論を踏襲しつつも、それ以外の側面として、
記号過程の詳細をより明確に分析することが目的と
なる。
　当該ジャンルの核心にある「記号のデータベー
ス」は、ほとんど外来の記号により構築されている。
国際交流に関する記号論（Carlson 2008）や、幻想
作品における存在の記号論（Nikolajeva 2009）など、
あらゆる方面にデータベース・ファンタジーに関係
する先行研究がある。そして、記号論の枠外とはい
え、実質上、具体的な再記号過程を指摘した先行研
究もある（Shimokusu 2016; 伊達 2013; エスカンド 
2021a; 2021b; 2022a; 2022c）。それらの事例研究を

──────────────────
⑺　例えば、海外の神話や伝承に関しては日本語資料がまだ少なく、なおかつ、研究者以外がアクセスしにくかった時代におい
ては、アメリカ産のファンタジーゲーム、とりわけ TRPG（＊10）関連資料が参考され、データベース・ファンタジーが形成され
ていった（Escande 2023）。
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俯瞰してみると、日本ファンタジー作品では外来記
号を外来のものとして受容（もしくは消費）するよ
りも、むしろ、当該作品群を好む日本の消費者に
とって、関連データベースのものとして内在化され
ている点が、極めて強い傾向として認められる。筆
者はその特徴をデータベース・ファンタジー論です
でに指摘しているが（エスカンド 2021a）、それ以
外にも、同様の術語を使わずともそれに関連する現
象として、ヨーロッパ趣味的新中世主義⑻を指摘し
た先行研究（岡本 2019）もある。しかし、その記
号過程としての性質に関しては、未だに十分な議論
が展開されてきたとは言い難い。1編の論文では到
底説明しきれない問題だが、それを解き明かす第一
歩として、本研究ではジャンル論と記号論を照らし
合わせてみたい。

2．ジャンル論的位置付け

　ファンタジーをジャンルとして定義することは困
難であり、諸説あるため、論争も長年にわたって続
いている。本稿では、その分類に議論の余地がある
ことを考慮しつつ、ファンタジーとそれに隣接する
ジャンル、例えばサイエンスフィクションと区別す
るために有用な先行研究を引用する。ファンタジー
に関するジャンル論では、現実と幻想、自然と超自
然がしばしば基準として用いられるものの、その境
界線は文化的背景に依存して相対化されることを認
識する必要がある。そのため、本稿で引用する先行
研究は、普遍的な枠組みとして使用できない点をあ
らかじめ明記しておく。ただし、データベース・ファ
ンタジーにおいては明白な幻想性が際立っており、
ファンタジーの基礎的かつ暫定的な定義としては十
分である。
　まず、ファンタジーの広義的な定義であるが、
W・R・アーウィンによると、それは「一般に可能
性として受け入れられているものに対するあからさ

まな違反に基づき、それによって支配される物語」
（Irwin 1976, 9）であるとされる。また、キャサリ
ン・ヒュームはファンタジーを「コンセンサスと
なった現実からの逸脱」（Hume 1984, 21）と簡潔に
定義しているが、この定義はネイピアによって、「コ
ンセンサスとなった現実からの意識的な

4 4 4 4

逸脱」
（Napier 1996, 9）として妥当なかたちで修正されて
いる。これらの定義に従って本稿では、神話的・歴
史的テクストは除外することにしたい。
　データベース・ファンタジーの特異性に加え、そ
れがいかに外来記号の受容に依存しているのかを論
じるためには、ひとまず、そのジャンル論的な位置
付けを明らかにする必要がある。日本におけるファ
ンタジー作品は豊富にあるが、幻想文学、和製ファ
ンタジー、データベース・ファンタジー、異世界も
の、いわゆるナーロッパ⑼系など、ありとあらゆる
ジャンル規定の基準により、ありとあらゆる名称が
付与されている。ジャンルに包含されるサブジャン
ルの位置付けは、よりいっそう全体図を掴みにくく
する。東洋的なファンタジーは本稿には関係しない
が、日本における東洋的なファンタジーも多様であ
る。本章では、その整理と位置付けを行うにあたり、
データベース・ファンタジーの位置を順番に、広義
のファンタジー・ジャンル（the fantasy genre）、そ
れに包含されるジャンル・ファンタジー（genre 
fantasy）と先行ジャンルである和製ファンタジーと
対照しながら考える。広義には、データベース・ファ
ンタジーはジャンル・ファンタジーの一種とも区分
できるが、上記の特異性を根拠として、個別のジャ
ンル（あるいは、ジャンル・ファンタジーのサブ
ジャンル）として規定すべきだと考えられる。

──────────────────
⑻　新中世主義の定義に関しては議論が続いており、本稿ではそれを俯瞰的に紹介することはできないが、応用性の高い定義を
提供したマシューズは中世主義の実用モデルを規定し、忠実な描写に挑む〈あったのまま〉の中世時代（The Middle Ages “as 
it was.”）、歴史性を援用しない〈あったかもしれない〉中世時代（The Middle Ages “as it might have been.”）とモチーフだけ
を借りる幻想的な〈なかった〉中世時代（The Middle Ages “as it never was.”）という三つの基本モードを規定する。そして、
新中世主義を定義する代わりに、「ちなみに第二区分の多く、そして第三区分の全体はいくつかの学者が現在、新中世主義と
称するものに相当する」と説明する（Matthews 2017, 37–39）。
⑼　「ナーロッパ」とはライトノベルの文脈で、「小説家になろう」という人気サイトとヨーロッパを組み合わせたかばん語であ
り、ウエブ小説に氾濫する「中世ヨーロッパを基盤とする設定」を指す。
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　これから紹介する関係性の全体図は、図 1に示す
通りである。言うまでもなく網羅的ではないが、本
図ではジャンルのオーバーラップとジャンル・サブ
ジャンルの入れ子関係が可視化されている。ファン
タジーは SFに包含されるなど、ジャンル論におい
て諸説あるが、以下の図表は本稿における位置付け
を反映している。

2.1　 和製ファンタジーとデータベース・ファンタ
ジー

　先述した広義のファンタジーであれば、夏目漱石
の『幻影の盾』（1905）のような、アーサー王受容
に基づく日本の初期ファンタジーを挙げることがで
きる。しかし第二世界、つまり幻想的な描写でも、
我々の世界ではなく、現実世界と異なる完全架空の
異世界をめぐるファンタジーが日本において登場す
るのは、第二次世界大戦後のことである。
　比較として名高い作品を取り上げるなら、まず欧

米のファンタジー作品の受容として、J・R・R・トー
ルキンによる画期的な作品である『指輪物語』が瀬
田貞二訳で、1972年から 1975年にかけて出版され
ている。1970年代から、国産のファンタジー小説
も創作されはじめたが、基本的には欧米ファンタ
ジーの模倣であり、文化的オリジナリティが乏しく
（Escande 2023, 69）、1980年代後半までの日本ファ
ンタジーは「欧米のファンタジーの単なる焼き直
し」に過ぎなかった（高橋 2004, 32–33）。それ以降、
独自性をみせる「第二の波」は「一九八〇年代の後
半から九〇年代はじめにやってくる」と指摘されて
おり（高橋 2004, 32）、データベース・ファンタジー
のジャンル成立（エスカンド 2021a）の時期とも重
なっている。高橋は第一の波と第二の波をともに
「和製ファンタジー」と位置づけるが、1980年代末
を「外来の影響を消化し、日本独自のコンテンツを
創造する時期」として把握し、「焼き直し」から、
独自の雰囲気を構築しようとするタイトルへと、日

図 1　ジャンル論的位置付け
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本のファンタジーの形式や雰囲気の独自性が高まっ
ていった時期として理解するのである（高橋 2004, 
32-33）。高橋は、1970年代から 1980年代にかけて
変容した日本のファンタジー作品について、それ以
降の作品もまとめて「和製ファンタジー」と一括り
にしている。しかしながら高橋の議論では、「第二
の波」など、時間的な位置付け以外の面では、精密
にジャンル規定がなされてはいない。そのために
「和製ファンタジー」と「データベース・ファンタ
ジー」の関係性が示しにくい。少なくとも、「和製
ファンタジー」の「第二の波」におけるオリジナリ
ティの増加が、日本人の創作者・オーディエンスの
欧米的架空世界の内在化の観点からみると、データ
ベース・ファンタジーの先駆けだったとは言えそう
である。とはいえ、きわめて王道的なジャンル・ファ
ンタジーで構築されていた「和製ファンタジー」と、
ジャンルを越える記号のデータベースを中心とする
「データベース・ファンタジー」の性質はまるで異
なっている。
　また、和製ファンタジーという名称の応用は、根
本的にトランスメディア的であるデータベース・
ファンタジーとは異なり、和製ファンタジーの代表
作である『グイン・サーガ』（栗本 1979–2009）は
もちろん、忘れられがちな『虚空の剣：真・エクス
カリバー伝説』（上原と杉山 1989）のような作品な
ど、ほとんどが小説に限られる。そのメディア領域
の違いが重要であるが、それは両ジャンルを区別す
ることの必要性に関わってくる。高橋によると、第
二の波は「一九八〇年代の後半から九〇年代はじめ
にやってくる」（高橋 2004, 32）と指摘されている。
その時期には、『ザ・ブラックオニキス』（BPS 
1984）、『リザード』（リバーヒルソフト 1984）、『ド
ルアーガの塔』（ナムコ 1984）のような初期の国産
RPGに続き、今まで知名度が高いままに続く同ジャ
ンルのフランチャイズである『ドラゴンクエスト』
（チュンソフト 1986）や『ファイナルファンタジー』
（スクウェア Aチーム 1987）がリリースされ、国
産 RPGの開発が加速し、他メディアにも影響を与
えはじめた時期でもある。
　1989年にはダークファンタジー漫画『ベルセル
ク』（三浦 1989）の連載が始まり、ファンタジー・
ジャンルの新しいメディアへの浸透が顕著になっ
た。同じ小説でも、高橋自身が指摘するように、異
文化受容の延長線上にある単なる焼き直しではな

く、日本的特色を示す小説、例えば雑誌連載から始
まった『スレイヤーズ』（神坂一（著）とあらいず
みるい（イラスト） 1989～）が第二の波を構築した。
同じ性質を示唆するような、同じジャンルの第二の
波というよりも、感性や媒体が異なる新種のファン
タジー・ジャンルとして、つまりデータベース・
ファンタジーとして取り扱うべきことは、本稿にお
いて引用されているデータベース・ファンタジー論
に通底する論説である。
　データベース・ファンタジーにおいては、世界観
の構築に利用される記号群が和製ファンタジーと比
べて、原典からより乖離している。和製ファンタ
ジーであれば創作者が意識した欧米ファンタジーの
直接的影響がみられるのに対し、データベース・
ファンタジーにおいては、モチーフの歴史性や外来
性が後景へと追いやられ、日本的要素が増え、ハイ
ブリッド化される。データベース・ファンタジーが
ジャンルとして成立し、創作者と消費者の間に、帰
化したモチーフ群への理解が共有されるのである。
例えば、世界各国のあらゆる伝承や神話に起源のあ
るモチーフは異文化のものではなく、ファンタジー
世界の生き物として再文脈化される（エスカンド 
2021a, 82）ことで、データベース・ファンタジー
という日本独自のジャンルが確立したことは、すで
に拙論のなかで指摘している（Escande 2023, 69）。
その中で筆者は、仲介としての「ファンタジー辞典」
が果たした役割についても検証を行っている
（Escande 2023）。つまり、和製ファンタジーから
データベース・ファンタジーへの変容は、世界観を
重視した作品から、ジャンルレベルの記号群を重視
した作品へのシフトを軸としているのである。もち
ろん、データベース・ファンタジーの萌芽には、あ
る程度、関連する記号群の導入が不可欠であった。
その契機は、1980年代の日本におけるゲーム受容
であった。
　データベース・ファンタジーにゲーム的な要素が
多くなったのは、発表媒体の違いが大きい。和製
ファンタジーは欧米の小説を影響元としていたが、
その一方で、日本においては文学作品、とりわけ人
気のライトノベルを含めて、今日的なファンタジー
のトランスメディア的発展がゲームで成り立ってい
る（Kamm 2020, 50; 高橋 2004, 33–34）。西洋にお
ける初期のコンピューターロールプレイングゲーム
（CRPG）は、テーブルトップロールプレイングゲー
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ム（TRPG）⑽に依拠しており、また、ジャパニーズ
ロールプレイングゲーム（JRPG）は、西洋の TRPG
と初期 CRPGから強い影響を受けていたことがゲー
ム史では通説となっている。中でも、『ドラゴンク
エスト』の生みの親である堀井雄二がMacworld 
Expoにて、『ウィザードリィ』（Wizardry, 1981）と
いう開拓的な初期西洋 CRPGに触れ、そこから強
い影響を受けたことが知られている（Zagal and 
Deterding 2018, 117）が、『ウルティマ』（1981）を
はじめとする同名のシリーズの影響も強い（Addams 
1990, 3–5; “Richard Garriott’s Handwritten DND #1 
Design Notes” 2015）。同様に、それら二つの定番と
なったフランチャイズは、『ファイナルファンタ
ジー』シリーズの生みの親である坂口博信にも大き
な影響を与えた（Barder 2017; Hoey 2015, 4–5; 
Lucas 2017, chap. Coder le RPG）。以降の JRPGに
影響を与え続けた 1985年発売の『ドルアーガの塔』
においても、D&Dと『ウィザードリィ』からの影
響が確認されており（cakes編集部 2015; 石田 
2008）、もう一つの架け橋的存在ともいえる重要な
作品であった。紙媒体のゲームから、ビデオゲーム

の発展に至るまで、ゲームは各時代・各国の伝承や
神話など、異なる百科事典の記号を収集し、その過
程で生まれた新たな百科事典を拡散させる役割を果
たした。
　TRPGの間接的な影響の媒体であったゲームブッ
クの他にも、後にアニメ化された人気小説『ロード
ス島戦記』シリーズは、元来は TRPGセッション
の記録であり、その発表元であったゲーム専門雑誌
『コンプティーク』も重要な媒体だったが、「ビデオ」
に限らずとも、ゲームはデータベース・ファンタ
ジーの発展に欠かせない存在だった。筆者はかつ
て、日本で内在化に至った再創造にまつわる異文化
受容現象の鍵として、ゲーム関連資料をはじめ、日
本で役割が拡大したファンタジー辞典を検討しなが
ら、（記号論をもちいたものではないが）それらの
資料がいかに海外からの記号を運搬する媒体として
重要性を有していたのかを検証した（Escande 
2023）。なお、データベース・ファンタジーのジャ
ンル発展にまつわるダイナミクスは、以下の図 2の
通りである。この資料はメディアのコンテンツ拡散
を表すと同時に、記号の流通チャンネルをも示して

図 2　海外コンテンツの多メディア的拡散

──────────────────
⑽　「日本において TRPGの通称はテーブルトーク

4 4 4

ロールプレイングゲームだが、名前の通り、殆どが円卓で行われるロールプ
レイングである。演技はするが、変装はせず、必要な時だけキャラクターになりきるもので、ボードゲームと即興的演技が合
わさったものだと言えるだろう」（エスカンド 2022c, 119）。トーク（talk）は日本において一般的な表記であるが、これは意
図的に口頭要素を強調したものなのか、それとも英語表記の省略に対する誤解から広まったものなのかを検証するのは困難で
ある。日本における TRPG活動を和製英語で示すことに異論はなくとも、この文脈で TRPGとして省略されているのは海外
のゲームであるため、本来の英語表記を使用する。
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いる。

2.2　 ジャンル・ファンタジーとデータベース・
ファンタジー

　英語圏で発展したジャンル・ファンタジーも、
ジャンルの性質が一定の記号群に依存するが、それ
はあくまで特定のサブジャンルにまつわるデータ
ベースである。このジャンル・ファンタジーは以下
のように定義されている。

これは規定が大変困難な用語である。軽蔑的な
ニュアンスを避けながらでは尚更である。ジャ
ンル・ファンタジーはほとんど常にハイ・ファ
ンタジー、ヒロイック・ファンタジーやソー
ド・アンド・ソーサリーであり、主な特徴は、
未読の本でも読者が分かる

4 4 4

、つまり、以前に体
験し、その本が導く世界に馴染みがあるという
ことだ。すなわち、ファンタジーランドである。
キャラクターも恐らくお馴染みのものであろ
う。（Clute and Grant 1999, 396）

　つまり、ジャンル・ファンタジーはパターン性の
強さが特徴であり、モチーフ・決まり・世界観など
を読者が知り、それを特定のサブジャンルに期待す
ることで機能する（Perper and Cornog 2011, 62）。
そのサブジャンルの枠内では、モチーフが作品レベ
ルのものではなく、同じサブジャンルに共通してい
るが、そのモチーフはあくまでも世界観に縛られ、
特定のサブジャンルからは脱出しない⑾。その一方
でデータベース・ファンタジーでは、同じモチーフ
は一貫性を持ちながら、あらゆるサブジャンルに登
場する。つまり、ジャンル・ファンタジーの特異性
はサブジャンル性にある一方で、データベース・
ファンタジーの特異性はサブジャンルの越境にある

のだ。パターン性が機能する点では共通だが、記号
群が機能しうる範囲に違いがある。
　英語圏の作品において、エルフやドラゴンが堂々
と現代的な設定で登場したら、それはその作品自体
の特色になる。そもそもジャンル・ファンタジーの
認識が創作者と鑑賞者に共有されているために、そ
れを意外な形で崩すことで特異性が生じるのであ
る。日本のデータベース・ファンタジーにおいては、
例外なく、数多くの作品にモチーフのサブジャンル
の越境という特徴が見受けられる。データベース・
ファンタジーでは、ヒロイック・ファンタジーのモ
チーフを第一世界、つまり我々が生活しているはず
の現実世界を舞台に使うことや、サイバーパンクと
ヒロイック・ファンタジー、西部劇とヒロイック・
ファンタジー、またはヒロイック・ファンタジーと、
相容れないはずの現代的要素の組み合わせが散見さ
れる⑿。つまり端的にいえば、「ジャンル意識」よ
りも「モチーフ意識」が高いのである⒀。それは、
一定のジャンルのアイデンティティと感性に縛られ
ていないからであり、より広く、〈ファンタジー世
界の存在〉と認識されているからだと考えられる。
異文化の伝承、神話、宗教やポップカルチャーにあ
る第一の起源が忘れ去られても、日本ポップカル
チャーに拡散されたゴブリン、ゴーレム、スライム、
デュラハンなどのモチーフが、日本の消費者に記号
として内在化されている。
　比較の視点からいえば、データベース・ファンタ
ジーを先取りしていた和製ファンタジーは、異文化
受容を基盤としていたが、むしろ原典には忠実で、
日本的な独自性に乏しかった⒁。つまり、日本的な
独自性を生み出す再記号過程が介在していなかった
のである。他方、データベース・ファンタジーにお
いて外来の記号は、作品や特定のサブジャンルを越
境し、再記号過程の進展とともにファンタジー世界

──────────────────
⑾　もちろん、例外はある。しかし、ジャンル・ファンタジーの境界線を破壊することで評価されるチャイナ・ミエヴィルでさ
え、このダイナミクスからは逃れられない。何故なら、境界線を破壊する特徴は、境界線が認識されているからこそ成り立つ
ものであり、ティモシー・ペルパー（Timothy Perper）とマーサ・コルノッグ（Martha Cornog）が指摘するパラダイムに位置
付けられるからだ。
⑿　現代日本を舞台にした作品に、西洋趣味的かつ新中世主義的なファンタジー世界の存在が登場することはしばしばある。そ
の中でも、国際交流の比喩として人外キャラと人間のキャラクターの交際の描写に重点を置く〈人外もの〉（Escande 2022b）
が最も過激なサブジャンルかもしれない。
⒀　外来モチーフの一種が単なる商材（コモディティ）として再利用される日本のアニメーションに着目したドゥウインターの
先行研究については後述予定である（deWinter 2012）。
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の存在として共通の理解を獲得するに至っている。
こうした観点からデータベース・ファンタジーの
データベースとしての機能を〈記号のカタログ〉と
見做すことができるだろう。なおかつ、カタログと
しての一貫性を保ちながら、その内容は更新されて
いく。それはエーコの記号論で換言すれば、内在化
された記号群、つまり当該ジャンルの鑑賞者に特化
した一つの〈百科事典〉でもある。なぜなら、オー
ディエンスが異文化由来のモチーフの歴史的な背景
までは知らなくても、定番のモチーフとしての共通
理解があり、創作者はオーディエンスの先行知識、
つまり記号としての認識を前提に創作を展開してい
るからである。つまり、一つの作品やサブジャンル
独自のモチーフではなく、広義のファンタジー的存
在として内在化されているのだ。かくして異文化由
来の記号の集積により、データベース・ファンタ
ジーのデータベースが構築されるのである。

3．エーコによる解釈的記号論の観点から

　先述した概念だが、エーコの記号論における最も
重要な貢献とされる（Proni 2015, 22）〈百

e n c y c l o p e d i a

科事典〉は、
以下の引用で示されるように〈辞

dictionary

書〉とは異なる。

辞書と百科事典の対立は、現代の意味成分論の
枠組みで広く議論されているが、依然としてそ
の定義はやや曖昧である。しかしながら、大ま
かに言えば、辞書的な表象は純粋に言語的能力
に関するものであるのに対し、百科事典的な表
象は、いわゆる「世界知識」の全体を考慮に入
れるものであるといえるだろう。百科事典が提
供する世界知識は、我々が見るような、直接的
で物理的、あるいはしばしば個人的な経験とは
関係がない。それどころか、それは他の記号現
象、相互テクスト的知識、解釈項の連鎖と深く
結びついている。（Eco 1984, 255）

　つまり、〈百科事典〉と〈辞書〉も、物質的なも
のではなく、読者（よりも広く鑑賞者や消費者まで
含む）が持つ予備知識である。〈辞書〉はある意味、
コンテクストに応じた解釈によって更新される以前
に機能するフレームワークともいえるだろう。

読者は辞書的形態の語彙集に依拠し、表現の基
本的意味単位を特定する。この下位レベルで、
記号内容の最小限の諸公準、あるいは含意の諸
規則が機能する。たとえば、「むかしむかし、あ
るところに白雪姫という王女さまが住んでいま
した」という文を読めば、「王女」について統
辞論的には単数・女性、意味論的には〈人間で
生命ある〉存在ということになる。その他の特
性はまだ顕在化されない。（Eco 1993, 119–20）

　エーコにとっては、ある記号の意味とは、個人レ
ベルの現象ではなく、共通の知識を通した結果であ
る。記号の制作と解釈には、多次元的な知識体系に
属する幅広い規範と情報が含まれ、解釈者と発生者
はコミュニケーション実践の中でそれらを共有し、
更新していくのである。それを〈百科事典〉と規定
する。

3.1　 百科事典論から考えるデータベース・ファン
タジー

　エーコの長年にわたる研究活動において、その細
部は変化したが、比較的最近のものでは、〈百科事
典〉の種類とそれらの関係性について、彼が論じた
以下の言説を参照することもできるだろう。

『カントとカモノハシ』では、核的内容（NC）
（素人も自然主義者もネズミという言葉が喚起
する性質に同意できる解釈者の集合であり、ど
ちらも「キッチンにネズミがいる」という文を
同じように理解する）とモル内容（MC）、つ
まり自然主義者がネズミについて持ちうる専門

──────────────────
⒁　その結果、スーザン・J・ネイピアは 1990年代半ばまでの作品を対象に「明らかに、日本ファンタジーにおいては、いくつ
かのテーマとイメージが西洋に比べてより強調されているが、本研究は日本独自のテーマを一つも発見できなかった」と結論
付けていた（1996, 223）。高橋も、1989年から独自性を見せる作品が現れ始めたと指摘し、それ以前は「欧米のファンタジー
の単なる焼き直し」と呼ぶ（高橋 2004, 32–33）。高橋が定義する独自性を見せる「第二の波」は「一九八〇年代の後半から九
〇年代はじめにやってくる」と指摘し（高橋 2004, 32）、データベース・ファンタジーと重なっていると見受けられる。
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知識の違いについて述べた。そして、博物学者
と一般的なネイティブ・スピーカーが共有する
〈k〉があり、他方には、管理しきれないほど多
くの〈専門百科事典〉があり、その全集が達成
不可能な〈マキシマル百科事典〉を構成すると
考えるのが妥当である。したがって、パットナ
ムが言語の社会的分業と呼ぶものの状態（ある
いは層）を想像するには、一種の太陽系（マキ
シマル百科事典）を仮定して、その中で多数の
専門百科事典が中心の核（マキシマル百科事
典）を中心に、さまざまな周回軌道を描いてい
るが、その核の中心には、各個人の百科的知識
を多様かつ予見できない形で表す〈個別百科事
典〉も群れていると想像しなければならない。
(Eco 2014, 72)

　ネズミの比喩も流石というべきか、エーコらしく
分かりやすいが、本研究の対象を基準に表現し直し
てみよう。データベース・ファンタジーにまつわる
百科事典は言うまでもなく〈専門百科事典〉である。
とはいえ、ファンタジーのあまりの人気によって、
ファンタジー世界関連の記号は、ジャンルの熱狂的
な消費者以外にも部分的に理解され、その一部はよ
り広く日本ポップカルチャーと化し（例えば誰もが
何となくでも、ドラゴンを知り、スライムを知って
いる）、〈メディアン百科事典〉に収録されている部
分もある。ちなみに、エーコによると「その範囲を
測定することは難しいが、メディアン百科事典は、
ある文化のコンテンツと同一視される」（Eco 2014, 
73）という。
　データベース・ファンタジーの〈専門百科事典〉
は、あらゆる〈専門百科事典〉と〈メディアン百科
事典〉から記号を採択して構築されている。事情を
複雑化させる要素は、必ずしもそれらの百科事典か
らの直接な導入ではなく、むしろ、仲介を挟んで導
入された場合が多かったことを、筆者自身は過去に
検証している（エスカンド 2021a; Escande 2023）。
つまり、本来はある文化の〈メディアン百科事典〉
に収録されているものとはいえ、多くの場合、デー
タベース・ファンタジーへの導入がそれを既に部分
的に採択していた〈専門百科事典〉を通して行われ
ていた。あくまでもモデル読者レベルの話だが、〈メ
ディアン百科事典〉（自文化の伝承など）を持つ西
洋の（モデル）鑑賞者なら、それらのモチーフの歴

史的背景を知っているが、日本の（モデル）鑑賞者
が持つのが歴史性を排除した〈専門百科事典〉だか
らこそ、ファンタジー世界の存在として認識されて
いるわけである。しかし、先述の通り、こういった
日本におけるファンタジー世界の〈専門百科事典〉
によって、いわゆるオタク領域のマニアックなコン
テンツであったモチーフ群が大衆化し、より広範な
日本ポップカルチャーへと拡散され、現代日本人の
〈メディアン百科事典〉に広がったことは注目に値
する。百科事典は、単なる記号のレポジトリーでは
ないからである。

記号過程を支配する記号論的ルールの源でもあ
る。百科事典は知識がその機能規則を示し、記
号の解釈と生成の条件を確立する空間である。
その意味で、百科事典は、それを形成する要素
によって機能する多次元的なシステムである。
エーコ自身が主張するように、記号過程はそれ
自体でそれ自体を説明するプロセスである。
（Desogus 2012, 502）

　つまり、記号過程のパラダイムを規定するデータ
ベース・ファンタジーの場合では、サブジャンルに
関係なく一貫性を持つ記号群、つまりデータベース
の理解が期待されている。作品内において、記号は
その作品の世界観で更新されない。つまり、再記号
過程はデータベースに追加される段階で行われるわ
けだが、作品鑑賞のレベルでは最低限になる。デー
タベース・ファンタジーで機能する以上の解釈項、
例えば歴史的な背景などは不要なものと考えられ
る。もちろん、データベース・ファンタジーに登場
する外来記号の史実に関して詳しい鑑賞者もいるだ
ろう。それは、創作者に前提として意識されている
モデル読者の範囲ではなく、ジャンルの性質には関
係しない。むしろ、創作者をも凌駕する予備知識は、
創作者が想定した鑑賞の妨害にもなりうる。いずれ
にせよ、この程度の例外性は、エーコが述べる〈個
別百科事典〉に含まれるものといえよう。
　データベース・ファンタジーにおける「データ
ベース」を、エーコが規定した百科事典の一種とし
て明確に区分することは困難である。エーコ自身が
認めているように、メディアン百科事典の範囲を正
確に測定することは難しく（Eco 2014, 73）、また、
データベース・ファンタジーがどの程度「ある文化
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のコンテンツ」（同上）として機能しているかにつ
いては、本稿で十分に考察する余裕がない重要な課
題である。
　さらに、データベース・ファンタジーを専門百科
事典の一種と捉えた場合、それは特定のジャンルに
限定されず、エーコが考えた狭義の百科事典の範囲
にも該当しないと考えられる。ここでは一旦、デー
タベース・ファンタジーにおけるデータベースの性
質を、以下の要素によって特徴づけられるものとし
て捉える。すなわち、21世紀における新メディア
の普及と情報拡散スピードの増加、日本独自のメ
ディアミックスを超えたトランスメディア的ダイナ
ミクス、さらに本稿が扱う文化仲介者としてのゲー
ムの役割を通じた再記号化過程としての異文化受容
である。
　これらの背景を踏まえ、データベース・ファンタ
ジーにおける「データベース」は、極めて高いトラ
ンスメディア性とトランスナショナル性を有する
〈横断百科事典〉として定義することが可能である
と考える。つまり、〈メディアン百科事典〉よりも
範囲は狭いが、〈専門百科事典〉ほど限定されたも
のではなく、あらゆるサブジャンルに応用可能な範
囲を持つと言える。ジャンル論の観点から見れば、
データベース・ファンタジーがメタジャンルである
とするなら、そのデータベースは記号論の観点にお
いても、同様にあらゆるジャンルを横断して参照可
能な百科事典として機能するであろう。
　ただし、この定義はあくまでデータベース・ファ
ンタジーにおける「データベース」の特異性を示唆
するための暫定的なものであり、現時点では十分な
検証が行われていない。したがって、これは今後の
研究課題として位置づける。

3.2　外来記号の内在化
　上述したように、他ジャンルにおける百科事典に
比べてデータベース・ファンタジーが独自である理
由は、外来の記号で成り立っている性質にある。文
化史的視点から行われた研究においては仲介の役割
について細かく指摘されている（Shimokusu 2016; 
Escande 2023; 2022a）が、文化史的詳細を省略して、
それらの先行研究を記号論から再考して、その論旨
を示したい。先ほども例示したゴーレムを取り上げ
よう。文化移転における再記号過程の中で最も顕著
な現象は、拒絶も追加も含めた解釈項の更新である。

　データベース・ファンタジーにおけるゴーレム
は、ユダヤ神秘主義まで遡ることができる（伊達 
2013; エスカンド 2022c）とはいえ、直接的に採択
されたわけではない。ユダヤ神秘主義関連の書籍
や、海外映画からの受容により、既に日本では知る
人ぞ知る存在ではあったが、西洋ファンタジー、と
りわけ TRPG『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』（初版
1974年）を仲介として、異文化受容の新しい道筋
で日本へと再導入されたのである（エスカンド 
2022c）。その結果、日本では現在、ゴーレムとい
う記号は詳細（つまり連想可能な解釈項）が異なっ
た状態で、いくつかの〈専門百科事典〉に収録され
ている。本稿で取り上げられている記号は文化的単
位でもあるため、同じように見える〈ユダヤ神秘主
義〉関連の〈専門百科事典〉でも、海外のユダヤ人
が持つ〈メディアン百科事典〉と、オカルト趣味で
〈専門百科事典〉で把握している日本人、あるいは
ファンタジー作品を愛好し、ゴーレムに限らず、し
ばしばユダヤ神秘主義に登場するモチーフの背景を
知りたくて調べた日本人とも異なる〈専門百科事
典〉が共存する。エーコのシステムで考えるそれら
は〈マキシマル百科事典〉に包含されており、〈個
別百科事典〉もその実証的な詳細を規定している。
　西洋ファンタジーにおいて、ファンタジー世界で
の再コンテクスト化の段階で拒絶された要素もあ
る。このような架け橋の影響と並行して、文化的距
離の結果、データベース・ファンタジーにおいて新
たな喪失も見受けられる。この文化的距離とは、文
化的単位である記号の異文化受容においては極めて
重要な側面と思われるが、エーコはこれまで、ポッ
プカルチャーに長年着目してきたにもかかわらず、
データベース・ファンタジーの背景にあるような大
規模な異文化受容については、管見に入る限り論じ
られたことがない。この空白を埋めるには、日本
ポップカルチャーと新中世主義の関係性を論じた
ジェニファー・ドゥウインターの指摘が手がかりに
なると考えられる。

西洋人にとって、ヨーロッパの中世はしばしば
文化的・歴史的意義を帯び、郷愁や懐古的な感
情によって彩られる。一方で、日本人にとって
のヨーロッパ中世は、エキゾチックな場所とし
て、アニメーションの物語に再構成可能な豊か
な表象を提供するものである。言い換えれば、
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日本人にとって西洋中世は、そもそも実在する
「指示対象」として経験されたことがなく、シ
ミュラークルの異なる秩序を経ることがなかっ
た。そのため、中世は日本において、表象およ
び商品として常に新中世主義的な遊びの対象と
して開かれていたと考えられる。「実在」が存
在しなかった以上、アニメは「実在」に忠実で
ある必要はなく、自由な創造の場を得ている。
さらに、西洋中世の表象がジーンズやレザー
ジャケット、ヘヴィメタル音楽といった他のグ
ローバルな商品と同様、グローバル経済の中で
輸入され、消費されていることを考えると、こ
の現象はむしろ自然な帰結であると言えるだろ
う。（deWinter 2012, 76–77）

　ドゥウインターの主張をエーコの記号論で解釈す
ると、原文化圏の〈メディアン百科事典〉という前
提を共有しない日本人は、新中世主義（主にファン
タジー世界）の〈専門百科事典〉でしか西洋的中世
関連記号を知らず、史実の縛り（つまりユダヤ神秘
主義という歴史的〈専門百科事典〉）がなく、自由
に改変可能な「対象なき記号」として、作品創作の
際に使用しうる。このような感覚が、近年、問題視
されるような描写を生み出し、日本ポップカル

チャーの海外受容において文化摩擦まで引き起こし
ている（3）。先述の通り、図 3で可視化されたように、
記号の導入が西洋ファンタジー作品を仲介とし、記
号過程がそれにつれて進行したことは、ドゥウイン
ターが指摘する文化的距離・断絶の一つの理由であ
ろう。
　ドゥウインターは日本のアニメーションに着目し
ているが、それはこのメディアに限った話ではな
い。それは、データベース・ファンタジー全体に対
しても同じことが言える。シミュラクラでもない中
世モドキは（例えば「ナーロッパ」と呼ばれるもの
がその好例だが）その全体の中の個別のモチーフも
それぞれ記号として独立している。それらも、本来
の対象から逸脱しているのである。それらの史実か
ら逃れた記号が、再創造（再記号過程）を制限また
は誘導したりする「縛り」（歴史的解釈項）を欠い
た結果として、特定の作品やサブジャンルを越境し
た記号と化して存続することは別段驚くに当たらな
い。
　本稿で確認してきたように、文

c u l t u r a l  b r o k e r

化仲介者としての
ゲーム（TRPGをはじめとする）は、重要かつ中心
的な役割を果たした。しかし、それ以降、現象全体
はその仲介的役割には依存しなくなっている。デュ
ラハンの事例が示すように、そういった海外ファン

図 3　ゴーレムのトランスナショナル的再記号過程
備考：（伊達 2013; エスカンド 2022c）
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タジーでの再コンテクスト化が行われなくても、日
本での受容の段階で同じ性質の再記号過程が見受け
られる（Escande 2023, 66; Shimokusu 2016）。アイ
ルランド伝承を第一の起源とする、不吉で死神のよ
うな存在であるデュラハンの場合、例外的に TRPG
など、海外ファンタジー作品の仲介がなかったこと
で、単純化というより、詳細に同レベルの再記号過
程が行われた。
　図 4に示されているように、第一の起源としての
デュラハン像とは大きく異なり、データベース・
ファンタジーにおけるデュラハンは、いくつかの要
素（解釈項）の入れ替えや追加を通じて再創造過程
（再記号過程）を経ており、第二の起源を獲得した。
それらは互いによく重なり合い、「アンデッドの騎
士」「首なしアンデッド」「首なしアンデッドの騎士」
「女性騎士」「首なし女性」など、本来のコンテクス
トでは想定され得なかった表象がデータベース・
ファンタジーでは確認される。
　データベース・ファンタジー論の事例研究で取り
上げた特徴をさらに可視化すると、いかにして新た
な解釈項がより広範な再創造において位置付けられ
るかが示される。一つ目のカトブレパスは日本独自
の再創造（エスカンド 2021b）、つまり〈専門百科
事典〉の更新にともなう再記号過程をめぐる、もう
一つの事例となる。

　一つ目という日本独自な解釈項と、細長い首とい
う珍しい解釈項がとりわけ注目に値する。カトブレ
パスとは元来エチオピアの牛

うしかもしか

羚羊とされる幻獣で 
、古代ローマの博物誌や中世の動物寓意譚におい
て、その目を見た者は即死すると説明されてきた。
フランスの小説家ギュスターヴ・フローベール
（Gustave Flaubert, 1821-1880）が『聖アントワーヌ
の誘惑』（La Tentation de saint Antoine, 1874）でカ
トブレパスを再話化し、本作を引用したホルヘ・ル
イス・ボルヘスも『幻獣辞典』（El libro de los seres 
imaginarios, 1967）で紹介を行い、TRPGの『ダン
ジョンズ＆ドラゴンズ』（1974）で初めてカトブレ
パスが欧米のファンタジー作品に導入された
（Escande 2022a, 10-13）。日本において、細長い首
という本来は一人の小説家に独自な描写がむしろ、
記号過程の中心に置かれた。そして、一つ目という
日本以外に確認されない解釈項は、日本語資料に伝
わった読解の問題に起源があると確認された（エス
カンド 2021b, 9-10）。
　図 3、4、5で可視化されたような記号の単純化
（解釈項の減少）と、データベース・ファンタジー
を特色付けるような、むしろ原典と無関係な解釈項
の追加が、当該ジャンルにおける異文化受容に基づ
く再記号過程の二つのメカニズムとして際立つ。そ
れらの事例の再記号過程の方針は、場合によって解

図 4　デュラハンの再記号過程
備考：（Shimokusu 2016; Escande 2023）
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釈項の拒絶を中心に（ゴーレム、図 3）、あるいは
解釈項の追加を中心に（デュラハン、図 4）、ある
いは双方を同レベル（カトブレパス、図 5）に行わ
れている。しかしそのいずれにも、能動的な解釈項
の変換が認められるわけで、その過程こそがデータ
ベース・ファンタジーの記号論的特徴だともいえる。

最後に

　記号論をもちいて考察した結果、データベース・
ファンタジーの特徴は、第一段階、すなわち大規模
な海外由来の記号導入と、第二段階、すなわちその
日本独自の再創造にあることが明らかになった。
1980年代初期から集中的にあらゆる異文化の百科
事典を部分的に採用し、日本ファンタジー制作のた
めの〈専門百科事典〉として再構築され、そしてそ
の〈専門百科事典〉が 21世紀から日本独自の複雑
化を遂げた。1980年代から鑑賞者の好奇心に応え
るため、あるいは、海外の史実をある程度紹介する
ため（つまり海外の〈メディアン百科事典〉と〈専
門百科事典〉と日本の〈専門百科事典〉を架橋する
ために）に、ファンタジー辞典という紙媒体の事典
が具体化され、それらの資料は次第にデータベー
ス・ファンタジーに強い影響を及ぼすことになった
（Escande 2023）。
　図 3、4と 5のように、日本での受容が進むにつ
れ、外来記号は単純化や複雑化にともない再創造さ
れ、拡散され、内在化され、日本ファンタジーの新
しいコンテクスト、つまり文化単位に適応すること

で、「新しい解釈項」が「失われた解釈項」に入れ
替えられる。その結果として、日本的な特色を獲得
するに至ったが、この特色こそ、データベース・ファ
ンタジーがグローバルに流行している理由の一つな
のかもしれない。こういった文化移転現象の分析に
記号論を援用することで、モチーフの変容の詳細を
明確化することができ、また、ポップカルチャーに
おける記号の流通に関してもより正確な指摘を行う
ことができる。
　本稿では、データベース・ファンタジーの記号論
的再考を実践するなかで、エーコの記号論に依拠し
つつ、データベース・ファンタジーを構築する外来
記号導入とそれらの再記号過程の性質を可視化し
た。それはつまり、記号の作品独自の利用というよ
りも、テクストを越境し、ジャンルレベルの強い共
通性を提示する外来記号の消費であり、それにとも
なう独自の再記号過程の傾向として把捉することが
できよう。その上で、ジャンル・ファンタジーの鑑
賞において機能するような、サブジャンルに付随す
る〈専門百科事典〉というよりは、むしろデータ
ベース・ファンタジーでは、より越境的で、より広
範な〈百科事典〉が参照されることを示した。外来
モチーフの起源が知られずとも記号として把握さ
れ、〈専門百科事典〉より広範であるこの〈百科事
典〉が、日本ポップカルチャーの一部として浸透し
続ける過程で、日本文化に所属する〈メディアン百
科事典〉と化しつつある。ほとんど外来記号で構築
されている〈百科事典〉としての性質、とりわけ、

図 5　カトブレパスの再記号過程
備考：（エスカンド 2021b）
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上記の再記号過程の方針も提示することができた。
　データベース・ファンタジーの〈百科事典〉の内
容であるが、モデル読者にとっては、ファンタジー
世界の存在としてしか記号過程が行われない記号群
だからこそ、他ジャンルより記号のデータベース消
費が可能となる。ドゥウインターが指摘した外来コ
ンテンツの商材扱いもその一環として理解すること
ができる。内在化されるにつれ、歴史的背景（歴史
的解釈項）とともに外来性までもが忘却されるとい
う特徴も重要である。つまり、現代日本社会におけ
る外来記号の独自な消費パターンがあり、データ
ベース・ファンタジーで過激に具体化されていると
見てとることもできる。
　その消費パターンはより広くポストモダン的文脈
に置かれているため、このような外来記号の極端な
再記号過程がデータベース・ファンタジー独自であ
るとはいえ、その具体的な過程は欧米ファンタジー
における再記号過程といかに異なるかをより精密に
検証する必要がある。この問題も含めて、記号論的
検証の可能性とその意義を示した本研究の成果を踏
まえ、外来記号導入と再記号過程としての異文化受
容のより詳細な検証には引き続き記号論的探求が必
要なため、今後の課題としたい。
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1．はじまりの掟と祈り

　タジキスタンのタジク人社会での暮らしには、家
庭内でもコミュニティ内にも、禁忌と掟が溢れてお
り、それらは日常生活の箴言や諺によって広く共有
されている。これらは、タジク人の行為・態度・慣
習・慣例を、いわば「掟」として現在にも厳しく規
定している。こうした家庭内禁忌ともいえる掟は、
ドゥシャンベなどの都市よりも、地方の農山村でい
までも顕著であり、これら箴言や戒めへの不敬はあ
る意味では脅迫的にタジクの人々の生活に作用して
いる。たとえば、日本に留学しているタジク人女性
の学生は、夕刻になると銀座の駅前に生えている街
路樹の下を歩くことを嫌がることがあった。それ
は、「樹木（とくにシダレヤナギ）の下にはや精霊
“ジン”が宿りやすく、人間と接触することで悪さ
をするため」だと教えてくれた。さらに、「クルミ
の木には悪霊“デヴ”が宿るといわれる。とくに女
性は夕刻に一人でクルミの木の下に居てはいけな
い」とも言われている。とくにシダレヤナギのよう
な枝葉の垂れ下がる樹木はとくに危険とされる。ま
た、「男心にはデヴが宿る」ともいわれ、ときに怒
りや感情を抑えられなくなる激情を、精霊憑きにな
ぞらえたものと考えられる。
　そのほかにも、さまざまな家庭内禁忌があり、外
国人からすると、あまりにも多くの「制約」があり
よく暮らしているものだ、と感じることがある。例
えば、地方の高齢者や女性は次のようなことを家庭
内でよく指摘する。
「お茶は必ず右手で渡すこと」
「落ちた髪の毛をごみ箱に捨ててはダメだから

ね。必ずまとめて埋めなさい」
（＝落ちた歯や爪も同じように埋める）
「落ちた髪の毛を踏まないこと」
（＝髪を他人に踏まれるとその人に頭痛が起きる
とされている）。
「他人の足跡を踏んで歩かないようにね」
（＝足跡の主と同じ人生を歩むことになるから）
「ドアの敷居“サンジキ・ダル”に座ってはいけ
ないよ」
（＝境界線に居座ることへの戒め）
「座っている人の背中のすぐ後ろを通ってはダメ」
（＝境界線に居座ることへの戒め）
「人に足の裏を向けてはダメ」
「寝ている人間をまたいでは絶対にいけない」
「太陽が沈む瞬間に寝てはいけない」
Ҳангоми офтобнишин хоб кардан мукин нест.
（＝中途半端な時間に寝てしまい、頭痛が起こる
ことがあるから）
「家の中で口笛を吹いてはいけない」
（＝悪運が訪れたり、精霊が寄ってきたりする）
「家の中で音楽を大音量で聞いてはいけない」
（＝ジンやデヴに魅入られるため）
「夕暮れ時以降に、独りで風呂場や鏡の前に立っ
てはいけない」
（＝暗闇のなかでジンやデヴが好む場所であるた
め）
「パンくずをごみ捨て場に捨ててはいけない」
（＝欠片とはいえパンには違いないから大切にせ
よ“ノン・ハムノン・ノンレザ・ハム・ノン”）
　首都ドウシャンベのハトゥロン地方 Хатлонで
は、次のような箴言がよく聞かれる。

タジク社会における祈りと禁忌の箴言誌フィールドノート

相　馬　拓　也

Field notes on Proverbs for Prayer and Taboo in Tajik Society

SOMA, Takuya
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「爪は金曜日に切るのがもっとも良い。土曜日は
爪と髪を切らない方がいい」
“Аз ҳама рӯзи хуб барои гирифтани нохун, рӯзи 
ҷумъа ба ҳисоб меравад”
これは、「土曜日には豚は自分のいかなるものも捨
てないという伝承」“Мегӯянд дар рӯзи шанбе ҳатто 
хуг ки ҳайвон аст чизе аз худро наепартояд”とい
う格言に依拠しているとされる。タジク社会でも、
夜には爪も髪も切ってはいけないため、日本の「夜
に爪を切ると親の死に目に会えない」という発想と
部分的には一致する。また、次のようにも言われる。
「足と手の爪を同時に切らないほうがいい」
“Нохуни даст ва пойро дар як вақт гирифтан 
хосияти хуб надошта”
この行為は「良いことと、悪いことが、同時に起こ
る」とされることから避けられている。さらに、「早
起きは三文の得」に相当するほとんど同一の表現
「朝早く起きる人の収入が増える」“Рисқи одами 
барвақтхез зиёд аст”もある。これらしきたりは
カブール出身のタジク人にも同じように共有されて
おり、タジク人社会に広く敷衍している。
　本論では、フィールドワークで収集された、実際
の暮らしの中で使われる一般性の高い諺や格言を箴
言誌として紹介し、タジク人社会の精神性や内面文
化を素描してみたい。

2．対象と調査方法

　上記のフィールドワーク経験をもとに、本論では
タジキスタンのタジク人社会を対象とした掟・禁
忌・箴言、そして祈りにまつわる格言のフィールド
調査を実施した。調査は 2022年 9月～2023年 12
月の期間、タジキスタンでの 2回のフィールド調査
と、タジク人ネイティヴ話者とのタジキスタン国内
遠隔地に居住するインフォーマント（n＝60名程
度）への直接のインタビューと、電話によるリモー
ト・フィールドワークにより実施した⑴。
　中央ユーラシアは「多民族共存地域」であり、一
般に「タジク人 Тоҷик」はタジキスタン、ウズベキ
スタン、アフガニスタン、パキスタン、イランなど
に共住している。公的データではおよそ 2,500万人
程度が居住するとされているが［TAJSTAT 2020; 
World Population Review 2024］、民族名称タジク人
を公に名乗ることが政治的に難しい場所もあり、サ
マルカンドやブハラ、フェルガナなどのタジク語話

者とタジク人に起原を持つ人たちの総数は、筆者の
私見では 3,500万人以上いると実感している。タジ
ク人の語源は「冠“トージ”тоҷをかぶる人」
“Тоҷик”の意味だとされている［Encyclopaedia 
Iranica. 2024］。これが中国語でムスリムを示す
“タージー”「大食人」の語源となった可能性が高い。
ただし、タジク語の発音はイラン・ペルシャ語系の
aを oに置き換えた発音が多く用いられ、本来は
“トジク”（Tojik）が正しい。中国語読みのタージー
も、イラン・ペルシャ語系の発音に由来する可能性
もある。ただし、本論では国際通用度の高い「タジ
ク」を使用する。
　タジク語の祈りと禁忌の箴言は、タジク人の家庭
内や社会生活において、行為を制約する不文律とし
て、また社会摂理や節度の道しるべとして、人々の
行動判断を感性のメタレベルで規定している。いわ
ばエスノグラフィの源泉となる抽象化された主体性
を読み解くうえでも、タジク人社会における箴言と
は、日常生活レベルにとけ込んだもっとも重要な思
考的・思想的よりどころでもある。そして、言語文
化に起因するエスノグラフィの相互連帯について
は、これまでの社会学研究や、文化人類学研究でも、
十分に解き明かされているわけではない。

3．冠婚葬祭にのぞむしきたり

3.1．弔問や死亡にまつわる箴言
　タジク人社会で暮らしていると、タジク人がペル
シャ文化の根幹を成立させた知識人や技術者を輩出
したことで、シルクロード全域で尊敬を集めている
ことがわかる。しかし、ウズベキスタンなどでは、
公にタジク人であることを民族賞賛することは、政
治的危険によりはばかられている。また、タジキス
タンとキルギスのあいだでは、度重なる国境紛争の
問題で、キルギス人はタジク人の知性や美貌などを
認めつつも、タジク人をおおっぴらに賞賛したりす
ることはない。容姿が端麗で機知に富むタジク人女
性は、シルクロード男性の羨望のまなざしでもあ
り、カザフ人男性やキルギス人男性、とくにウズベ
ク人男性からの求婚の話は多い。ただしタジク人社
会では、ウズベク人男性との婚姻は見られるもの
の、カザフ人とキルギス人との結婚は、女性側の親
族が決してこれを許さない。タラス地方出身のキル
ギス人の英雄マナス（Манас）の妻の一人が、ブハ
ラ出身のタジク人女性サニラ・ビガ（Санира-
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бига）だったことは、キルギス人にもタジク人にも
よく知られている。キルギスとタジキスタンの国境
紛争などの政治問題を抜きにしても、キルギス男性
にとってタジク人女性は摘めぬあこがれだけを募ら
せる、いわば「高嶺の花」の存在となっている。
　そんなタジク社会は冠婚葬祭を重んじる習慣が根
強く残っており、儀礼への執着と熱意はシルクロー
ドの他の民族以上に強く、かつ厳格なプロトコルが
定められている。たとえば、もっとも広く言われて
いる箴言には次のような言葉がある。
「水曜日にはお見舞いを避けるべき」。
“Рӯзи чоршанбе ба дидорбинии бемор нарафтан 
беҳтар”
この表現には、水曜日はタジク語で“チョルシャン
ベ” чоршанбеであり、“チョル”＝「4」という忌
避数であることから、相手の病気を自分にうつして
しまうといわれている。日本の「四」＝「死」とも
どこか通じるところがある。ほかにも、中高年者に
とくに疎まれる行為は次のようである。
「夜ガムを噛んではいけない」（特に親戚の誰か
が最近亡くなった場合）
“Шабонгаҳ, сақич хоидан хосияти хуб надорад”
夜ガムを噛むということは、「亡くなった人の骨を
噛む」ことと同義とされる。若者は家庭内でこのこ
とで怒られることがある。
「亡くなった人のお宅では3日間は食べるもの
（パンや料理など）は一切を作らない」
“Дар хонае ки марг аст, то се рӯз ғизо пухтан 
манъ аст”
「弔問する人はパンを3枚／5枚／7枚など奇
数枚で持っていく、偶数（2枚や 4枚等）はダメ」
“Хешу ақрабо хурок меоранд ва шумораи нон 
набояд ки ҷуфт бошад”
このパンは、近所のご家庭で作ってもらうことが多
い。偶数は割り切れる数字で忌避数と考えられてい
る。タジク社会には、いわゆる「験を担ぐ」に近い
忌避数や忌避日があり、エスノグラフィを読み解く
うえでも不可避な感性である。

3.2．�イスラーム新年“ナウルーズ”とスマナクに
まつわる箴言

　イスラームの新年を告げる祭“ナウルーズ”（例
年 3月 21日と前後 2日間）（図 1）に臨んでも、人々
には次のような格言がよく守られている。

「ナウルーズのときには必ず新しい服を着よ」
“Дар вақти Наврӯз пӯшидани куртаи нав ба 
ҳамагон ҳатмист”
「ナウルーズの時やその前に怒っている人がいた
ら、必ず仲直りして新年を迎えよ」
“Дар ҷашни наврӯз бо ҳамаи дӯстон ва хешу 
ақрабо муносибати дӯстонаро ҳамеша барқарор 
бояд кард”.
ナウルーズとは新生活や新しい門出を象徴するメタ
ファーでもあるため、人々のなかにも心機一転とい
う思いがある。
「一年の間に亡くなった人がいたら、その家庭で
はスマナクは作れない」
“Дар хонае ки дар тули сол “шахсе вафот карда 
бошад суманак намепазанд (Агар пазанд 
сабзаҳояш сурх мешаванд)”
スマナク（図 2）は、芽生えたばかりの小麦の粒を
粉々にして炒めた茶色いペースト状のクリームで、
パンに塗ったりしてたべる。イスラーム新年のナウ
ルーズのときに、一年間で一度だけ作って食べる。
亡くなった人がいる家庭では、スマナクの原料の新
芽が赤くなったり、苦くなったりするという伝承が
ある。このスマナクにまつわる箴言や諺は数多く、
タジクの人々にとって食にまつわる重要な箴言資源
となっている。
「ナウルーズの新年にはじめて食べるスマナクは
小指で試して願い事をするとよい」
“Дар навруз ҳангоми чашидани якумин суманак 
бо ангушти майда чашида ният ва орзу 

図 1　ドゥシャンベ中心のナウルーズ風景。モヌメン
ト・イスチクロルとスマナクの原料の麦の若芽を模し
たモニュメント（ドゥシャンベにて）



46

早稲田大学高等研究所紀要　第 17号　2025年 3月

мекунанд”
次のように願い事をすることもある。
「スマナクの大鍋に小さな石を投げ入れて願い事
をする」
“Дар деги суманак сангча партофта орзу 
кардан”
タジク社会では、よく子どもたちが新年の集いで、
こうした小石を鍋に投げ込むことがある。石は鍋底
にたまるため、一緒に食べてしまうことはないとい
う。
　ほかにも、芽吹き始めた春草を摘むことを戒める
言葉もある。
「春の最初に咲くタンポポを摘むと雨が降る」
“Мегӯянд агар дар вақти баҳор гули бойчечакро 
чинанд пас аз он борон меборад”
「春の草をなるべく摘むべきではない」
“Алафҳои фасли баҳорро чидан хосияти хуб 
надорад”
ネイティヴ感覚から推察すると、「何事も焦ってす
るべきではない」という含意があるようにも感じら
れる。

4．食文化にまつわる箴言

4.1．ノン（パン）とプロフにまつわる箴言
　小麦パン“ノン”と炒め飯“プロフ”（“オシュ”） 
（図 3）は、タジク人が誇るシルクロードのソウル
フードでもある。各地のバザールを訪れても、ウズ
ベク人やキルギス人が経営しているやチャイハナ
（食堂）でも、厨房やパン焼き窯に立っているのは

タジク人であることも多い。とくにタジク人の作る
パンには、様々な種類があり、その大きさやデザイ
ンによって冠婚葬祭などでの用途も多岐に渡る
（図 4）。とくにサマルカンドのナンは絶品とされ、
同じ材料で同じ窯で別の場所で作っても、同じ味に
はならないと評判である。一般に、ノンやクルチャ
（小さめのノン）を上手に作れないタジク女子は家
庭内やコミュニティ内での評判が芳しくない。嫁入
りには必須の技術とされ、女児がなによりもさきに
憶えなければならない料理とされている。
　なかでも小麦製品にまつわる箴言は多く、いかに
人々が食にまつわる祈りと禁忌を重んじるかがうか
がわれる。イスラームにも関係することだが、生理
中の女性はお祈（ナマズ）を禁じられているほか、
小麦粉をこねることも、家畜のミルクを搾ることも
禁じられている。理由は不明だが、夕暮れのあとに
「白い食べ物」（とくにミルクや乳製品）を人に渡す
ときは、なかに緑の葉っぱを入れておくと良いとさ
れる。とくにブドウの葉は無味で食味に影響しない
ため、好まれている。
　食事に関する謹言でよく言われるのが、次の言葉
である。
「ノラを取られないように！」
“Нолаатро аз дастат нагиранд!”
“ノラ” Нолаとは「ひとつかみの食事」という単
語で、これが「人生のチャンス」と読み替えられて
いる。つまり、「人生のチャンスをつかみ損ねる
な！」の意味に解釈される。
「仕事は手から、ノラは口から」

図 3　ドゥシャンベのバザールで売られるプロフ（オ
シュ）。食べるのは 12時頃までがお勧めで、午後にな
ると脂が回って味が落ちると言われている（ドゥシャ
ンベのコロボンバザールにて）

図 2　バザールで売られるスマナク。この時期、大鍋で
作られたスマナクがバザールに並ぶ（ブハラ市のバザー
ルにて）
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“コルロ・アズ・ダスト・ギル・ノラロ・アズ・
ダホン”
器用で利発なことを言い表した言葉で、とくに女性
が女性に対して使うことが多い。
「食事のときに、欠片（ノラ）が落ちると、誰か
が懐かしんでいる、と言われる」。
“Ҳангоми таомули ғизо агар нолаи шахс афтад, 
ин маънои онро дорад ки яке аз шахсони наздики 
ӯ хоҳиши дидорашро дорад”
ノラと人とをつなぐ関係性が、タジク人の食事への
向き合い方を表している。これは、落とした人物本
人ではなく、隣の人に食べさせると良いとされる。
懐かしんでもらえるようにという願いが込められて
いる。
「オシュ（プロフ）を携える人となれ」
“Оши худро соҳиб бош!”
これは年上が目下の人に対して用いる表現で、「自
身を識る人物たれ！」の意味となる。プロフという
シルクロードの国民食と、自身の成功を掛け合わせ
た絶妙の表現でもある。
「出されて口にしたパンは最後まで食べよ」
“Хурдани нолаи хеш, махсусан нон, то ба охир 
ҳатмист”
「女性はお茶を飲み切ってから再び注がなければ
ならない。残ったままお茶を注ぐと、旦那が2
番目の奥さんをもらうと言われる」
“Дар пиёла аз болои чой агар дубора чой резанд, 
мегӯянд ҳамсари он шахс дар оянда ҳамсари 
дуюм хоҳад дошт”

お茶をそそがれる際に、ときおり家族のあいだで
も、お茶碗をのぞき込む仕草を見かけるときがあ
る。これは、茶碗にお茶がどれくらい残っているの
かを確かめている仕草でもある。そそがれそうに
なったら、よくお茶を急いで飲み干す行為が男女と
もにみられ、こうした言い伝えに由来していること
がある。
「自分の飲みかけのお茶を誰かが飲むと、2人は
ケンカすると言われている」
“Аз пиёлаи чойи нӯшидаи ҳамсуҳбат чой 
нӯшидан хосияти бо он шахс муноқишае сар 
заданро дорад”
こうしたことから、缶やペットボトルでも回し飲み
は敬遠される。器を共有する際は、飲み口にふっ
ふっふっ、と息を 3回吹きかけて飲む。これは兄弟
姉妹のあいだでも行われる。
「主要な食材（小麦・塩・オイルなど）を最後ま
で使い切ってはいけない。運勢“バラカット”が
残るため」
“Хуроквориҳои хонаро то охир ба итмом 
расонидан мумкин нест, чунки баракати хона 
кам мегардад”.
　次の補充を行うまでに、とくに主要食材を使い
切ってはいけないとされ、一般的な家庭でも厳密に
守られている。主要な食材を家から完全に枯渇させ
てはいけないことを戒める、家訓ともとれる実務的
な箴言となっている。
　ご家庭訪問でお茶を頂くと、家の女性たちが頻繁
に水を汲んで、お湯を沸かしていることに気づく。
「お湯の2度沸かしはあまりよくない」
このように言われることから、冷めたお湯でも必ず
入れ替えて沸かす「台所の掟」がある。
　そしてよく言われるのが、厨房での所作である。
「料理を作った人の台所に手出しをしてはいけな
い」
“Ба деги хурок пухтаи дигар шахс даст задан  
амали ноҷое ба ҳисоб меравад”
料理は作るところから、器によそうところまで、そ
の料理を作る人の責任だから。何も言わずに何か付
け加えたり、よそったりするのは絶対にしてはいけ
ない。職人気質のタジク人らしい発想といえる。

4.2．来客を告げる言い伝え
　タジク社会では、来客は礼を尽くして迎えること

図 4　バザールに並ぶさまざまなノン（パン）。冠婚葬
祭の機会に応じてさまざまなサイズが用いられる（ドゥ
シャンベのコロボンバザールにて）
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が家庭内でも、コミュニティ内でも厳格にある種の
掟として定められている。突然の来客にも対応でき
るように、つねに家は整理整頓しておき、客間“ホ
ジュラ”（メフモホナ）が用意されている。調度品
にも気が使われており、来客用と家庭用とは厳しく
分けられている。こうした「もてなし文化」は、ア
フガニスタンのタジク人による影響が強いと伝えら
れている。かつてアフガニスタンでは、自分の敵や
親の仇だとしても、客として来訪すれば、誠心誠意
もてなすといわれるほど、タジク社会では客人対応
は重要である。外国人や遠い場所から訪れた来訪者
には、特別のもてなしをする。異国からの旅人“ム
ソフィル”は、外国にいる自分自身にも使う。“ガ
リブ”は、とくに外国の異邦人を呼び表す。たとえ
ば、筆者がタジキスタンを訪れた際は、「ムソフィ
ル」として扱われることが多い。ムソフィルには外
国にいることで、「願いを叶いやすくする立場にあ
る人」という前向きなニュアンスも込められてい
る。本来はイスラームの教えにも通じている考え方
とされている。
　厨房や食材、とくにパンに関する言い伝えは多
く、ダスタルカン（饗宴）での会食や調理中にも、
母親が娘によく話したりする。例えば、来客を告げ
る言い伝えには、次のような言葉がある。
「パン生地をこねたときに、生地の一部が飛ぶと
来客がある」
“Агар хамир дур парад, хосияти омадани 
меҳмон аз роҳи дурро дорад”
遠く飛べば飛ぶほど、遠くからの客人が来るとの兆
しとされている。
「手に取ったお茶をこぼすと来客の兆し」
“Агар чой чаппа шавад меҳмон меояд”
こぼしたお茶が暖かいか、冷たいかで、来客の性格
が暖かいか、冷たいか分かるとも言われている。
「お茶のなかに茶柱があると来客がある」
“Дар пиёла чой бошад маънои омадани 
меҳмонро дорад”
この茶柱が長ければ、来客の背が高いとされる。こ
れはタジク中で話されている。ほかにも、「家人が
お茶の中の茶柱を折ったら、来客が骨折して、その
人が数ヵ月間も家に滞在することになった」、とい
う小噺まであるほどタジク人社会では有名な言葉で
もある。
「足の裏がむずがゆくなったら、その日に来客が

ある」
“Агар пой сих занад ба хона меҳмон меояд”
「ムズムズする」を表す“シフ”（сих）はとげが
刺さったとき「チクチクする」としても使われる、
やや広いニュアンスで用いられる。
　食材や食べ物がなくても、誠心誠意もてなすこと
を良しとする。例えば、ソグド地方やホジャンドで
は社交辞令としてやや大げさな態度で客を迎えるこ
ともある。タジク人目線では、それを「ウズベク人
的態度だ」と揶揄することもある。同様に、来客に
「パンを食べて！食べて！」とおすすめするときに
も地域性があり、クリャーブ地方では口だけで、ホ
ジャンドの人々は「ケチ」、という認識もあるよう
である。かつてのソグド地方や遠隔地の人々に対し
ては、タジク人はやや皮肉っぽい認識を持っていた
のだと思われる。

5．ほうきや掃除にまつわる言い伝え

　タジク社会では、ほうき（箒）“ジョルブ”（図 5）
には特別の敬意が払われる。ほうきは河辺などに自
生するホウキモロコシの草が用いられる。とくに
「ほうきを立てたままに置くと、その家の誰かが亡
くなる」“Ҷорубро рост гузоштан хосияти хуб 
надорад”と言われ、子供のころから家庭内でのほ
うきの扱いでよく注意されている。また、近所や他
人の家のほうきを決して借りてはいけないと言われ
ている。ほかにも、ほうきをめぐる次のような戒め
がある。
「ほうきを足で踏みつけてはダメ！」
「ほうきで人を叩いてはダメ！」
「来客の前でほうきがけしてはダメ！」
そのためタジク人は、ほうきの扱いをよく心得てい
る。とくに若い子供や男女をほうきで叩くと、“バ
フト”（家族・恋愛・子供にまつわる幸運のこと）
が逃げるとされ、とくに戒められる。次のように諭
されることもある。
「夜は家でほうきがけしてはいけない」
“Шабонгоҳ дар хона ҷоруб задан манъ аст”
台所、トイレ、玄関、居間、外のほうきはすべて違
うものを使う。家でほうき掛けしたほこりは、すぐ
に捨てなければならない。そのまま放置すると、“バ
クト”（運勢）が来なくなるといわれるためである。
そのため、女性たちの掃除はテキパキとしていて、
見ていて気持ちの良いものがある。
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“Ҷоруб барои хона, ошхона, барои тоза кардани 
ҳамом ва ҳоватхона ҳатман бояд ҷудо бошад”.
ほうきは、バザールで買うことも、自分で草を刈っ
て作ることもある。秋に草を刈りとって乾燥させバ
ケツの柄の部分で挟んで引っ張り、枝や突起を取り
払う。
「ほうきを捨てて燃やすときは、かならず結んだ
紐をほどかなければならない」
“Пеш аз сӯзонидан ё партофтани ҷоруби 
куҳнашуда онро ҳатман кушода баъдан 
сӯзонидан ва ё партофтан лозим аст”
「人が出た後にほうきをかけない」（とくに遠い
所へ行く来客のあと）
“Баъд аз рафтани меҳмон ҷоруб назадан беҳтар 
аст”
来客がおいとました後にすぐにほうきをかけると、
もう二度と来なくなってしまうかもしれないとされ
る。「はく」が、人払いをする意味を共起されてい
るためでもある。
「家人が旅に出て、最初の河を渡るまで、ほうき
がけしてはいけない」
“Пас аз ба сафра баромадани яке аз аъзоҳои 
оила то ба макон ва ё аз болои дарёе гузаштани 
ӯ хонаро намерӯбанд”
ほうきがけは家族の旅や遠出とも関係している。
「その家の幼子が何も言わずにほうきで家を掃除
し始めたら、その家の女性がその日に嫁にもらわ
れる兆し」
“Агар кудаки хурдсол аз пеши худ бо ҷоруб 
хонаро рӯбад, маънои он руз ба хона омадани 

хостгорҳоро дорад”
これはコミュニティで暮らしていると、女性たちの
寄り合い話でよく上がる話題でもある。家の幼子が
嫁を貰いに来る人物を直感して、掃除を始めるので
はないか、という直感的な分析がとくに女性たちか
ら聞かれることもある。

6．女児や女性にまつわる風習や言い伝え

　タジク人社会に暮らしてみると、男性よりも、と
りわけ女性と女児にまつわる家庭内禁忌と掟が網の
目のように発展していることに容易に気づく。女性
たちを見ていると、よくもこの網の目のようなルー
ルのなかで生活しているものだと感心してしまう。
例えば、現在でもタジキスタンの地方や遠隔農山村
では、女性の海外留学はもっとも忌避されており、
コミュニティ内で好まれない行為でもある。「留学
した女性が遊びを覚えてしまい、男性との交際や都
市生活のうまみをおぼえてしまうから」だという。
そして、海外留学した女性のいる家庭には、コミュ
ニティ内でも「女子を留学させた家族」という悪評
が立つこともある。家族はこのコミュニティ内での
孤立や風評を恐れて、娘や女児に語学の学習や留学
をさせないように仕向けることは、現在でも珍しく
はない。コミュニティ成員との同調を崩さない「保
守的」な社会的風潮の中で、女子教育が大幅に遅れ
ている社会的要因のひとつとも指摘される。
　タジキスタンの女性たちは、こうした厳格な制限
の中で、その生を育まなければならない。「女の子
の笑い声は、他人が聞こえないくらいでなければい
けない」（“Хандаи духтарони хона бояд ба гӯш 
нарасад”）は、伝統的なタジク家庭では常識とさ
れる。とくに若い女の子や、結婚前の娘は、大声で
笑ったり、話したりするのはきつく戒められる。か
つてタジク人の嫁選びは、娘の作った刺繍やパンだ
けを求婚者に見せて判断したと伝えられている。毎
日食卓に上がるパン作りや裁縫の腕前は、ある意味
では外見や内面にも勝った時代もあった。そのため、
「一人の女性を守るということは、大きな城を一人
で守ることと同じ」（“Духтарбонӣ – Қалъабонӣ”）
と言われるゆえんでもある。タジク文化では「女の
子を守る」とは、嫁入り前の娘をきちんと育てるこ
と、その子が異性との交際や品行方正を欠いたオコ
ナイをしないように、彼女の行動に責任持つこと、
を意味しており、家庭内教育では何よりも重視す

図 5　ずらりと並ぶ必需品のほうき。外掃き用、内掃き
用など厳格に区別されている（ブハラ市のバザールにて）
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る。「母親を見て娘を撰びなさい」（“Модарро бину 
духтарро интихоб кун”／ “Модар чи гуна духтар 
намуна”）とも言われるのはこのためでもある。そ
れでも、「タマネギのないピラフがないように、ど
んな女性にもその女性特有のしぐさや癖があるも
の」（“Ош бе пиёз намешавад, духтар бе ноз”）と
言われ、その個性を尊重する時代を徐々に迎えつつ
ある。ところで、女子の髪を結う人は、その頭を最
後に優しくたたくことがあり、これは「将来願いが
叶うためのおまじない」（“Сарбоф дар пушти сар 
мезанад то ин ки дар оянда шаҳ одами бодавлат 
бошад”）とされている。一方で、「髪は長いが、知
識の少ない女性」（“Зани мӯйдарози ақл кам”）と
いう表現もあり、美しいだけで中身の伴わない女性
を指す言葉として使われる。
　タジキスタンで嫁入りしたときには、少々ややこ
しい嫁と姑の意思伝達方法もある。タジク人家庭で
は、新婦が男性側の家族と住むことがルールであ
り、男性側の家族が結婚式の当日に花嫁を受け入れ
る。そこで、次のような言葉がある。
「娘に伝えて、嫁も推して知るべし」
“Духтарам ба ту мегӯям келинам шунав”
嫁入りした家庭内で、家事や言動などで何か問題が
あったときに、嫁の義理の母は嫁に直接口で伝える
ようなことはあまりしない。あからさまに、叱責す
ることもはばかられる。そのため、義理の母は、実
の娘に対して、嫁入りした義理の娘のことで叱責し
たり、当たり散らしたりすることがある。何もして
いない実の娘にとっては、完全なとばっちりのよう
に思われるが、実母と実娘のやりとりによって、嫁
が自身の行いを察知して、行動や言動を改めるよう
に仕向けられている。とくに嫁入りしてきたばかり
の若嫁には、こうしたきわめて回りくどいコミュニ
ケーション方法で物事を伝えることがある。
　さらにジェンダーの点で多くの問題を生む原因の
一つに、タジク人社会では、娘に何か問題があった
ときにも、ほとんどの場合はそのすべてが実の母親
のせいにされる。父親は娘に何か問題や不満があっ
た時には、「俺は出ていくからな！」と言って家を
飛び出すこともある。これは、残された母親と子ど
もに家を残すため、タジク社会では家主が「出てい
け！」とはあまり言うことはない。そのため、旦那
の側が出ていくのが、タジク社会の家庭内の掟らし
い。タジク人女性は社会生活のほとんどの場面で、

男性からの被抑圧的立場にあり、タジク人女性の社
会進出を難しくしている直接の原因ともなってい
る。一見不可解ともいえるまさに責任の「転嫁」に
よって、タジク社会の家庭内の人間関係は少々複雑
でもある。

7．考察とまとめ

　本論では、予備的なフィールドワークで収集され
た箴言・格言・諺などを、雑駁に紹介した。こうし
た格言はほんの一部であり、とくに女性や女児に対
する箴言として、守られることを家族や親族からも
強く要請される。あまりにも多くの禁忌があり、タ
ジク社会での暮らしが制約に満ちたものであること
がわかる。ただし、タジク社会で暮らしてみると、
これらの家庭内禁忌や掟が、《精霊憑き》や《邪視
緊縛》“チャシム・カルダン”から身を守る、ある
種の「防霊術」であることが見えてくる。現在も、
タジク社会では精霊憑きや憑依が強く信じられてお
り、精神疾患や体調不良をはじめ、人生のあらゆる
不幸の直接の原因と考えられている。そのため、こ
れら家庭内禁忌や掟とは、心身ともに健やかな暮ら
しを願う、見えない《祈り》でもある。そのため、
タジク人の行動原理の深層に到達することを困難に
もする一因ともなっている。こうした《祈り》と《禁
忌》の箴言誌とは、「エスノグラフィ」として観察
される人間行動の上位判断プロセスに相当する《メ
タ・ナラティブ》のひとつの表現型ということもで
きる。
　箴言には数多くの祈りを含意する一方で、女性の
社会進出を拒むコミュニティ内の慣例や慣習に直結
することも多く、家庭内禁忌による社会統御がきわ
めて強く作用していることに驚かされる。それは、
タジク人男性による「嫁取り」の場面にとくに色濃
く表れている。タジク人社会では、恋愛結婚による
婚姻関係の成立が、現代でも少なく、ドゥシャンベ
などの一部の地域に限られているためである。その
ため、「理想的な女性像」の形成に、こうした格言
と箴言が利用されている点も否めない。本論では、
エスノグラフィという行動原理を司るメタレベルの
思考源としての可能性を、ことわざ・箴言・格言な
どを箴言誌として試論した。今後は、箴言誌から社
会・文化を紐解く言語文化と社会調査の融合が、よ
り包括的なタジク人社会の実態を浮き上がらせるも
のと考えられる。
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タジク社会における祈りと禁忌の箴言誌フィールドノート

⑴　本調査では、ハトロン州ドゥシャンベのほか、タヴィ
ルダラ村、ダルボーズ村の人々が含まれる。そのため、
タジキスタン南部、中部地方の言い回しが卓越している
ことを明記しておく。
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1    NCCs and the debate between 
the posterior and the anterior 
theories

The search for neural correlates of consciousness 
(NCCs) – roughly, the brain circuits that correlate with 
conscious episodes – has been one of the central proj-
ects of the science and philosophy of consciousness 
since the end of the previous century. The classic defi-
nition offered by Crick & Koch (1990) regards the 
correlates as the minimal neural mechanisms that are 
together sufficient for conscious percepts (also see 
their 1998, 2003). The first thing to be noted is that the 
original characterisation focusses on perceptual con-
sciousness⑴; later researchers have broadened the 
scope to seek NCCs for other varieties of conscious-
ness; this will be important for the following 
narratives, so we will come back to it later. David 
Chalmers (2000) offers a useful though non-exhaus-
tive list of candidates for NCCs before the 21st 
century: Edelman (1989), Newman & Baars (1993), 
Llnas et al. (1994), Bogen (1995), Flohr (1995), Mil-

ner & Goodale (1995), Hobson (1997), Scheinberg & 
Logothetis (1997); for a longer list, see Chalmers 
(1998). In recent decades, many modifications and 
improvements have been proposed, but consensus has 
not been reached (Fink, 2016; Fink & Lin, 2021, and 
various papers included in the 2021 special issue). The 
latest developments can be divided into two broad cat-
egories: on the one hand, some have argued that the 
project of searching for NCCs should be replaced by 
the project of building theories of consciousness (Seth 
& Bayne, 2022); on the other hand, others have clung 
on to the project of searching for the NCCs, but sug-
gested that instead of the original, unified assumption 
that there is one set of NCCs that is responsible for all 
consciousness, we should go pluralistic with respect 
to NCCs. In Cheng, Lin, and Tseng (2022), we have 
argued that the former is a non-starter, as claims about 
NCCs are always theory-laden, and theories of con-
sciousness in the relevant sense all make predictions 
about NCCs. On this occasion I will go for the second 
route, and offer a specific proposal about how to go 
pluralistic. To anticipate, I will argue that there are two 

How to be pluralistic about Neural Correlates  
of Consciousness

CHENG, Tony

Abstract
Discussions of neural correlates of consciousness (NCCs) occupy a central place in both scientific and philo-

sophical studies of consciousness. In addition to many developments in the past decades, there is a recent trend to 
go pluralistic about NCCs. Here I follow this line of thought and propose a specific way to be pluralistic. Section 
1 sets the stage by situating issues concerning NCCs in the context of the recent debate between the posterior and 
the anterior theories. Section 2 develops the proposal that there are two kinds of perceptual phenomenal con-
sciousness – one is rationality-related and the other is not – and argues that they have different though overlapping 
NCCs. It will also be argued that attention plays a crucial role for rationality-related perceptual phenomenal con-
sciousness. Section 3 critically discusses a different pluralistic proposal and argues that it is based on inaccurate 
understandings of NCCs and the contrast between the posterior and the anterior theories. Section 4 concludes with 
an observation that there is a recent tendency of downplaying conceptual issues in the studies of the mind, which 
needs to be resisted and countered if we wish to make better progress in such studies.
Keywords:  Attention, NCCs, Perceptual phenomenal consciousness, Pluralism, Posterior and anterior theories, 

Rationality

──────────────────
⑴  They “mainly concerned with visual awareness” (ibid., p. 263; emphasis added).
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kinds of perceptual phenomenal consciousness (char-
acterised below), and they have different though 
overlapping NCCs. I will then contrast this proposal 
with a recent one by Biyu J. He (2023a; also see her 
2023b, 2024), who proposes a new “joint determinant 
theory” (JDT), which contains many insights, but is 
based on inaccurate understandings of NCCs and the 
contrast of the posterior and the anterior theories, i.e., 
the debate concerning which parts of the brain are 
responsible for consciousness.⑵ Since this contrast is 
crucial for the entire paper, I will begin with some 
basic characterisations of it now.

As mentioned above, the original definition of 
NCCs relies on a certain notion of sufficiency: they are 
neural states that are minimally sufficient for certain 
mental states to be conscious. Although there have 
been many refinements of this original definition, let’s 
not challenge it for now.⑶ Given this understanding, 
we can ask the following crucial question:

Is the prefrontal cortex (PFC) part of the neural 
correlates or substrates of perceptual phenomenal 
consciousness?⑷

For this question to make sense, some assumptions 
and provisos need to be a place. First of all, we need 
to bear in mind that in this context the focus is percep-
tual consciousness. Secondly, it relies on a certain 
notion of phenomenal consciousness, i.e., the what-it-
is-likeness of experiences, which will be detailed in 
section 2. Thirdly, it presupposes that the posterior 
sensory cortices are parts of the NCCs. What is at 
issue is whether PFC is also part of the NCCs. This 
will be a crucial point in section 3.

Now, the canonical view about perceptual NCCs 
would answer “no” to the above question. According 
to this view, the PFC is for decision-making, planning, 
thinking, etc. (Block, 2005; Lamme, 2004). By con-
trast, the revisionary view would answer “yes” to it, 

holding that parts of the PFC are also responsible for 
perceptual phenomenal consciousness (Lau and 
Rosenthal, 2011; Michel and Morales, 2020).⑸ In the 
next section we will see that the proposed pluralistic 
picture will answer “yes and no” to the question. 
Focussing on the contrast between the posterior and 
the anterior theories for now, the former holds that:

Consciousness depends mainly on the activity of 
posterior parts of the cortex (Lamme, 2006) or of 
a “posterior hot-zone,” which includes roughly 
the entire cortex minus the insula and the PFC 
(Koch, Massimini, Boly, & Tononi, 2016; Tononi, 
Boly, Massimini, & Koch, 2016). (Michel & 
Morales, 2020, p. 494)

The latter, i.e., the anterior/PFC theories, includes 
global workspace theory (Baars, 1988; Dehaene & 
Changeux, 2011) and higher-order theories (Brown, 
Lau, & LeDoux, 2019; Lau & Rosenthal, 2001; 
LeDoux & Brown, 2017; also “centralists” in Lau, 
2022); the basic idea is this:

Some neural mechanisms in the PFC are respon-
sible for rendering unconscious contents 
conscious, and that neural mechanisms elsewhere 
in the brain normally do not have this capacity. 
(Michel & Morales, 2020, p. 494)

Now the contrast should be quite clear. How do 
researchers go about making progress here? Tradition-
ally, the so-called “contrastive analysis” (Baars, 1988) 
is invoked to tackle related issues. This method “con-
sists in comparing neural activity from trials in which 
subjects consciously perceive a stimulus with trials in 
which they perceive it unconsciously” (Michel & 
Morales, 2020, p. 496). This method requires experi-
menters to figure out whether participants are 
conscious of specific stimuli, and this is typically done 

──────────────────
⑵  In the literature, the contrast is often between the “posterior” and the “prefrontal” theories. On this occasion we call the latter the 

“anterior” theories simply because both “posterior” and “prefrontal” begin with the letter “p,” which can sometimes generate unnec-
essary confusions. For our purposes here, we do not consider global (neuronal) workspace theory (e.g., Baars, Geld, and Kozma, 
2021), which is definitely relevant too in principle.

⑶  See Wu and Morales (2024) for a brief summary.
⑷  This is taken from Michel and Morales (2020). Not everyone agrees with this way of seeing things. For example, some higher-

order theorists would think that the NCCs are in the prefrontal cortex only, because it is the higher-order states or activities and 
nothing else that make consciousness happen. See the third assumption below.

⑸  But also see the qualification is the previous footnote.
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via subjective reports. There are different versions of 
them, including confidence ratings (Cheesman & 
Merikle, 1986), reports on the visibility of the stimu-
lus (Sergent & Dehaene, 2004), reports using the 
perceptual awareness scale (Ramsøy & Overgaard, 
2004), and post-decision wagering (Persaud, Mcleod, 
& Cowey, 2007), etc. Crucially, in the core contrastive 
analysis participants are required to report on their 
conscious episodes in some ways; if this core is prob-
lematic, then many consciousness studies would have 
no solid basis. During the process, experimenters 
would use EEG or fMRI etc. to monitor brain activi-
ties to make inferences about consciousness. Along 
the way they need to control for perceptual signal 
strength, performances, attention, etc. Posterior 
theories hold that the PFC is responsible for con-
sciousness-related cognitive processes, as opposed to 
perceptual processes (Aru, Bachmann, Singer, and 
Melloni, 2012; De Graaf, Hsieh, and Sack, 2012). 
Usually, these cognitive processes are generated by 
subjective reports. Recently, innovative no-report par-
adigms have been designed to address worries of 
subjective reports in consciousness studies, though 
they are not entirely unproblematic (Tsuchiya, Wilke, 
Frässle, and Lamme, 2015; Block, 2019; Chen, Cheng, 
and Hsieh, 2022).

The debate between the posterior and the anterior 
theories is heated and ongoing, but for our purposes 
the above brief selective summary should be enough. I 
now turn to my specific proposal that there are two 
kinds of perceptual phenomenal consciousness, and 
they have different though overlapping NCCs.⑹ In 
order to make sense of this proposal, we need to make 
a detour to notions of consciousness, attention, and 
rationality.

2    The way to go pluralistic:  
Consciousness, attention,  
and rationality

Consciousness and attention (roughly, the ability to 
focus and select) have been an odd couple in the stud-
ies of the mind. A (distorted and simplified) textbook 
vision has it that there was a time when “conscious-
ness” was regarded as unscientific due to difficulties 

of operationalisation, so “attention” became a certain 
kind of surrogate for consciousness, as it seemed eas-
ier to be manipulated. However, in recent decades 
consciousness has regained its central place in the 
studies of the mind, so to get clear about the relations 
between consciousness and attention becomes urgent. 
Is attention necessary to consciousness [the overflow 
debate, e.g., Block, 2007; Phillips, 2011]? Is attention 
sufficient for consciousness [the blindsight debate, 
e.g., Kentridge, Heywood, & Weiskrantz, 1999; Phil-
lips, 2018]? We do not take side with respect to these 
issues here.

What about rationality (and reason), i.e., the 
capacity for making inferences and decisions? In a 
way it seems to be the strange other person. For exam-
ple, Johannes Roessler discusses the relation between 
perceptual attention and the space of reasons (2011), 
while John Campbell investigates the relation between 
visual attention and the rational role of consciousness 
(2011). Now our empirical hypothesis begins with the 
idea that there are two kinds of perceptual phenomenal 
consciousness, and only one of them is tied to atten-
tion and rationality. This might help us adjudicate the 
debate between the posterior and the anterior theories. 
But before that, we need to be clear about what we 
mean by “phenomenal consciousness.” According to 
Ned Block,

Phenomenal consciousness is experience; what 
makes a state phenomenally conscious is that 
there is something “it is like” (Nagel, 1974) to be 
in that state. (1995, p. 228; emphasis added)

Block distinguishes phenomenal consciousness from 
both access consciousness and monitoring conscious-
ness; we do not need to look into the definitions of the 
other two. What is crucial here is that given this under-
standing of phenomenal consciousness, we need to 
distinguish between two kinds of it – one is rationality-
related and the other is not. For simplicity, in what 
follows we use “P-consciousness [R]” for the former 
and “P-consciousness [~R]” for the latter. The empiri-
cal hypothesis is that perceptual P-consciousness [~R] 
is fully sustained by the relevant parts of the back of 

──────────────────
⑹  Block (2005) argues that there are two NCCs, one for phenomenal consciousness and the other for access consciousness. The cur-

rent proposal stays neutral about access consciousness, and holds that there is a crucial division within the category of phenomenal 
consciousness.
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the brain, while perceptual P-consciousness [R] 
involves both the posterior and the anterior; more spe-
cifically, parts of the PFC. Note that they are both 
phenomenal consciousness, as both fit what Block 
calls “experience,” e.g., the painfulness of pain, a. k. a. 
the subjective aspect of the mind that creates the “hard 
problem of consciousness” (Chalmers, 1996).

Now what is the initial plausibility of this pro-
posal? On the one hand, consider cases such as human 
infants, feral children (i.e., humans who were raised 
by other animals), and animals without the PFC or 
with less developed PFC. Of course they are (or at 
least can be) phenomenally conscious! The absence of 
a fully functioning PFC would not make one a philo-
sophical zombie. But on the other hand, we also grant 
that phenomenal consciousness seems to play some 
crucial roles in inferences and justification (e.g., 
Dretske, 1997; Smithies, 2019). At least sometimes, 
epistemic inferences need to be done via conscious-
ness. The conjecture is that P-consciousness [R]’s 
neural correlates include the PFC, so that it can play the 
relevant rational roles. Note that only P-consciousness 
[R] overlaps with actual access, while P-consciousness 
[~R] can be accessible only, which fits Block’s defini-
tion of access consciousness: “A state is access-
consciousness if, in virtue of one’s having the state, a 
representation of its content is… poised for rational 
control of action” (1995, p. 231). They are accessible 
or poised in the sense that information on the posterior 
can be transmitted to the anterior. But again, I stay 
neutral about the NCCs for access consciousness.

It is worth noting that in a very different context, 
there is another important distinction between being 
responsive to reasons and being responsive to reasons 
as such (McDowell, 2006). The former is what we 
share with human infants and other animals, such as 
running away from predators, being attracted by some 
conspecifics, and so on. The latter is what’s distinctive 
about humans like us: we can be responsive to reasons 
as reasons, and adjust our reasonings and actions, 
which requires a mature PFC in our cases. It is also 
important to emphasise that the relevant areas of the 
posterior brain plus the PFC is sufficient for P-con-
sciousness [R], but not necessary, because we need to 
make room for multiple realisability (Putnam, 1967): 
consider artificial systems, for example. In one sen-

tence, according to the current empirical hypothesis, 
our capacities to be responsive to reasons as such and 
to be P-consciousness [R] share the PFC as their neu-
ral correlates.

Attention comes into the picture at this stage. 
Consider the two networks of attention described by 
Corbetta & Shulman (2002): the dorsal frontoparietal 
network and the ventral frontoparietal network. Our 
further hypothesis is that the ventral network filters 
the information from the back to the front of the brain. 
On this view, P-consciousness [~R]’s neural processes 
in the posterior brain have not been filtered by atten-
tion (i.e., certain version of the overflow view). After 
the relevant pieces of information get transmitted to 
the frontal brain, via attention’s selections and modu-
lations they become P-consciousness [R], which can 
facilitate inferences and decision-making. One poten-
tial difficulty is that here we have not distinguished 
between different kinds of attention (Wu, 2024), and 
that will be a future project.⑺ Another future task is to 
combine the above ideas with the “higher-order statis-
tical decision theory of consciousness,” according to 
which subpersonal statistical decisions are done in the 
PFC, and these decisions can be one variant of compu-
tations indicated in the predictive processing framework 
(Cheng, 2023).

The dualisms of P-consciousness and of rational-
ity correspond to a third dualism, i.e., the one between 
the world and the environment (Gadamer, 1960/2004; 
McDowell, 1996): while all beings share this physical 
environment, only human beings like us enjoy world-
disclosing experiences: human infants and many other 
animals are phenomenally conscious, but they do not 
possess a meaningful world, a second nature: they do 
not enjoy perceptual P-consciousness [R]. They are 
locked in solicitations in the phenomenological sense 
(Dreyfus, 2006, 2007a, 2007b; McDowell, 2007a, 
2007b; Cheng, 2021).

To summarise, the debate between the posterior 
and the anterior theories has been a heated one, and 
the empirical details of it have become extremely 
complicated and daunting. However, this does not 
mean that conceptual refinements play no significant 
role. The above sketch is an attempt to make progress 
by empirically-informed conceptual discussions. Now 
it is time to look into another recent pluralistic pro-

──────────────────
⑺  For some preliminary discussions, see Cheng (2017).
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posal and see why mine is more plausible. The next 
section will first introduce the competing pluralistic 
proposal and then argue that it is problematic because 
it rests on inaccurate understandings of NCCs and of 
the posterior/anterior debate.

3    The way not to go pluralistic:  
Misinterpreting the dialectic

In “Towards a pluralistic neurobiological understand-
ing of consciousness” (2023a), Biyu J. He proposes a 
new framework for scientifically studying conscious-
ness. As indicated above, the general background for 
this discussion is the contrast between the unified and 
the pluralistic accounts of NCCs. He argues that “the 
search for generic neural correlates of consciousness 
may not be fruitful,” and instead proposes that the new 
“joint determinant theory” (JDT) “may be capable of 
accommodating different brain circuit mechanisms for 
conscious contents as varied as percepts, wills, memo-
ries, emotions, and thoughts, as well as their integrated 
experience” (p. 420). While the case studies surveyed 
in that paper are useful, and the framework opens up 
new directions for this field, He exaggerates the con-
trast between the unified approach and the pluralistic 
approach. In what follows I will argue that He’s spe-
cific proposal is unmotivated due to two problems, 
one about how to understand the classical definition of 
NCCs, and the other about how to understand the con-
trast between the posterior theories and the anterior 
theories.

He also relies on the classical definition invoked 
above, so it can be assumed that we are not talking 
past each other, at least initially. However, as indicated 
above, noted that the original discussion was about 
perceptual NCCs, although unfortunately, the “percep-
tual” part is often omitted for simplicity. In missing 
this, He seems to believe that the definition implies 
that percepts, wills, memories, emotions, and thoughts, 
if conscious at all, share the same NCCs that are suffi-
cient for them being conscious. But as He points out, 
this has been shown to be false by the various studies 
cited. The crucial problem here is that in missing the 
“perceptual” qualification, He’s reading of the suffi-
ciency claim is incorrect: others are misattributed the 
implausible view that we have been seeking a core 

NCC that is sufficient for percepts, wills, memories, 
emotions, and thoughts, etc. But this is incorrect: the 
posterior theorists, for example, do not and should not 
think that the relevant part of the posterior brain is part 
of the NCCs for thoughts, for example.

How about the second point? Consider this 
remark by He: “the debate [is] about whether NCC 
lives in the ‘front’ or ‘back’ of the brain” (p. 426). But 
as we have seen in section 1, another plausible way to 
think about the debate is “[w]hether the prefrontal cor-
tex is part of the neural substrates of consciousness” 
(Michel & Morales, 2020, p. 493; emphasis added), 
but this was not considered by He at all. That is to say, 
for some anterior theorists, the PFC by itself is not 
“the minimum neural mechanisms.” The question, at 
least sometimes, is about whether it is part of NCCs, 
not about whether NCC lives in the “front.” In other 
words, the anterior theories need not and perhaps should 
not deny that (say) V1 is part of the visual NCCs.⑻

Here are some more clarifications. Suppose the 
anterior theories are right in holding that in addition to 
the sensory areas in the back, the PFC is also part of 
the NCCs. Does this then imply that conscious per-
cepts, wills, memories, emotions, and thoughts do not 
rely on different brain circuit mechanisms? No! As He 
points out, so many empirical studies have shown that 
they involve different brain circuit mechanisms. What 
is going on here? If the anterior theories are right, then 
the PFC is part of the NCC core. This core is shared 
by conscious percepts, wills, memories, emotions, and 
thoughts, but this does not imply that conscious per-
cepts, wills, memories, emotions, and thoughts involve 
exactly the same brain circuit mechanisms. The right 
moral to be drawn is that in addition to the NCC core, 
which might or might not include the PFC, in order 
for percepts, wills, memories, emotions, and thoughts 
to be conscious, additional, and different brain circuit 
mechanisms are required, at least in the human case. 
This is a consensus in the literature, so it is not the 
case that most people have missed this, and therefore 
need to be corrected by He’s fine point.

The moral is that He’s new framework is indeed a 
new option that should be taken seriously, but it 
should not be taken as rejecting the original project. If 
we bear in mind that the original definition was aim-

──────────────────
⑻  As indicated in footnote 4, one complication is that some higher-order theorists might hold that in some cases the PFC itself is suf-

ficient for consciousness. For this line of discussion, see Rosenthal (2005) and Block (2011).
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ing at perceptual cases, and that the anterior theories 
need not deny that the posterior sensory areas are parts 
of the NCCs, we see more clearly how future research 
can make progress in this regard.

4    Conclusion: Taking conceptual 
issues really seriously

In proposing her new framework, He holds that the 
proposed approach “will allow the field to build a 
stronger empirical foundation and become more inte-
grated with other cognitive neuroscience disciplines” 
(2023a, p. 420). The point is well taken, but non-
empirical disciplines of consciousness research is not 
included at all. I hope the above discussions have 
shown that to ensure better integration with various 
empirical disciplines is indeed important and laudable, 
but it is also crucial to integrate empirically informed 
philosophy to help conceptual clarifications. Actually, 
the crucial moves above are often from philosophy 
(e.g., Chalmers, 2000; Fink, 2016; Michel and 
Morales, 2020; Fink and Lin, 2021). This point should 
stand even if my specific proposal in section 2 is falsi-
fied. The take-home message is that one crucial next 
step for the cognitive science of consciousness is to 
take conceptual issues really seriously (Cheng, Lin, 
and Tseng, 2022).
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Introduction
Shūshi shōmon 宗旨証文 (also known as terauke 
shōmon 寺請証文, teraukejō 寺請状 etc.) or certifi-
cates of religious affiliation were documents provided 
by a temple in order to certify that members of a com-
munity were parishioners. This certificate from 1771 
(Meiwa 明和 8) was written to certify that Numata 
Inosuke 沼田伊之丞⑵ and his son were parishioners 
of the Zen Buddhist temple Senryūji 泉龍寺 in Shiba 
Town (Shiba-machi 柴町), Nawa District (Nawa-gun 
那波郡).⑶ The document was written and stamped by 
the temple and addressed to an Ishihara Gidayū 石原
儀大夫. It measures approximately 32cm by 28cm. 
This article provides a transcription and English trans-
lation of the document, as well as some contextual 
notes with the hope of making the contents of this sort 
of texts more accessible to an international audience.

Transcription⑷

Translation
Numata Inosuke of Shiba Town and his son have 
undoubtedly been parishioners of this Zen temple for 
generations. If I come to know anyone who is of the 
banned Christian Jesus sect, I will certainly come and 
report it whenever it happens. I note this here in case 
of a future incident.

Senryūji, Shiba Town, Nawa District, a branch temple 
of Kamakura’s Enkakuji. <Stamp>

Notes on a Certificate of Religious Affiliation  
(Shūshi shōmon)

MORRIS, James Harry and DUDUŚ, Damian⑴
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──────────────────
⑴  We would like to express our thanks to Prof. Satō Katsura 佐藤かつら (Aoyama Gakuin University) who was consulted on some 

parts of the transcription. The publication was made possible through a DNP Foundation for Cultural Promotion Graphic Culture 
Research Grant and a Waseda University Grant for Special Research Projects.
⑵  The name could also be read as Inojō and Isanojō. Tachibana Tarō suggests that the surname Numata was previously pronounced 

Nonda, see: Tachibana Tarō 橘太郎, “Kiso Yoshinaka oyobi sono shison to Kōzuke (2)” 木曽義仲及び其子孫と上野（二）, Jōmō 
oyobi jōmōjin 上毛及上毛人 268 (August 1939): 31-32.

⑶  Now part of Isesaki 伊勢崎 city, Gunma 群馬 prefecture.
⑷  The transcription closely reflects the layout of the original document. However, we have chosen to render kanji that appeared in 

their old forms (kyūjitai 旧字体) i.e. shō 證 and en 圓 in their modern forms (shinjitai 新字体) i.e. shō 証 and en 円. This is partially 
for readability, but also follows the conventions used for similar documents in the Isesaki shishi 伊勢崎市史. See: Isesaki-shi 伊勢崎
市, ed., Isesaki shishi, shiryōhen 2, kinsei II (machikata to murakata) 伊勢崎市史　資料編 2　近世Ⅱ（町方と村方）(Isesaki: 
Isesaki City, 1989), 263-271.
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Meiwa 8 [1771], Year of the Rabbit, 8th month.

[Addressed to] Ishihara Gidayū

Notes
Certificates of religious affiliation had originally been 
developed in the 1610s when they were used to certify 
that apostate Christians had become parishioners at a 
Buddhist temple, however, from 1638 this system was 
expanded so that all Japanese residents were required 
certification.⑸ As such, these certificates were even 
being produced in areas that had extremely limited or 
no contact with Christianity including, for example, 
the region in which the certificate discussed here was 
produced.⑹ These documents were annually submitted 
to the local authorities such as a magistrate of religion 
(shūmon bugyō 宗門奉行) or magistrate of temples 
and shrines (jisha bugyō 寺社奉行), which gathered 
the data recording it in bound volumes known as 
shūmon aratame chō 宗門改帳 (also known as shūmon 
ninbetsu aratame chō 宗門人別改帳 amongst other 
names).⑺ In Isesaki domain (Isesaki-han 伊勢崎藩), 
the collection of these registers usually occurred in the 
8th or 9th month.⑻ This is reflected in the dating of the 
shūshi shōmon being described here which was pro-
duced in the 8th month of 1771.

There are a number of details that we can ascer-
tain about the document beyond its immediate 
contents. For example, although the specific people 
noted differ, the phrasing used in the document 
matches other certificates of religious affiliation and 
related documents from the area from throughout the 

Edo period.⑼ This seems to suggest that shūshi 
shōmon created in Isesaki domain were written 
according to certain formula and that the document 
transcribed here represents a typical example of a cer-
tificate of religious affiliation from the domain. 
Indeed, comparison to other shūshi shōmon from the 
domain suggests that it was typical for these docu-
ments to only name the family head (in this case 
Inosuke), whilst referring to others by their relation-
ship to the family head (in this case segare 忰 or 
son).⑽ This does not, however, appear to have been 
the case with shūmon aratame chō, which according 
to the Isesaki shishi 伊勢崎市史, listed the names of 
all male members of the family, whilst noting female 
members only by way of their relationship to the fam-
ily head and thus omitting their names.⑾

It is also possible to ascertain some details about 
the biography of the addressee, Ishihara Gidayū. In 
1780, Gidayū, who was then 47 years old, is listed as 
serving in a number of roles for Isesaki domain includ-
ing as magistrate (bugyō 奉行 ), magistrate of temples 
and shrines (jisha bugyō 寺社奉行), a village headman 
(monogashira 物頭),⑿ inspector general (ōmetsuke 大
目付), and head accountant (motojime 元〆).⒀ At that 
time, he was the third highest earning domanial offi-
cial holding 130 koku 石 (a measurement of land 
based on its rice production capabilities).⒁ From these 
details we can conjecture that at the time that the 
shūshi shōmon being explored here was composed, 
Gidayū was approximately 38 years old. Furthermore, 
since shūshi shōmon were submitted to the magistrate 
for temples and shrines, we can also assume that he 
was already serving in this role in 1771 due to his 

──────────────────
⑸  Tamamuro Fumio, “The Development of the Temple-Parishioner System,” Japanese Journal of Religious Studies 36, no. 1 (2009): 

16-22; Tamamuro Fumio, “Local Society and the Temple-Parishioner Relationship within the Bakufu’s Governance Structure,” Japa-
nese Journal of Religious Studies 28, no. 3 (Fall 2001): 261-262.

⑹  For a history of the Catholic missions to the region of modern-day Gunma in the 16th and 17th centuries, see: Gunma-kenshi hensan 
iinkai 群馬県史編さん委員会, ed., Gunma-kenshi, tsūshihen 6, kinsei 3 群馬県史　通史編 6　近世 3 (Maebashi: Gunma-ken, 
1992), 609-615.

⑺  Tamamuro, “The Development of the Temple-Parishioner System,” 22; James Harry Morris, “Anti-Kirishitan Surveillance in Early 
Modern Japan,” Surveillance & Society 16, no. 4 (2018): 418-421.
⑻  Isesaki-shi 伊勢崎市, ed., Isesaki shishi, tsūshihen 2, kinsei 伊勢崎市史　通史編 2　近世 (Isesaki: Isesaki City, 1993), 205.
⑼  See transcriptions of other such documents in: Isesaki-shi, ed. Isesaki shishi, shiryōhen 2, 263-271.
⑽  Isesaki-shi, ed., Isesaki shishi, shiryōhen 2, 263-271.
⑾  Isesaki-shi, ed., Isesaki shishi, tsūshihen 2, 204-205.
⑿  This might denote him as a family elder, head of a town or village etc.
⒀  Kurosawa Tetsu 黒沢哲, “Isesaki-han no daikan ni tsuite” 伊勢崎藩の代官について, Isesaki shiwa 伊勢崎史話 57 (November 

1962): 15.
⒁  Ibid.
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being named on the document.
There is very little we have been able to ascertain 

about the primary subject of the document, Numata 
Inosuke. The inclusion of his surname appears to be 
rare since other shūshi shōmon recorded in the Isesaki 
shishi usually record only first names.⒂ While we 
cannot determine with certainty why his surname was 
included, it may suggest that he had comparatively 
high wealth or social status, or that there were other 
reasons for singling him out. The document records 
that Inosuke was from Shiba Town, which was part of 
Isesaki domain following its creation in 1681 to the 
end of the domanial system in 1871.⒃ The document 
also informs us that Inosuke was a parishioner of 
Senryūji, a temple that is located in Shiba Town to this 
day, and which issued this certificate. The temple was 
established in 1394 and belongs to the Enkakuji Rinzai 
Sect (Rinzai-shū Enkakuji-ha 臨済宗円覚寺派) of Zen 
Buddhism, having become a branch temple of 
Enkakuji in 1685.⒄ According to research conducted 
by Tachibana Tarō in the 1930s, both Shiba Town and 
Senryūji have a long association with the name 
Numata with a number of residents and parishioners 
sharing the surname.⒅
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Notes on a document recording the death of the descendant of a Christian (ruizoku) from Mori Village, Usuki Domain

Introduction
This document from 1726 (Kyōhō 享保 11) reports the 
death of a man by the name of Uheiji 宇平次. The 
36cm by 24cm document describes Uheiji’s family 
history as well as his mother’s past exposure as a 
secretly practicing Christian. This article includes a 
transcription, translation, and notes on the document 
with the hope of exploring not only the contents of 
this text, but also making the contents of similar docu-
ments more accessible to an international audience.

Transcription⑵

Translation⑶

Memorandum

A person from Mori Village who was born before his 
mother’s capture for being a Christian.⑷

Uheiji, [in this Year of the Horse]⑸ 67 years old, Son 
of Shio, Daughter of Jirōemon of [Mori]⑹ Village.

Parishioner of Zen Sect Temple, Hōunji.

This person suffered from an illness and died on the 
15th day of the 12th month of the Year of the Horse 
[1726].

Shio, the mother of the aforementioned Uheiji and the 
daughter of Jirōemon of Mori Village, was arrested on 
account of her being a Christian in Kanbun 7 [1667], 
the Year of the Sheep.
She gave birth [to Uheiji] prior to her arrest.
Kanzaburō, the father of the aforementioned [Uheiji], 
was the child of Kichizaemon of Tsumori Village 
within Nobeoka Domain, and as such is also the 
descendent of a Christian [ruizoku].
I am hereby diligently reporting this fact.

Kyōhō 11 [1726], Year of the Horse, 12th month, 15th 
day.
Kichiemon, the Head of Mori Village <Stamp>

Notes on a document recording the death  
of the descendant of a Christian (ruizoku)  

from Mori Village, Usuki Domain

MORRIS, James Harry and DUDUŚ, Damian⑴

──────────────────
⑴		 We would like to express our thanks to Prof. Satō Katsura 佐藤かつら (Aoyama Gakuin University) who was consulted on some 

parts of the transcription. The publication was made possible through a DNP Foundation for Cultural Promotion Graphic Culture 
Research Grant and a Waseda University Grant for Special Research Projects.
⑵  The transcription follows the layout of the original. For readability purposes, we have chosen to transcribe two lines □

〔当午カ〕
□  六拾七

歳 and 森村庄屋　吉右衛門《印》 as continuous text, however, in the original document these lines were in fact separate and adja-
cent to each other (see image in the appendix). Parts of the text are damaged and unreadable. The rear of the document includes a 
short note in the bottom left stating 十二月十六日 suggesting it was written the day after Uheiji’s death.

⑶  Square brackets have been used to add clarity, but reflect content that does not appear explicitly within the document.
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[Addressed to] Uno Niemon
Okabe Sanzaemon
Ōwaki Giemon

Notes
Christianity in Bungo and the Bungo 
Kuzure
The Catholic mission to Bungo 豊後 began when 
Francis Xavier (1506-1552) visited the province fol-
lowing an invite from Ōtomo Yoshishige 大友義鎮 
(1530-1587, later known as Sōrin 宗麟) and news of 
the arrival of a Portuguese ship captained by Duarte 
de Gama (date of birth and death unknown) in the 
summer of 1551.⑺ Bungo was a primary focus of the 
early mission, serving as the Jesuits’ headquarters fol-
lowing the relocation of mission superior Cosme de 
Torres (1510-1570) from Yamaguchi 山口 to Funai 府
内 in 1556.⑻ The Jesuits constructed medical facilities 
and a college within the domain, however, conflict in 
Kyushu and later nationwide anti-Christian policies 
led to the decline of Christianity in the area.⑼ In 1575, 
Sōrin’s second son Chikaie 親家 (1561-1641) was 
baptized.⑽ This was followed by numerous other con-
versions amongst Sōrin’s family and retainers 
eventually culminating in Sōrin’s own conversion in 

1578.⑾ Due to the importance of Bungo to the mis-
sion and the Jesuits’ concerted efforts there, it comes 
as no surprise that communities of converts continued 
to exist in the region following the ban on Christianity 
and the end of missionary activity in the country.

In 1657 the discovery of hidden Christians in 
Ōmura 大村 domain (known as the Kōri kuzure 郡崩
れ) saw some 608 hidden Christians arrested by the 
ninth month of the following year.⑿ During the same 
year, the role of the shogunate’s head inquisitor 
(shūmon aratame yaku 宗門改役) was taken over by 
Hōjō Masafusa 北条政房 (date of birth and death 
unknown) potentially spurring a strengthening of 
search efforts.⒀ Following this, between 1660 and 
1682 large numbers of Christians were arrested in 
Bungo in an event known as the Bungo kuzure 豊後崩
れ. Multiple figures have been given for the number of 
arrests with the Ōita shishi 大分市史 ultimately con-
cluding that no set of figures are complete and that 
over 1,000 people may have been arrested.⒁ Mario 
Marega⒂ recorded 578 arrests in Usuki domain 
(Usuki-han 臼杵藩), the location of Mori Village, with 
57 of these arrests resulting in deaths (either through 
execution or death during imprisonment).⒃ In 1667, 
when Shio was arrested, Marega records 19 arrests 
(lower than the mean average of 31 arrests per year he 

──────────────────
⑷  Here we offer a verbose translation of the term honnin dōzen 本人同然 which is used in these sorts of documents to refer to a per-

son who was born prior to one of their parent’s apostasies and should therefore be treated as an apostate Christian rather than a 
descendant of one. A full explanation is offered in the Notes section of this paper.

⑸  This section suffered insect damage and was completely illegible, however we have conjectured based on other documents that this 
might be a note of the year.

⑹  This section suffered insect damage, but partial visibility of the character and context allows us to infer that it is a reference to Mori 
Village.

⑺  Kataoka Yakichi 片岡弥吉, Nihon Kirishitan junkyōshi 日本キリシタン殉教史 (Tokyo: Jiji Tsūshinsha, 1984), 38.
⑻  Jurgis Elisonas, “Christianity and the daimyo,” in The Cambridge History of Japan, vol. 4, Early Modern Japan, ed. John Whitney 

Hall (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 317.
⑼  Kataoka, Nihon Kirishitan junkyōshi, 115-119; Elisonas, “Christianity and the daimyo,” 338-341.
⑽  James Harry Morris, “Evangelization and Indigenous Communities in Japan: 1549-1600,” in The Palgrave Handbook of the Cath-

olic Church in East Asia, ed. Cindy Yik-yi Chu and Beatrice Leung (Singapore: Palgrave Macmillan, 2021), 21-22.
⑾  Ibid.
⑿  Kataoka, Nihon Kirishitan junkyōshi, 537.
⒀  Ibid., 538-539.
⒁  Ōita-shishi hensan iinkai 大分市史編さん委員会, ed., Ōita-shishi (chū) 大分市史（中） (Ōita: Ōita-shi, 1987), 901-903.
⒂  Mario Marega (1902-1978) was a Roman Catholic priest who published on the history of Christianity in Japan and amassed a col-

lection of over 14,600 documents, many related to Christianity and the monitoring of apostates and their descendants in Bungo. See 
description of Marega’s life and his collection in: Delio Vania Proverbio デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ, “Bachikan toshokan 
shozō Marega shiryō-gun no denrai ni tsuite” バチカン図書館所蔵マレガ資料群の伝来について, trans. Harada Akiko 原田亜希子 
and Watanabe Chizuru 渡辺千鶴 in Bachikan toshokan shozō Mario Marega shiryō no sōgōteki kenkyū バチカン図書館所蔵マリ
オ・マレガ資料の総合的研究, ed. Ōtomo Kazuo 大友一雄 and Ōta Naohiro 太田尚宏 (Tachikawa: Kokubungaku Kenkyū 
Shiryōkan, 2022), 19-30.
⒃  Ōita-shishi hensan iinkai, ed., Ōita-shishi (chū), 903.
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records between 1660 and 1679).⒄

Ruizoku aratame seido
The Ruizoku aratame seido 類族改制度 (system 

of recording descendants of Christians) was a system 
that emerged during the 1670s and 1680s and was for-
malized under the rule of Tokugawa Tsunayoshi 徳川
綱吉 (1646-1709), by which the authorities sought to 
check that the descendants of converts to Christianity 
had not joined or continued practicing the religion.⒅ 
In 1695, a new series of rules for the system were 
established, which meant that the male line of descen-
dants would be recorded and monitored for up to six 
generations.⒆ An important feature of this document 
is the presence of the term honnin dōzen 本人同然, 
meaning a child born prior to their parent’s apostasy 
(and therefore to be treated, literally, “the same as the 
said person”). In other words, martyrs, apostates, and 
the children of apostates born prior to their parent’s 
apostasy and who were baptized, were all treated the 
same.⒇ Uheiji is described as one such honnin dōzen. 
It was assumed or expected that honnin dōzen had 
been baptized prior to the apostatizing of their 
parent(s).㉑ Children born after the apostasy, however, 
would be counted as ruizoku 類族─a term referring 
only to descendants and relatives of the apostate (and 
as such, confirmed non-believers), not the apostate 
himself. The difference in treatment and categoriza-
tion as honnin dōzen or ruizoku depending on when 
the child was born, was explicitly recommended by 
the shogunate as early as 1687 in an edict which stated 
that the extent of ruizoku was to be the same as the 

people for whom it was mandatory to observe the 
practice of imigakari 忌掛かり (wearing mourning 
attire after the death of a family member).㉒ In prac-
tice, who exactly was counted as ruizoku was not 
entirely consistent across different provinces and sub-
ject to small changes over time. There was some 
variation in how many generations were classified as 
ruizoku, depending also on the child’s gender. Overall, 
the category was somewhat stricter in Usuki than in 
some neighboring domains like Saiki 佐伯.㉓

According to Ōhashi Yukihiro, the label of 
ruizoku was only one of many categories used to 
describe the population. It was not uncommon for 
ruizoku and non-ruizoku to co-exist side by side not 
only in the same communities, but even within one 
family. He points out that situations where spouses 
were affiliated with different temples (handanka 半檀
家) were not unusual, and he argues that even by late 
Edo period the concept of “religion of a household” 
(rather than that of an individual) was still not a 
mature one.㉔ It is also possible that the classification 
as ruizoku in itself often did not cause an individual 
much trouble in day-to-day life,㉕ though Satō Akihiro 
notes that there were potential limitations such a lack 
of freedom of movement or freedom of location of 
domicile.㉖ Ōhashi agrees that a generally negative 
image of Christians and their descendants tended to be 
strong in society.㉗

Figures in the Text
The document provides information about Uheiji and 
his family. His mother was called Shio しを and was 

──────────────────
⒄  Ibid.
⒅  Kataoka, Nihon Kirishitan junkyōshi, 512-513; Shimizu Hirokazu 清水紘一, Kirishitan kinseishi キリシタン禁制史 (Tokyo: 

Kyōikusha Shūppan Sābisu, 1986), 228-232.
⒆  A full description of the system is offered in: Kataoka, Nihon Kirishitan junkyōshi, 513.
⒇  Kataoka, Nihon Kirishitan junkyōshi, 513.
㉑  Ibid.; Satō Akihiro 佐藤晃洋, “Bungo shohan ni okeru ruizoku seido no tenkai” 豊後諸藩における類族制度の展開 in Bachikan 

toshokan shozō Mario Marega shiryō no sōgōteki kenkyū バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ資料の総合的研究, ed. Ōtomo Kazuo 
大友一雄 and Ōta Naohiro 太田尚宏 (Tachikawa: Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan, 2022), 391.

㉒  Satō, “Bungo shohan ni okeru ruizoku seido no tenkai,” 384-385. See also: Kataoka, Nihon Kirishitan junkyōshi, 513.
㉓  Satō, “Bungo shohan ni okeru ruizoku seido no tenkai,” 407-410. Satō analyzes in great detail and compares the extent of the 

ruizoku category and changes to it in Usuki and Saiki domains. He argues that those differences could result from differences in 
adherence to imigakari in those domains, and that this was generally tolerated by the shogunate.

㉔  Ōhashi Yukihiro 大橋幸泰, “Kirishitan ruizoku aratame seido to mura shakai – Usuki-han no baai” キリシタン類族改制度と村社
会─臼杵藩の場合─ in Bachikan toshokan shozō Mario Marega shiryō no sōgōteki kenkyū バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ資
料の総合的研究, ed. Ōtomo Kazuo 大友一雄 and Ōta Naohiro 太田尚宏 (Tachikawa: Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan, 2022), 360.
㉕  Ibid.
㉖  Satō, “Bungo shohan ni okeru ruizoku seido no tenkai,” 402-403.
㉗  Ōhashi, “Kirishitan ruizoku aratame seido to mura shakai – Usuki-han no baai,” 360.
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the daughter of Jirōemon 次郎右衛門 from Mori Vil-
lage, and his father was Kanzaburō 勘三郎, son of 
Kichizaemon 吉左衛門 from Tsumori 津守 Village. 
According to the document, Uheiji was 67 years old at 
the time of his death, meaning that he was born around 
1659 and was aged approximately 8 years old at the 
time of his mother’s arrest in 1667. We can ascertain 
other details about these figures through the use of 
other sources.

Marega’s Bungo kirishitan shiryō 豊後切支丹史
料 and Zoku Bungo kirishitan shiryō 続豊後切支丹史
料 include details about Jirōemon and his family. 
Jirōemon (aged 65 at the time) was arrested on the 5th 
day of the 7th month of 1660 (Manji 万治 3).㉘ Follow-
ing this, his son Densuke 伝丞㉙ (27) was arrested on 
the last day of the month, and another son Sensuke 専
介 (36) and servant Hikoshichi 彦七 (38) were arrested 
on the 15th of the following.㉚ These four were sent to 
Nagasaki, whilst a further child was captured and sent 
to Nagasaki in 1662 (Kanbun 寛文 2).㉛ Jirōemon’s 
wife (unnamed) is listed amongst 44 captured on the 
28th of the 10th month of 1668 (Kanbun 8) and she was 
sent to Usuki.㉜ A son by the name of Risuke 理介 is 
listed amongst the dead children of prisoners with 
Jirōemon’s wife noted as his mother.㉝ Jirōemon’s 
daughter Shio was arrested on the 3rd day of the 4th 
month of the Year of the Sheep (1667)㉞ confirming 
the account found in the document transcribed here.

The Marega Collection Database includes some 
additional documents featuring a honnin dōzen called 
Uheiji from Mori Village, who is likely the same per-

son as the subject of this death certificate. Uheiji’s son 
called Roku 六 is listed as being born on the 17th day 
of the 1st month of 1689 (Genroku 元禄 2).㉟ If we 
conjecture that this was a conventional name (a lot of 
male names included a numeral to indicate the order 
of their birth), then Roku would have been Uheiji’s 
sixth son. On the 25th day of the 7th month of 1735 
(Kyōhō 享保 20) Uheiji’s granddaughter Natsu なつ, 
the daughter of Chōroku 長六 (potentially the same 
person as Roku) was born, and his great grandson 
Kesamatsu 袈裟松 was born on the 18th of the 6th 
month of 1748 (Enkyō 延享 5) to Chōroku’s son, 
Yoshizaemon 由左衛門.㊱ It is interesting to note that 
Uheiji’s family temple (danna-dera 檀那寺) is listed 
as Chōfukuji 長福寺 rather than Hōunji 法雲寺. Both 
Chōfukuji and Hōunji were Zen temples located in 
Yokoo 横尾 Village.㊲ Whilst the specific sect that 
Chōfukuji belonged to is uncertain, Hōunji belonged 
to the Rinzai Sect Myōshinji School (Rinzai-shū 
Myōshinji-ha 臨済宗妙心寺派).㊳

We have been unable to find additional informa-
tion about Kichizaemon or Kanzaburō, though the 
Mori Village’s Headman Kichiemon features in at 
least 89 documents in the Marega Collection Data-
base.㊴ He appears to have been serving in the role 
from at least 1712 (Shōtoku 正徳 2) to 1729 (Kyōhō 
14). Uno Niemon, also known as Taga Niemon 多賀仁
右衛門, was the local magistrate (bugyō 奉行)㊵ and 
Okabe Sanzaemon and Ōwaki Giemon were likely 
also important officials in the domain.

──────────────────
㉘  Mario Marega マリオ・マレガ, Zoku Bungo kirishitan shiryō 続豊後切支丹史料 (Tokyo: Don Bosukosha, 1946), 2.
㉙  Potentially read Dennojō.
㉚  Marega, Zoku Bungo kirishitan shiryō, 5, 6.
㉛  Ibid., 270, n. 14.
㉜  Mario Marega マリオ・マレガ, Bungo kirishitan shiryō 豊後切支丹史料 (Beppu: Sarejio-kai, 1942), 16; Marega, Zoku Bungo 

kirishitan shiryō, 143, 270, n. 14.
㉝  Marega, Zoku Bungo kirishitan shiryō, 270.
㉞  Ibid., 34.
㉟  Ōtomo Kazuo 大友一雄 and Mino Yukinori 三野行徳, eds., Bachikan toshokan shozō Mario Marega shiryō: Gaiyō to shōkai バチ
カン図書館所蔵マリオ・マレガ資料：概要と紹介 (Tachikawa: Kokubunken Kenkyū Shiryōkan, 2021), (54).
㊱  See A20.2.2.6.57 and A20.2.2.9.13 in the Marega Collection Database: “A20.2.2.6.57,” Marega Collection Database, accessed Sep-

tember 29, 2024, https://archives.nijl.ac.jp/marega/data/Marega%20A20.2.2.6.57; “A20.2.2.9.13,” Marega Collection Database, 
accessed September 29, 2024, https://archives.nijl.ac.jp/marega/data/Marega A20.2.2.9.13. Yoshizaemon might also be read Yuzaemon.
㊲  Sakurai Nariaki 櫻井成昭, “Usuki-han no kirishitan kinsei to jiin” 臼杵藩のキリシタン禁制と寺院, in Bachikan toshokan shozō 

Mario Marega shiryō no sōgōteki kenkyū バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ資料の総合的研究, ed. Ōtomo Kazuo 大友一雄 and 
Ōta Naohiro 太田尚宏 (Tachikawa: Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan, 2022), 419.

㊳  Ibid.
㊴  See: Search of the Marega Collection Database, accessed September 29, 2024, https://archives.nijl.ac.jp/marega/search/results?all=

%E6%A3%AE%E6%9D%91%E5%BA%84%E5%B1%8B%E5%90%89%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80&num=50
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異
同
な
ど
が
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
本
誌
本
号
所
載
の
別
稿
で
紹
介
し
た
三
宝
寺
本
『
選
択
集
』
を
用
い
、
略
広
二

本
の
異
同
の
大
略
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
略
本
や
広
本
、
三
宝
寺
本
の
詳
細
に
つ

い
て
の
解
説
は
同
稿
に
譲
る
。

　

略
本
に
は
延
応
版
を
用
い
、
広
本
に
は
三
宝
寺
本
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
延
応
版
も
三
宝

寺
本
も
伝
本
と
し
て
完
璧
に
近
い
も
の
の
無
瑕
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
比
較
に
よ
っ
て
略
広
二

本
の
異
同
を
完
全
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
大
略
を
示
そ
う
と
す
る

と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
本
稿
で
は
字
を
少
な
か
ら
ず
改
め
て
統
一
を
図
っ
た
。
例
え
ば
、
周

知
の
如
く
同
音
の
「
華
」
と
「
花
」
は
、
異
義
の
異
字
と
し
て
だ
け
で
な
く
同
義
の
異
体
と

し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、『
選
択
集
』
の
あ
る
箇
所
で
一
本
が
「
法
華
」
に
作
り

他
本
が
「
法
花
」
に
作
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
有
り
得
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
略
本
と

広
本
で
当
初
か
ら
異
な
っ
て
い
た
の
で
な
く
、
伝
写
過
程
で
改
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
同
ま
で
も
出
校
す
れ
ば
余
り
に
繁
冗
と
な
り
、
略
広
二
本
に
固

有
の
不
同
が
明
ら
か
で
な
く
な
っ
て
し
ま
お
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
『
選
択
集
』
十
六
章
の
前
七
章
だ
け
を
対
象
と
す
る
の
は
、
後
九
章
は
広

本
ら
し
き
伝
正
中
版
の
影
印
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
読
者
が
容
易
に
調
査
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
本
稿
は
誤
刻
失
校
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
三
宝
寺
本
を
用
い
て
こ
そ
作

り
得
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
『
選
択
集
』
諸
本
研
究
な
ど
に
裨
益
す
る
と
信
じ
て
い
る
。

凡
例

一 

、
校
文
の
底
本
は
善
気
山
法
然
院
万
無
教
寺
蔵
延
応
元
年
（
1
2
3
9
）
版
で
あ
り
、
こ

れ
を
「
宝
本
」
こ
と
三
宝
寺
本
に
よ
っ
て
改
行
改
丁
し
た
。
脚
註
で
は
、「
往
本
」
こ
と

当
麻
寺
奥
院
蔵
伝
元
久
元
年
（
1
2
0
4
）
書
写
本
『
選
択
集
』
や
「
龍
本
」
こ
と
龍
谷

大
学
図
書
館
蔵
覚
善
識
語
本
『
選
択
集
』（
請
求
記
号
「
〇
二
一
‐
一
五
四
‐
四
」）、「
山
版
」

こ
と
元
禄
九
年
（
1
6
9
6
）
良
照
義
山
募
刻
版
『
選
択
集
』、『
決
疑
鈔
』
こ
と
然
阿
良

忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（
永
仁
七
年
﹇
1
2
9
9
﹈
書
写
本
、
仏
教
大
学
付
属
図
書
館
貴
重
書
室
蔵
、

請
求
記
号
「
〇
九
三
・
一
‐
二
一
）、『
私
集
鈔
』
こ
と
善
偉
堯
恵
『
選
択
私
集
鈔
』（
享
保
元
年

﹇
1
7
1
6
﹈
版
）、『
大
経
釈
』
こ
と
『
無
量
寿
経
釈
』（
承
応
三
年
﹇
1
6
5
4
﹈
版
）、『
大

経
記
』
こ
と
酉
誉
聖
聡
『
無
量
寿
経
直
談
要
註
記
』
巻
第
一
（
永
享
五
年
﹇
1
4
3
3
﹈
成
立
、

元
和
寛
永
年
間
古
活
字
版
）
を
用
い
た
。
な
お
、
底
本
と
往
本
、
山
版
は
大
正
大
学
浄
土
宗

宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸
本
の
研
究
│
│
資
料
編
│
│
』（
文
化
書
院
、
1
9
9
9
）
の

影
印
に
よ
っ
た
。

一 
、「
緒
言
」
で
述
べ
た
如
く
、
字
は
少
な
か
ら
ず
改
め
て
統
一
を
図
っ
た
。
そ
の
一
部
を

示
せ
ば
次
の
如
し
（
丸
括
弧
内
は
改
め
て
用
い
な
か
っ
た
字
体
）。已
（
己
巳
）、亦
（
𡖋
）、於
（
扵
）、

華
（
花
）、
廻
（
迴
）、
碍
（
礙
㝵
）、
棄
（
弃
）、
犍
（
揵
）、
校
（
挍
）、
最
（
㝡
）、
荘
（
庄
）、

障
（
鄣
）、
瞋
（
嗔
）、
船
（
舩
）、
疏
（
䟽
）、
疎
（
踈
）、
総
（
緫
惣
）、
歎
（
嘆
）、
痴
（
癡
）、

著
（
着
）、
答
（
荅
）、
年
（
秊
）、
廃
（
廢
癈
）、
毘
（
毗
）、
憑
（
馮
）、
無
（
无
）、
弥
（
彌
𢏏
）。

た
だ
し
、「
慧
」「
叵
」「
辨
」「
餘
」「
豫
」
は
マ
マ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
恵
」「
難
」「
弁
」

略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

森　
　
　

新
之
介
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「
余
」「
予
」
に
改
め
な
か
っ
た
。

一 
、
宝
本
の
文
字
は
引
用
せ
ず
、
許
慎
『
説
文
解
字
』
に
倣
っ
て
そ
の
字
形
を
示
し
た
（「
阿
」

字
を
「
从
𨸏
可
聲
」
と
す
る
な
ど
）。
た
だ
し
、
底
本
だ
け
で
な
く
宝
本
に
も
異
体
字
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
脚
註
で
の
字
形
説
明
は
必
ず
し
も
実
際
の
字
形
と
同
じ
で
な

い
。
説
文
風
に
示
し
難
い
字
は
、
周
興
嗣
『
千
字
文
』
の
一
句
四
字
の
何
れ
で
あ
る
か
を

示
す
な
ど
し
た
（「
天
」
字
を
「
某
地
玄
黃
之
第
一
」
と
す
る
な
ど
）。

一 

、
校
文
に
お
い
て
、
底
本
の
字
句
が
宝
本
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
箇
所
に

 

四
方
罫  

を
施
し
て
校
記
し
た
。
底
本
に
な
い
字
句
が
宝
本
に
あ
れ
ば
、
そ
の
箇
所
に
□

記
号
を
置
い
て
校
記
し
た
。
底
本
に
あ
る
字
句
が
宝
本
に
な
け
れ
ば
、
そ
の
字
句
を
削
除

し
て
前
後
二
字
に
波
線
を
施
し
校
記
し
た
。
た
だ
し
、
底
本
と
宝
本
で
字
句
が
異
な
る
も

の
の
、
そ
れ
が
宝
本
の
誤
写
に
よ
る
も
の
ら
し
け
れ
ば
校
記
す
る
の
み
と
し
た
。
各
章
の

章
題
は
、
検
索
を
便
な
ら
し
め
る
た
め
太
字
ゴ
チ
ッ
ク
体
と
し
た
。

一 

、
宝
本
は
原
則
と
し
て
一
行
十
八
字
（
一
格
低
書
し
て
い
れ
ば
十
七
字
）
で
あ
る
が
、
稀
に
字

高
は
同
じ
な
が
ら
そ
れ
よ
り
字
数
の
多
い
ま
た
は
少
な
い
行
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
十
九

字
以
上
の
行
と
十
七
字
の
行
を
そ
れ
ぞ
れ
「
長
行
」「
短
行
」
と
称
し
て
校
記
し
た
。
な
お
、

宝
本
に
は
脱
字
を
小
圏
点
と
右
傍
小
書
に
よ
り
補
記
し
た
箇
所
が
散
見
し
、
そ
れ
ら
は
す

べ
て
補
入
し
て
校
記
し
な
か
っ
た
。
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略
広
二
本
前
七
章
考
異

1　
　

選
択
本
願
念
仏
集
□

2　
　

南
無
阿
弥
陀
仏
往念
生仏
之為
業先

3　
　
　

道
綽
禅
師
立
聖
道
浄
土
二
門
而
捨
聖
道
正
帰

4　
　
　

浄
土
之
文

5　
　

□
□
安
楽
集
上
云
問
曰
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
遠

6　
　

劫
以
来
応
値
多
仏
何
因
至
今
仍
自
輪
廻
生
死
不

7　
　

出
火
宅
答
曰
依
大
乗
聖
教
良
由
不
得
二
種
勝
法

8　
　

以
排
生
死
是
以
不
出
火
宅
何
者
為
二
一
謂
聖
道

 

（
1
オ
）

1オ1「集」下、宝本1字（从木一在其下）を
右倚小書す。

1オ2「南無阿弥陀仏」下、底本空格有り、
宝本無し。今刪る。

1オ2夾注「先」、龍本「本」に作り、宝本も
同じ。

1オ5「安」上、宝本2字（从言堇聲、从木安聲）
有り。龍本云く、「ツヽシンテ」「案スルニ」
と。
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（
1
ウ
）

1　
　

二
謂
往
生
浄
土
其
聖
道
一
種
今
時
難
証
一
由
去

2　
　

大
聖
遥
遠
二
由
理
深
解
微
是
故
大
集
月
蔵
経
云

3　
　

我
末
法
時
中
億
億
衆
生
起
行
修
道
未
有
一
人
得

4　
　

者
当
今
末
法
是
五
濁
悪
世
唯
有
浄
土
一
門
可
通

5　
　

入
路
是
故
大
経
云
若
有
衆
生
縦
令
一
生
造
悪
臨

6　
　

命
終
時
十
念
相
続
称
我
名
字
若
不
生
者
不
取
正

7　
　

覚
又
復
一
切
衆
生
都
不
自
量
若
拠
大
乗
真
如
実

8　
　

相
第
一
義
空
曽
未
措
心
若
論
小
乗
修
入
見
諦
修

1　
　

道
乃
至
那
含
羅
漢
断
五
下
除
五
上
無
問
道
俗
未

2　
　

有
其
分
縦
有
人
天
果
報
皆
為
五
戒
十
善
能
招
此

3　
　

報
然
持
得
者
甚
希
若
論
起
悪
造
罪
何
異
暴
風
駃

4　
　

雨
是
以
諸
仏
大
慈
勧
帰
浄
土
縦
使
一
形
造
悪
但

5　
　

能
繋
意
専
精
常
能
念
仏
一
切
諸
障
自
然
消
除
定

6　
　

得
往
生
何
不
思
量
都
無
去
心
也

7　
　
　

私
云
窃
計
夫
立
教
多
少
随
宗
不
同
且
如
有
相

8　
　
　

宗
立
三
時
教
而
判
一
代
聖
教
所
謂
有
空
中
是

 

（
2
オ
）
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（
2
ウ
）

1　
　
　

也
如
無
相
宗
立
二
蔵
教
以
判
一
代
聖
教
所
謂

2　
　
　

菩
薩
蔵
声
聞
蔵
是
也
如
華
厳
宗
立
五
教
而
摂

3　
　
　

一
切
仏
教
所
謂
小
乗
教
始
教
終
教
頓
教
円
教

4　
　
　

是
也
如
法
華
宗
立
四
教
五
味
以
摂
一
切
仏
教

5　
　
　

四
教
者
所
謂
蔵
通
別
円
是
也
五
味
者
所
謂
乳

6　
　
　

酪
生
熟
醍
醐
是
也
如
真
言
宗
立
二
教
而
摂
一

7　
　
　

切
所
謂
顕
教
密
教
是
也
今
此
浄
土
宗
者
若
依

8　
　
　

道
綽
禅
師
意
立
二
門
而
摂
一
切
所
謂
聖
道
門

1　
　
　

浄
土
門
是
也
問
曰
夫
立
宗
名
本
在
華
厳
天
台

2　
　
　

等
八
宗
九
宗
未
聞
於
浄
土
之
家
立
其
宗
名
然

3　
　
　

今
号
浄
土
宗
有
何
証
拠
也
答
曰
浄
土
宗
名
其

4　
　
　

証
非
一
元
暁
遊
心
安
楽
道
云
浄
土
宗
意
本
為

5　
　
　

凡
夫
兼
為
聖
人
又
慈
恩
西
方
要
決
云
依
此
一

6　
　
　

宗
又
迦
才
浄
土
論
云
此
之
一
宗
窃
為
要
路
其

7　
　
　

証
如
此
不
足
疑
端
但
諸
宗
立
教
正
非
今
意
且

8　
　
　

就
浄
土
宗
略
明
二
門
者
一
者
聖
道
門
二
者
浄

 

（
3
オ
）

2ウ7「顕教密教」、龍本「顕密二教」に作り、宝本も同じ。

3オ7「正非今意」、山版「非今正意」に作り、宝本も同じ。
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（
3
ウ
）

1　
　
　

土
門
初
聖
道
門
者
就
之
有
二
一
者
大
乗
二
者

2　
　
　

小
乗
就
大
乗
中
雖
有
顕
密
権
実
等
不
同
今
此

3　
　
　

集
意
唯
存
顕
大
及
以
権
大
故
当
歴
劫
迂
廻
之

4　
　
　

行
准
之
思
之
応
存
密
大
及
以
実
大
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
然
則
今
真
言
仏
心
天
台
華
厳
三

6　
　
　

論
法
相
地
論
摂
論
此
等
八
家
之
意
正
在
此
也

7　
　
　

応
知
次
小
乗
者
総
是
小
乗
経
律
論
之
中
所
明

8　
　
　

声
聞
縁
覚
断
惑
証
理
入
聖
得
果
之
道
也
准
上

1　
　
　

思
之
亦
可
□
摂
倶
舎
成
実
諸
部
律
宗
而
已
凡

2　
　
　

此
聖
道
門
大
意
者
不
論
大
乗
及
以
小
乗
於
此

3　
　
　

娑
婆
世
界
之
中
修
四
乗
道
得
四
乗
果
也
四
乗

4　
　
　

者
三
乗
之
外
加
仏
乗
□
次
往
生
浄
土
門
者
就

5　
　
　

此
有
二
一
者
正
明
往
生
浄
土
之
教
二
者
傍
明

6　
　
　

往
生
浄
土
之
教
初
正
明
往
生
浄
土
之
教
者
謂

7　
　
　

三
経
一
論
是
也
三
経
者
一
無
量
寿
経
二
観
無

8　
　
　

量
寿
経
三
阿
弥
陀
経
也
一
論
者
天
親
往
生
論

 

（
4
オ
）

3ウ4「大」下、宝本9字有り。『私集鈔』云く、「広本云「応存密大及以実大即当速疾直往之行也」已上」と。
又た底本「大然」間に小圏点を施し右傍に「イ本「即当速疾直往之行也」」11字を小書す。宝本9字是
れなり。

3ウ8–4オ1「准上思之」、『決疑鈔』云く、「広本云「准大思之」」と。又た『私集鈔』云く、「広本云「准
大思小」」と。宝本『私集鈔』所引の4字に作り、第4字の右傍に2字（如松某盛之第三、他字之偏）
を小書す。

4オ1「可」、宝本2字（从彳复聲、从宀之下一之上多省聲）に作り、龍本「マタヨロシク」「ヘシ」に作る。
4オ4「乗」下、山版「也」字有り、宝本も同じ。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（17）112

 

（
4
ウ
）

1　
　
　

是
也
或
指
此
三
経
号
浄
土
三
部
経
也
問
曰
三

2　
　
　

部
経
名
亦
有
其
例
乎
答
曰
三
部
経
名
其
例
非

3　
　
　

一
一
者
法
華
三
部
謂
無
量
義
経
法
華
経
普
賢

4　
　
　

観
経
是
也
二
者
大
日
三
部
謂
大
日
経
金
剛
頂

5　
　
　

経
蘇
悉
地
経
是
也
三
者
鎮
護
国
家
三
部
謂
法

6　
　
　

華
経
仁
王
経
金
光
明
経
是
也
四
弥
勒
三
部
謂

7　
　
　

上
生
経
下
生
経
成
仏
経
是
也
今
者
唯
是
弥
陀

8　
　
　

三
部
故
名
浄
土
三
部
経
也
□
□
弥
陀
三
部
□

1　
　
　

者
□
是
浄
土
正
依
経
也
次
傍
明
往
生
浄
土
之

2　
　
　

教
者
華
厳
法
華
随
求
尊
勝
等
明
諸
往
生
浄
土

3　
　
　

之
諸
経
是
也
又
起
信
論
宝
性
論
十
住
毘
婆
沙

4　
　
　

論
摂
大
乗
論
等
明
諸
往
生
浄
土
之
諸
論
是
也

5　
　
　

凡
此
集
中
立
聖
道
浄
土
二
門
意
者
為
令
捨
聖

6　
　
　

道
入
浄
土
門
也
就
此
有
二
由
一
由
去
大
聖
遥

7　
　
　

遠
二
由
理
深
解
微
此
宗
之
中
立
二
門
者
独
非

8　
　
　

道
綽
曇
鸞
天
台
迦
才
慈
恩
等
諸
師
皆
有
此
意

 

（
5
オ
）

4ウ1「此」下、宝本「三」字無く、糸偏の初一両画有り。案ずるに、誤写して訂せざるなり。
4ウ6「四弥」間、底本「者」字有り、宝本無し。今刪る。
4ウ8「也」下、宝本2字（从田尚聲、从口从矢）有り、龍本「マサニシルヘシ」有り。
4ウ8「弥陀三部」下、龍本「経」字有り、宝本も同じ。

5オ1「者」下、宝本1字（从皀卪聲）有り、龍本「スナハチ」有り。
5オ3「沙」、往本「娑」に作り、宝本も同じ。
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高
等
研
究
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紀
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（
5
ウ
）

1　
　
　

且
曇
鸞
法
師
往
生
論
注
云
謹
案
龍
樹
菩
薩
十

2　
　
　

住
毘
婆
沙
云
菩
薩
求
阿
毘
跋
致
有
二
種
道
一

3　
　
　

者
難
行
道
二
者
易
行
道
難
行
道
者
謂
五
濁
之

4　
　
　

世
於
無
仏
時
求
阿
毘
跋
致
為
難
此
難
乃
有
多

5　
　
　

途
粗
言
五
三
以
示
義
意
一
者
外
道
相
善
乱
菩

6　
　
　

薩
法
二
者
声
聞
自
利
障
大
慈
悲
三
者
無
顧
悪

7　
　
　

人
破
他
勝
徳
四
者
顛
倒
善
果
能
壊
梵
行
五
者

8　
　
　

唯
是
自
力
無
他
力
持
如
斯
等
事
触
目
皆
是
譬

1　
　
　

如
陸
路
歩
行
則
苦
易
行
道
者
謂
但
以
信
仏
因

2　
　
　

縁
願
生
浄
土
乗
仏
願
力
便
得
往
生
彼
清
浄
土

3　
　
　

仏
力
住
持
即
入
大
乗
正
定
之
聚
正
定
即
是
阿

4　
　
　

毘
跋
致
譬
如
水
路
乗
船
則
楽
已上

此
中
難
行

5　
　
　

道
者
即
是
聖
道
門
也
易
行
道
者
即
是
浄
土
門

6　
　
　

也
難
行
易
行
聖
道
浄
土
其
言
雖
異
其
意
是
同

7　
　
　

又
西
方
要
決
云
仰
惟
釈
迦
啓
運
弘
益
有
縁
教

8　
　
　

闡
随
方
並
霑
法
潤
親
逢
聖
化
道
悟
三
乗
福
薄

 

（
6
オ
）

5ウ2「沙」、往本「娑」に作り、宝本も同じ。

6オ4、短行。
6オ6–同7「同又」間、底本「天台迦才同之応知」8字有り、宝本無し。今刪る。



略
広
二
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『
選
択
本
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念
仏
集
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前
七
章
考
異
稿

（19）110

 

（
6
ウ
）

1　
　
　

因
疎
勧
帰
浄
土
作
斯
業
者
専
念
弥
陀
一
切
善

2　
　
　

根
廻
生
彼
国
弥
陀
本
願
誓
度
娑
婆
上
尽
現
生

3　
　
　

一
形
下
至
臨
終
十
念
倶
能
決
定
皆
得
往
生
已上

4　
　
　

又
同
後
序
云
夫
以
生
居
像
季
去
聖
斯
遥
道
預

5　
　
　

三
乗
無
方
契
悟
人
天
両
位
躁
動
不
安
智
博
情

6　
　
　

弘
能
堪
久
処
也
若
識
痴
行
浅
恐
溺
幽
塗
必
須

7　
　
　

遠
跡
娑
婆
栖
心
浄
域
已上

此
中
三
乗
者
即
是
聖

8　
　
　

道
門
意
也
浄
土
者
即
是
浄
土
門
意
也
三
乗
浄

1　
　
　

土
聖
道
浄
土
其
名
雖
異
其
意
亦
同
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
浄
土
宗
学
者
先
須
知
此
旨
設

3　
　
　

雖
先
学
聖
道
門
□
人
若
於
浄
土
門
有
其
志
□

4　
　
　

者
須
棄
聖
道
帰
於
浄
土
例
如
彼
曇
鸞
法
師
捨

5　
　
　

四
論
講
説
一
向
帰
浄
土
道
綽
禅
師
閣
涅
槃
広

6　
　
　

業
偏
弘
西
方
行
上
古
賢
哲
猶
以
如
此
末
代
愚

7　
　
　

魯
寧
不
遵
之
哉
問
曰
聖
道
家
諸
宗
各
有
師
資

8　
　
　

相
承
謂
如
天
台
宗
者
慧
文
南
岳
天
台
章
安
智

 

（
7
オ
）

7オ1「同」下、宝本10字（从一大、从口㠯聲、从辵加聲、从丨上貫一、从竹从寺、从心从音、从仌从隹、
如松某盛之第三、从心𤸰聲、从口从矢）有り、龍本「天台迦才等ノコヽロコレニ准シテシリヌヘシ」
有り。

7オ3「聖道門」下、宝本1字（如松某盛之第三）有り。
7オ3「志」下、龍本「願」字有り、宝本も同じ。
7オ7「魯」、龍本「迷」に作り、宝本も同じ。
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（
7
ウ
）

1　
　
　

威
慧
威
玄
朗
湛
然
次
第
相
承
如
真
言
宗
者
大

2　
　
　

日
如
来
金
剛
薩
埵
龍
樹
龍
智
金
智
不
空
次
第

3　
　
　

相
承
自
餘
諸
宗
又
各
有
相
承
血
脈
而
今
所
言

4　
　
　

□
浄
土
宗
□
有
師
資
相
承
血
脈
譜
乎
答
曰
如

5　
　
　

聖
道
家
血
脈
□
□
□
浄
土
宗
亦
有
血
脈
但
諸

6　
　
　

家
不
同
□
□
□
□
所
謂
廬
山
慧
遠
法
師
慈
愍

7　
　
　

三
蔵
道
綽
善
導
等
是
也
今
□
且
依
道
綽
善
導

8　
　
　

之
一
家
□
論
師
資
相
承
血
脈
者
□
此
亦
有
両

1　
　
　

説
一
者
菩
提
流
支
三
蔵
慧
寵
法
師
道
場
法
師

2　
　
　

曇
鸞
法
師
大
海
禅
師
法
上
法
師
已安
上楽
出集

二
者

3　
　
　

菩
提
流
支
三
蔵
曇
鸞
法
師
道
綽
禅
師
善
導
禅

4　
　
　

師
懐
感
法
師
小
康
法
師
已宋
上両
出伝
唐

5　
　
　

善
導
和
尚
立
正
雑
二
行
捨
雑
行
帰
正
行
之
文

6　
　

□
□
観
経
疏
第
四
□
云
就
行
立
信
者
然
行
有
二

7　
　

種
一
者
正
行
二
者
雑
行
言
正
行
者
専
依
往
生
経

8　
　

行
行
者
是
名
正
行
何
者
是
也
一
心
専
読
誦
此
観

 

（
8
オ
）

7ウ4「浄」上、宝本1字（治本某農之第三）有り。
7ウ4「宗」下、宝本1字（某聚羣英之第一）有り。
7ウ4「乎」、宝本異字（焉哉乎某之第四）に作る。
7ウ5「家」下の「血脈」、龍本「師資相継」4字に作り、宝本も同じ。
7ウ5「浄土宗」上、宝本1字（治本某農之第三）有り。
7ウ5「有」下の「血脈」、龍本「譜系」に作り、宝本も同じ。
7ウ5「但諸」間、底本「於浄土一宗」5字有り、宝本無し。今刪る。
7ウ6「家不」間、底本「亦」字有り、宝本無し。今刪る。
7ウ6「同」下、宝本4字（从二戶、从辵土聲、从飛下翄、壹之小字）有り、龍本「門徒ヒトツニアラス」
有り。

7ウ7「今」下、宝本1字（从白𣥐聲）有り、龍本「ハ」有り。
7ウ8「家」下、宝本1字（去某益詠之第二）有り。
7ウ8「者」下、宝本1字（焉哉乎某之第四）有り。

8オ2夾注「楽」、宝本譌りて異字（从木攸聲）の略体（从夂从木）に作る。
8オ6「観」上、宝本2字（从言堇聲、从木安聲）有り、龍本云く「ツヽシンテ」「案スルニ」と。
8オ6「四」下、龍本「巻」字有り、宝本も同じ。



略
広
二
本
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念
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集
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前
七
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考
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稿
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（
8
ウ
）

1　
　

経
弥
陀
経
無
量
寿
経
等
一
心
専
注
思
想
観
察
憶

2　
　

念
彼
国
二
報
荘
厳
若
礼
即
一
心
専
礼
彼
仏
若
口

3　
　

称
即
一
心
専
称
彼
仏
若
讃
歎
供
養
即
一
心
専
讃

4　
　

歎
供
養
是
名
為
正
又
就
此
正
中
復
有
二
種
一
者

5　
　

一
心
専
念
弥
陀
名
号
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近

6　
　

念
念
不
捨
者
是
名
正
定
之
業
順
彼
仏
願
故
若
依

7　
　

礼
誦
等
即
名
為
助
業
除
此
正
助
二
行
已
外
自
餘

8　
　

諸
善
悉
名
雑
行
若
修
前
正
助
二
行
心
常
親
近
憶

1　
　

念
不
断
名
為
無
間
也
若
行
後
雑
行
即
心
常
間
断

2　
　

雖
可
廻
向
得
生
衆
名
疎
雑
之
行
也

3　
　
　

私
云
就
此
文
有
二
意
一
明
往
生
行
相
二
判
二

4　
　
　

行
得
失
初
明
往
生
行
相
者
依
善
導
和
尚
意
往

5　
　
　

生
行
雖
多
大
分
為
二
一
正
行
二
雑
行
初
正
行

6　
　
　

者
付
之
有
開
合
二
義
初
開
為
五
種
後
合
為
二

7　
　
　

種
初
開
為
五
種
者
一
読
誦
正
行
二
観
察
正
行

8　
　
　

三
礼
拝
正
行
四
称
名
正
行
五
讃
歎
供
養
正
行

 

（
9
オ
）

9オ6「付之」、山版「就此」に作り、宝本も同じ。
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（
9
ウ
）

1　
　
　

也
第
一
読
誦
正
行
者
専
読
誦
観
経
等
也
即
文

2　
　
　

云
一
心
専
読
誦
此
観
経
弥
陀
経
無
量
寿
経
等

3　
　
　

是
也
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
第
二
観
察
正
行

2　
　
　

者
専
観
察
彼
国
依
正
二
報
也
即
文
云
一
心
専

3　
　
　

注
思
想
観
察
憶
念
彼
国
二
報
荘
厳
是
也
第
三

4　
　
　

礼
拝
正
行
者
専
礼
弥
陀
也
即
文
云
若
礼
即
一

5　
　
　

心
専
礼
彼
仏
是
也
第
四
称
名
正
行
者
専
称
弥

6　
　
　

陀
名
号
也
即
文
云
若
口
称
即
一
心
専
称
彼
仏

7　
　
　

是
也
第
五
讃
歎
供
養
正
行
者
専
讃
歎
供
養
弥

8　
　
　

陀
也
即
文
云
若
讃
歎
供
養
即
一
心
専
讃
歎
供

 

（
10
オ
）

9ウ3「也」下、宝本111字有り、『大経釈』「所言等者指上三経今非等取餘経諸典例如彼法華記第五中妙
楽大師釈十力等功徳文云所言等者非唯供仏兼浄土行如此等例甚多也恐繁不出学者更撿加之五種正行皆
限弥陀一仏功徳所以観察礼拝称名讃歎四箇正行既唯在彼弥陀依正豈読誦行独兼他経」108字有りて大
同なり。但だ小異有りて、宝本「今」字を異字（从入从玉）に作り、「第五」下に1字（从卪𢍏聲）有
り、「十力等功徳」下に1字（如松某盛之第三）有り、「甚」下に1字（存某甘棠之第二）有るのみ。
龍本云く、「マタク」「第五巻」「十力等功徳ノ」「ハナハタモテ」と。
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（
10
ウ
）

1　
　
　

養
是
名
為
正
是
也
若
開
讃
歎
与
供
養
而
為
二

2　
　
　

者
可
名
六
種
正
行
也
今
依
合
義
故
云
五
種
次

3　
　
　

合
為
二
種
者
一
者
正
業
二
者
助
業
初
正
業
者

4　
　
　

以
上
五
種
之
中
第
四
称
名
為
正
定
之
業
即
文

5　
　
　

云
一
心
専
念
弥
陀
名
号
行
住
坐
臥
不
問
時
節

6　
　
　

久
近
念
念
不
捨
者
是
名
正
定
之
業
順
彼
仏
願

7　
　
　

故
是
也
次
助
業
者
除
第
四
口
称
之
外
以
読
誦

8　
　
　

等
四
種
而
為
助
業
即
文
云
若
依
礼
誦
等
即
名

1　
　
　

為
助
業
是
也
問
曰
何
故
五
種
之
中
独
以
称
名

2　
　
　

念
仏
為
正
定
業
乎
答
曰
順
彼
仏
願
故
意
云
称

3　
　
　

名
念
仏
是
彼
仏
本
願
行
也
故
修
之
者
乗
彼
仏

4　
　
　

願
必
得
往
生
也
其
本
願
義
至
下
可
知
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

 

（
11
オ
）

11オ4「也其本願義至下可知」、宝本128字に作る。『決疑鈔』云く、「広本云「称名念仏是彼仏本願行也
故修之者乗彼仏願必得往生由願不虚故以念仏為正定之業本願之義至下応辨但正定者法蔵菩薩於二百一
十億諸仏誓願海中撰定念仏往生之願故云定也選択之義亦応俟下依此等意故以念仏名為正定之業者也読
誦等行即非本願選択之行故名為助念仏亦是正中之正礼誦等是正中之助〻正雖異同在弥陀故為正然而非
無勝劣之義」已上」と。「由願不虚」至「勝劣之義」128字、宝本と大同なり。但だ小異有りて、宝本「〻
正」を互倒して2字（从止一以止、从力且聲）に作るのみ。
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（
11
ウ
）

1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
次
雑

4　
　
　

行
者
即
文
云
除
此
正
助
二
行
已
外
自
餘
諸
善

5　
　
　

悉
名
雑
行
是
也
意
云
雑
行
無
量
不
遑
具
述
今

6　
　
　

且
飜
対
五
種
正
行
以
明
五
種
雑
行
也
一
読
誦

7　
　
　

雑
行
二
観
察
雑
行
三
礼
拝
雑
行
四
称
名
雑
行

8　
　
　

五
讃
歎
供
養
雑
行
也
第
一
読
誦
雑
行
者
除
上

1　
　
　

観
経
等
往
生
浄
土
経
已
外
於
大
小
乗
顕
密
諸

2　
　
　

経
受
持
読
誦
悉
名
読
誦
雑
行
第
二
観
察
雑
行

3　
　
　

者
除
上
極
楽
依
正
已
外
大
小
顕
密
事
理
観
行

4　
　
　

□
悉
名
観
察
雑
行
第
三
礼
拝
雑
行
者
除
上
礼

5　
　
　

拝
弥
陀
已
外
於
一
切
諸
餘
仏
菩
薩
等
及
諸
世

6　
　
　

天
等
礼
拝
恭
敬
悉
名
礼
拝
雑
行
第
四
称
名
雑

7　
　
　

行
者
除
上
称
弥
陀
名
号
已
外
称
自
餘
一
切
仏

8　
　
　

菩
薩
等
及
諸
世
天
等
名
号
悉
名
称
名
雑
行
第

 

（
12
オ
）

11ウ3、短行。
11ウ5「述今」間、底本「但」字有り、宝本無し。今刪る。

12オ4「悉」上、往本「皆」字有り、宝本も同じ。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
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前
七
章
考
異
稿

（25）104

 

（
12
ウ
）

1　
　
　

五
讃
歎
供
養
雑
行
者
除
上
弥
陀
仏
已
外
於
一

2　
　
　

切
諸
餘
仏
菩
薩
等
及
諸
世
天
等
讃
歎
供
養
悉

3　
　
　

名
讃
歎
供
養
雑
行
此
外
亦
有
布
施
持
戒
等
無

4　
　
　

量
之
行
皆
可
摂
尽
雑
行
之
言
次
判
二
行
得
失

5　
　
　

者
若
修
前
正
助
二
行
心
常
親
近
憶
念
不
断
名

6　
　
　

為
無
間
也
若
行
後
雑
行
即
心
常
間
断
雖
可
廻

7　
　
　

向
得
生
衆
名
疎
雑
之
行
即
其
文
也
案
此
文
意

8　
　
　

就
正
雑
二
行
有
五
番
相
対
一
親
疎
対
二
近
遠

1　
　
　

対
三
有
間
無
間
対
四
廻
向
不
廻
向
対
五
純
雑

2　
　
　

対
也
第
一
親
疎
対
者
先
親
者
修
正
助
二
行
者

3　
　
　

於
阿
弥
陀
仏
甚
以
為
親
昵
故
疏
上
文
云
衆
生

4　
　
　

起
行
口
常
称
仏
仏
即
聞
之
身
常
礼
敬
仏
仏

5　
　
　

即
見
之
心
常
念
仏
仏
即
知
之
衆
生
憶
念
仏
者

6　
　
　

仏
憶
念
衆
生
彼
此
三
業
不
相
捨
離
故
名
親
縁

7　
　
　

也
次
疎
者
□
雑
行
也
□
□
□
□
□
衆
生
不
称

8　
　
　

仏
仏
即
不
聞
之
身
不
礼
仏
仏
即
不
見
之
心
不

 

（
13
オ
）

13オ1「有間無間対」、龍本「無間有間対」に作り、宝本も同じ。
13オ1「廻向不廻向対」、龍本「不廻向廻向対」に作り、宝本も同じ。
13オ3「為」、宝本異字（从糸吉聲）に作り、龍本「ムスフ」に作る。
13オ4、短行。
13オ7「者」下、宝本1字（从日正）有り、龍本「コレ」有り。
13オ7「行也」下、『大経記』「飜親謂是者」5字有り、宝本も同じ。
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（
13
ウ
）

1　
　
　

念
仏
仏
即
不
知
之
衆
生
不
憶
念
仏
者
仏
不
憶

2　
　
　

念
衆
生
彼
此
三
業
常
捨
離
故
名
疎
行
也
第
二

3　
　
　

近
遠
対
者
先
近
者
修
正
助
二
行
者
於
阿
弥
陀

4　
　
　

仏
甚
以
隣
近
□
故
疏
上
文
云
衆
生
願
見
仏
仏

5　
　
　

即
応
念
現
在
目
前
故
名
近
縁
也
次
遠
者
□
雑

6　
　
　

行
也
□
□
□
□
□
衆
生
不
願
見
仏
仏
即
不
応

7　
　
　

念
不
現
目
前
故
名
遠
也
但
親
近
義
是
雖
似
一

8　
　
　

善
導
之
意
分
為
二
其
旨
見
疏
文
故
今
所
引
釈

1　
　
　

也
第
三
無
間
有
間
対
者
先
無
間
者
修
正
助
二

2　
　
　

行
者
於
□
弥
陀
仏
憶
念
不
間
断
故
云
名
為
無

3　
　
　

間
是
也
次
有
間
者
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4　
　
　

修
雑
行
者
於
阿
弥
陀
仏
憶
念
常
間
断
故
云
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
心
常
間
断
是
也
第
四
不
廻
向

6　
　
　

廻
向
対
者
修
正
助
二
行
者
縦
令
別
□
不
用
廻

7　
　
　

向
自
然
□
成
往
生
□
業
故
疏
上
文
云
今
此
観

8　
　
　

経
中
十
声
称
仏
即
有
十
願
十
行
具
足
云
何
具

 

（
14
オ
）

13ウ4「以隣」間、底本「為」字有り、宝本無し。今刪る。
13ウ4「近」下、『大経記』「也」字有り、宝本も同じ。
13ウ5「者」下、宝本1字（从日正）有り、龍本「コレ」有り。
13ウ6「也」下、『大経記』「飜近謂是者」5字有り、宝本も同じ。
13ウ8「分為」間、底本「而」字有り、宝本無し。今刪る。

14オ2「弥陀仏」上、龍本「阿」字有り、宝本も同じ。
14オ3「者」下、『大経記』「是雑行也飜無間謂是者」10字有り、宝本も同じ。
14オ4「故云」、『大経釈』「即文云若行後雑行即」9字に作り、宝本も同じ。
14オ6「別」下、『大経記』「雖」字有り、宝本も同じ。
14オ7「然」下、『大経記』「而」字有り、宝本も同じ。
14オ7「生」下、『大経記』「之」字有り、宝本も同じ。
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（
14
ウ
）

1　
　
　

足
言
南
無
者
即
是
帰
命
亦
是
発
願
廻
向
之
義

2　
　
　

言
阿
弥
陀
仏
者
即
是
其
行
以
斯
義
故
必
得
往

3　
　
　

生
已上

次
廻
向
者
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4　
　
　

修
雑
行
者
必
用
廻
向
之
時
成
往
生
之
因
若
不

5　
　
　

用
廻
向
之
時
不
成
往
生
之
因
故
云
雖
可
廻
向

6　
　
　

得
生
是
也
第
五
純
雑
対
者
先
純
者
修
正
助
二

7　
　
　

行
者
純
是
極
楽
之
行
也
次
雑
者
是
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
純
非
極
楽
之
行
通
於

1　
　
　

人
天
及
以
三
乗
亦
通
於
十
方
浄
土
故
云
雑
也

2　
　
　

然
者
西
方
行
者
須
捨
雑
行
修
正
行
也
問
曰
此

3　
　
　

純
雑
義
於
経
論
中
有
其
証
拠
乎
答
曰
於
大
小

4　
　
　

乗
経
律
論
之
中
立
純
雑
二
門
其
例
非
一
大
乗

5　
　
　

即
於
八
蔵
之
中
而
立
雑
蔵
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
当
知
七
蔵
是
純
一
蔵
是
雑
小

 

（
15
オ
）

14ウ3「者」下、宝本11字有り、『大経記』「雑行也飜不廻向謂是者」10字有りて大同なり。但だ小異有
りて、宝本此の10字の上に1字（从日正）有るのみ。龍本云く、「コレ雑行ナリ不廻向ヲヒルカヘシ
テコレヲイハヽ」と。

14ウ7「者是」下、『大経記』「雑行也飜純謂是者修雑行者是」13字有り、宝本も同じ。

15オ5「雑蔵」下、『大経釈』「八蔵者安然和尚教時義中引菩薩処胎経云一胎化蔵二中陰蔵三摩訶衍方等
蔵四戒律蔵五十住蔵六雑蔵七金剛蔵八仏蔵」51字有り、宝本も同じ。

15オ6–同8、長行。



早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
　
第
17
号
　

2 

0 

2 

5
年
3
月

（28）101

 

（
15
ウ
）

1　
　
　

乗
即
於
四
含
之
中
而
立
雑
含
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
当
知
三
含
是

3　
　
　

純
一
含
是
雑
律
即
□
□
□
□
□
□
□
□
立
二

4　
　
　

十
犍
度
以
明
戒
行
其
中
□
□
□
□
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
前
十
九

3　
　
　

是
純
後
一
雑
犍
度
也
論
則
立
八
犍
度
明
諸
法

4　
　
　

性
相
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
前
七
是
純
後
一
是
雑

6　
　
　

犍
度
也
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
賢
聖
集

 

（
16
オ
）

15ウ1「含」下、『大経釈』「四含者一増一阿含二長阿含三中阿含四雑阿含」20字有り、宝本も同じ。
15ウ1–同2、長行。
15ウ3「即」、『大経釈』「則於二十犍度之中而」9字に作り、宝本も同じ。
15ウ3「二十犍度以明戒行其中」、宝本117字に作り、『大経釈』「雑犍度二十犍度者一受戒犍度二者説戒
犍度三者安居犍度四自恣犍度五皮革犍度六衣犍度七薬犍度八迦絺那衣犍度九鳩睒弥犍度十瞻婆犍度十
一呵責犍度十二人犍度十三覆蔵犍度十四遮犍度十五破僧犍度十六滅諍犍度十七尼犍度十八説法犍度十
九房舎犍度二十雑犍度当知」119字に作りて大同なり。但だ小異有りて、宝本「二者」「三者」の「者」
2字無く、「諍」字を譌りて異字（从水爭聲）に作るのみ。

16オ3「一雑」間、底本「是」字有り、宝本無し。今刪る。
16オ3「立八犍度明諸法性相」、『大経釈』「於八犍度之中而立雑犍度八犍度者一業二使三智四定五根六
大七見八雑当知」33字に作り、宝本も同じ。

16オ5「七是」間、底本「犍度」2字有り、宝本無し。今刪る。
16オ6「也」下、『大経釈』「又小乗経量部於五蔵之中而立雑蔵五蔵者一修多羅蔵二毘尼蔵三阿毘曇蔵四
雑蔵五呪蔵当知四純一雑又」45字有り、宝本も同じ。
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（
16
ウ
）

1　
　
　

中
唐
宋
両
伝
立
十
科
法
明
高
僧
行
徳
其
中
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
前

4　
　
　

九
是
純
後
一
是
雑
科
也
乃
至
大
乗
義
章
有
五

5　
　
　

聚
法
門
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
前
四
聚
是
純
後

7　
　
　

一
是
雑
也
亦
非
顕
教
密
教
之
中
有
純
雑
法
謂

8　
　
　

山
家
仏
法
血
脈
譜
云
一
胎
蔵
界
曼
陀
羅
血
脈

1　
　
　

譜
一
首
二
金
剛
界
曼
陀
羅
血
脈
譜
一
首
三
雑

2　
　
　

曼
陀
羅
血
脈
譜
一
首
前
二
是
純
後
一
是
雑
□

3　
　
　

□
純
雑
之
義
雖
多
今
□
略
挙
小
分
而
已
当
知

4　
　
　

純
雑
之
義
随
法
而
不
定
因
茲
今
善
導
和
尚
意

5　
　
　

且
於
浄
土
行
□
論
純
雑
也
□
此
純
雑
義
□
不

6　
　
　

局
内
典
外
典
之
中
其
例
甚
多
恐
繁
不
出
矣
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

 

（
17
オ
）

16ウ1「立十科法明高僧行徳其中」、宝本45字に作り、『大経釈』「於十科之中而立雑科十科法者一訳経
二義解三習禅四明律五護法六感応七読誦八遺身九興福十雑科当知」45字に作りて大同なり。但だ小
異有りて、宝本「応」を異字（从辵甬聲）に作るのみ。龍本云く、「六ニハ感通」と。

16ウ4「有」、『大経釈』「立」に作り、宝本も同じ。
16ウ5「門」下、『大経釈』「其中有雑聚五聚者一教聚二義聚三染聚四浄聚五雑聚当知」25字有り、宝本
も同じ。

16ウ7「雑也」間、底本「聚」字有り、宝本無し。今刪る。

17オ2「二是」間、底本「首」字有り、宝本無し。今刪る。
17オ2「一是」間、底本「首」字有り、宝本無し。今刪る。
17オ2「雑」下、『大経釈』「如斯」2字有り、宝本も同じ。
17オ3「今」下、『大経釈』「且」字有り、宝本も同じ。
17オ3「小」、『大経釈』「少」に作り、宝本も同じ。
17オ4「因茲」、『大経釈』「然則」に作り、宝本も同じ。
17オ5「行」下、『大経釈』「而」字有り、宝本も同じ。
17オ5「也」下、『大経釈』「又」字有り、宝本も同じ。
17オ5「義」下、『大経釈』「唯」字有り、宝本も同じ。
17オ6「矣」下、宝本53字有り、『大経釈』「取要言之正即雖有読誦観察礼拝讃歎等五種不同取於称名名
為正行雑即雖有疎遠有間廻向雑等五義不同取純雑義名為雑行」53字有りて大同なり。但だ小異有りて、
宝本「拝」を異字（从禾爯聲）に作るのみ。龍本云く、「読誦観察礼称讃歎等」と。
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1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
但
於
往
生
行
而
□
分
二
行
不
□
□
限
善
導

3　
　
　

一
師
若
依
道
綽
禅
師
意
者
往
生
行
雖
多
束
而

4　
　
　

為
二
一
謂
念
仏
往
生
二
謂
万
行
往
生
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
若
依
懐
感
禅
師
意
□
往
生
行
雖

6　
　
　

多
束
而
為
二
一
謂
念
仏
往
生
二
謂
諸
行
往
生

7　
　
　

恵同
心之

□
□
□
□
□
□
□
□
如
是
三
師
□
□
□

8　
　
　

□
各
立
二
行
摂
往
生
行
甚
得
其
旨
□
□
□
□

1　
　
　

餘
師
不
然
行
者
応
思
之
□
□
□
□
往
生
礼
讃

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
云
若
能
如
上
念

3　
　
　

念
相
続
畢
命
為
期
者
十
即
十
生
百
即
百
生
何

4　
　
　

以
故
無
外
雑
縁
得
正
念
故
与
仏
本
願
相
応
故

5　
　
　

不
違
教
故
随
順
仏
語
故
若
欲
捨
専
修
雑
業
者

6　
　
　

百
時
希
得
一
二
千
時
希
得
五
三
何
以
故
由
雑

7　
　
　

縁
乱
動
失
正
念
故
与
仏
本
願
不
相
応
故
与
教

8　
　
　

相
違
故
不
順
仏
語
故
係
念
不
相
続
故
憶
想
間

 

（
18
オ
）

17ウ2「而」、『大経釈』「如此」2字に作り、宝本も同じ。
17ウ2「不」、『大経釈』「非唯独」3字に作り、宝本も同じ。
17ウ4「万行往生」下、『大経釈』「念仏是正万行是雑」8字有り、宝本も同じ。
17ウ5「意」下、『大経釈』「者」字有り、宝本も同じ。
17ウ7夾注「恵心同之」下、『大経釈』「念仏如前諸行是雑」8字有り、宝本も同じ。
17ウ7「師」下、『大経釈』「言異意一」4字有り、宝本も同じ。
17ウ8「旨」下、『大経釈』「最可帰依」4字有り、宝本も同じ。

18オ1「餘師」、底本「自餘諸師」4字に作り、宝本「自」「諸」2字無し。今刪る。
18オ1「応思之」、『大経釈』「思択又善導和尚」7字に作り、宝本も同じ。
18オ1–19オ5「往生礼讃」至「応知」、底本改行して低書せず、以て前後の私釈と別つ。宝本改行せず
して一格低書し、以て前後の私釈と別たず。今改む。

18オ2「云」上、『大経釈』「中細判二行得失謹案彼文」11字有り、宝本も同じ。
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1　
　
　

断
故
廻
願
不
慇
重
真
実
故
貪
瞋
諸
見
煩
悩
来

2　
　
　

間
断
故
無
有
慚
愧
悔
過
故
又
不
相
続
念
報
彼

3　
　
　

仏
恩
故
心
生
軽
慢
雖
作
業
行
常
与
名
利
相
応

4　
　
　

故
人
我
自
覆
不
親
近
同
行
善
知
識
故
楽
近
雑

5　
　
　

縁
自
障
障
他
往
生
正
行
故
何
以
故
余
比
日
自

6　
　
　

見
聞
諸
方
道
俗
解
行
不
同
専
雑
有
異
但
使
専

7　
　
　

意
作
者
十
即
十
生
修
雑
不
至
心
者
千
中
無
一

8　
　
　

此
二
行
得
失
如
前
已
辨
仰
願
一
切
往
生
人
等

1　
　
　

善
自
思
量
已
能
今
身
願
生
彼
国
者
行
住
坐
臥

2　
　
　

必
須
励
心
剋
已
昼
夜
莫
廃
畢
命
為
期
正
在
一

3　
　
　

形
似
如
小
苦
前
念
命
終
後
念
即
生
彼
国
長
時

4　
　
　

永
劫
常
受
無
為
法
楽
乃
至
成
仏
不
逕
生
死
豈

5　
　
　

非
快
哉
応
知
□□

私
云
見
此
文
弥
須
捨
雑
修
専

6　
　
　

豈
捨
百
即
百
生
専
修
正
行
堅
執
千
中
無
一
雑

7　
　
　

修
雑
行
乎
行
者
能
思
量
之
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

 

（
19
オ
）

19オ2「正」、山版「上」に作り、宝本も同じ。
19オ4「法」、往本「諸」に作り、宝本も同じ。
19オ5「知」下、『大経釈』夾注「已上」2字有り、宝本も同じ。
19オ5–同7「見此」至「量之」36字、宝本正文406字夾注2字に作り、『大経釈』「凡此文者是行者至要也
専雑之訓得失之誡甚以苦也求極楽之人盍貯寸符哉若夫抛雑修専者百即百生如棄迂向直豈以不届也捨専
修雑者千中無一如捨夷趣嶮遂以弗達矣往生要集下云問若凡下輩亦得往生云何近代於彼国土求者千万得
無一二答綽和尚云信心不深若存若亡故信心不一不決定故信心不相続餘念間故此三不相応故不能往生若
具三心者不往生者無有是処導和尚云若能如上念念相続畢命為斯者十即十生百即百生若欲捨専修雑業者
百時希得一二千時希得三五已上此問答意明以善導和尚二修欲決往生極楽之行者也意云若依専修而行用者
千万悉生若拠雑業而欣求者一二叵生既恵心意於西方行以導和尚而為指南其餘末学寧不依憑既知恵心尚
以叙用何況於其餘世人乎就中我輩隔賢愚者万万里焉人情念念下劣之故去時代者二百廻矣仏法日日澆薄
之故云何近代浅識之徒処愚誚賢居末非本然則決定欲得生彼極楽国土由此答意捨雑修専是先徳意不可懈
慢努力努力又綽禅師三信三不亦是専雑二修之義答中二文為成一意師資儡同無差而已」正文406字夾注
2字に作りて大同なり。但だ小異有りて、宝本「符」を異字（从广付聲）に作り、「往生要集下云」上
に1字（从攴古聲）有り、「此三不相応故」の「故」字を異字（从白𣥐聲）に作り、「若具三心者」の「者」
字無く、「畢命為斯」の「斯」字を異字（从月其聲）に作り、「依専修」の「依」字を譌りて異字（从
彡攸聲）に作るのみ。龍本云く、「寸府」「カルカユヘニ往生要集ノ下ニイハク」「コノミツノ不相応ハ」
「畢命為期」と。
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1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

 

（
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1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5　
　
　

□
□
□
□
□
□
□

6　
　
　

弥
陀
如
来
不
以
餘
行
為
往
生
本
願
唯
以
念
仏

7　
　
　

為
往
生
本
願
之
文

8　
　

□
□
無
量
寿
経
上
云
設
我
得
仏
十
方
衆
生
至
心

1　
　

信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚

2　
　

□
□
観
念
法
門
□□

引
上
文
云
若
我
成
仏
十
方
衆

3　
　

生
願
生
我
国
称
我
名
字
下
至
十
声
乗
我
願
力
若

4　
　

不
生
者
不
取
正
覚

5　
　

□
□
往
生
礼
讃
□□

同
引
上
文
云
若
我
成
仏
十
方

6　
　

衆
生
称
我
名
号
下
至
十
声
若
不
生
者
不
取
正
覚

7　
　

彼
仏
今
現
在
世
成
仏
当
知
本
誓
重
願
不
虚
衆
生

8　
　

称
念
必
得
往
生

 

（
21
オ
）

20ウ8「無」上、宝本2字（从言堇聲、从木安聲）有り。龍本云く、「ツヽシンテ」「案スルニ」と。

21オ2「観」上、宝本2字（从言堇聲、从木安聲）有り。龍本云く、「ツヽシンテ」「案スルニ」と。
21オ2「門」下、龍本夾注「善導」2字有り、宝本も同じ。
21オ5「往」上、宝本2字（从言堇聲、从木安聲）有り。龍本云く、「ツヽシンテ」「案スルニ」と。
21オ5「讃」下、龍本夾注「善導」2字有り、宝本も同じ。
21オ5「同」、宝本異字（手也象形）に作り、龍本「マタ」に作る。
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1　
　
　

私
云
一
切
諸
仏
各
有
総
別
二
種
之
願
総
者
四

2　
　
　

弘
誓
願
是
也
別
者
如
釈
迦
五
百
大
願
薬
師
十

3　
　
　

二
上
願
等
是
也
今
此
四
十
八
願
者
是
弥
陀
別

4　
　
　

願
也
問
曰
弥
陀
如
来
於
何
時
何
仏
所
発
此
願

5　
　
　

乎
答
曰
寿
経
云
仏
告
阿
難
乃
往
過
去
久
遠
無

6　
　
　

量
不
可
思
議
無
央
数
劫
定
光
如
来
興
出
於
世

7　
　
　

教
化
度
脱
無
量
衆
生
皆
令
得
道
乃
取
滅
度
次

8　
　
　

有
如
来
名
曰
光
遠
乃至

次
名
処
世
如
此
諸
仏
五三
十

1　
　
　

仏也

皆
悉
已
過
爾
時
次
有
仏
名
世
自
在
王
如
来

2　
　
　

時
有
国
王
聞
仏
説
法
心
懐
悦
豫
尋
発
無
上
正

3　
　
　

真
道
意
棄
国
捐
王
行
作
沙
門
号
曰
法
蔵
高
才

4　
　
　

勇
哲
与
世
超
異
詣
世
自
在
王
如
来
所
乃至

於
是

5　
　
　

世
自
在
王
仏
即
為
広
説
二
百
一
十
億
諸
仏
刹

6　
　
　

土
人
天
之
善
悪
国
土
之
麁
妙
応
其
心
願
悉
現

7　
　
　

与
之
時
彼
比
丘
聞
仏
所
説
厳
浄
国
土
皆
悉
覩

8　
　
　

見
超
発
無
上
殊
勝
之
願
其
心
寂
静
志
無
所
著

 

（
22
オ
）

21ウ8、長行。
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1　
　
　

一
切
世
間
無
能
及
者
具
足
五
劫
思
惟
摂
取
荘

2　
　
　

厳
仏
国
清
浄
之
行
阿
難
白
仏
彼
仏
国
土
寿
量

3　
　
　

幾
何
仏
言
其
仏
寿
命
四
十
二
劫
時
法
蔵
比
丘

4　
　
　

摂
取
二
百
一
十
億
諸
仏
妙
土
清
浄
之
行
已上

又

5　
　
　

大
阿
弥
陀
経
云
其
仏
即
選
択
二
百
一
十
億
仏

6　
　
　

国
土
中
諸
天
人
民
之
善
悪
国
土
之
好
醜
為
選

7　
　
　

択
心
中
所
欲
願
楼
夷
亘
羅
仏
此在
云王
世仏
自

説
経
畢

8　
　
　

曇
摩
迦
此法
云蔵

便
一
其
心
即
得
天
眼
徹
視
悉
自

1　
　
　

見
二
百
一
十
億
諸
仏
国
土
中
諸
天
人
民
之
善

2　
　
　

悪
国
土
之
好
醜
即
選
択
心
中
所
願
便
結
得
是

3　
　
　

廿
□
四
願
経
平亦
等復
覚同
経之

此
中
選
択
者
即
是
取

4　
　
　

捨
義
也
謂
於
二
百
一
十
億
諸
仏
浄
土
中
捨
人

5　
　
　

天
之
悪
取
人
天
之
善
捨
国
土
之
醜
取
国
土
之

6　
　
　

好
也
大
阿
弥
陀
経
選
択
義
如
是
双
巻
意
亦
有

7　
　
　

選
択
義
謂
云
摂
取
二
百
一
十
億
諸
仏
妙
土
清

8　
　
　

浄
之
行
是
也
選
択
与
摂
取
其
言
雖
異
其
意
是

 

（
23
オ
）

22ウ7、長行。

23オ3「廿」、龍本「二十」2字に作り、宝本も同じ。
23オ6「巻意」間、底本「経」字有り、宝本無し。今刪る。
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（
23
ウ
）

1　
　
　

同
然
者
捨
不
清
浄
行
取
清
浄
之
行
也
上
天
人

2　
　
　

之
善
悪
国
土
之
麁
妙
其
義
亦
然
准
之
応
知
夫

3　
　
　

約
四
十
八
願
一
往
各
論
選
択
摂
取
之
義
者
第

4　
　
　

一
無
三
悪
趣
願
者
於
所
覩
見
之
二
百
一
十
億

5　
　
　

土
中
或
有
有
三
悪
趣
之
国
土
或
有
無
三
悪
趣

6　
　
　

之
国
土
即
選
捨
其
有
三
悪
趣
麁
悪
国
土
選
取

7　
　
　

其
無
三
悪
趣
善
妙
国
土
故
云
選
択
也
第
二
不

8　
　
　

更
悪
趣
願
者
於
彼
諸
仏
土
中
或
有
縦
雖
国
中

1　
　
　

無
三
悪
道
其
国
人
天
寿
終
之
後
従
其
国
去
復

2　
　
　

更
三
悪
趣
之
土
或
有
不
更
悪
道
之
土
即
選
捨

3　
　
　

其
更
悪
道
麁
悪
国
土
選
取
其
不
更
悪
道
善
妙

4　
　
　

国
土
故
云
選
択
也
第
三
悉
皆
金
色
願
者
於
彼

5　
　
　

諸
仏
土
中
或
有
一
土
之
中
有
黄
白
二
類
人
天

6　
　
　

之
国
土
或
有
純
黄
金
色
之
国
土
即
選
捨
黄
白

7　
　
　

二
類
麁
悪
国
土
選
取
黄
金
一
色
善
妙
国
土
故

8　
　
　

云
選
択
也
第
四
無
有
好
醜
願
者
於
彼
諸
仏
土

 

（
24
オ
）



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（37）92

 

（
24
ウ
）

1　
　
　

中
或
有
人
天
形
色
好
醜
不
同
之
国
土
或
有
形

2　
　
　

色
一
類
無
有
好
醜
之
国
土
即
選
捨
好
醜
不
同

3　
　
　

麁
悪
国
土
選
取
無
有
好
醜
善
妙
国
土
故
云
選

4　
　
　

択
也
乃
至
第
十
八
念
仏
往
生
願
者
於
彼
諸
仏

5　
　
　

土
中
或
有
以
布
施
為
往
生
行
之
土
或
有
以
持

6　
　
　

戒
為
往
生
行
之
土
或
有
以
忍
辱
為
往
生
行
之

7　
　
　

土
或
有
以
精
進
為
往
生
行
之
土
或
有
以
禅
定

8　
　
　

為
往
生
行
之
土
或
有
以
般
若
信等
第是
一也
義

為
往
生

1　
　
　

行
之
土
或
有
以
菩
提
心
為
往
生
行
之
土
或
有

2　
　
　

以
六
念
為
往
生
行
之
土
或
有
以
持
経
為
往
生

3　
　
　

行
之
土
或
有
以
持
呪
為
往
生
行
之
土
或
有
以

4　
　
　

起
立
塔
像
飯
食
沙
門
及
以
孝
養
父
母
奉
事
師

5　
　
　

長
等
種
種
之
行
各
為
往
生
行
之
国
土
等
或
有

6　
　
　

専
称
其
国
仏
名
為
往
生
行
之
土
如
此
以
一
行

7　
　
　

配
一
仏
土
者
是
且
一
往
之
義
也
再
往
論
之
其

8　
　
　

義
不
定
或
有
一
仏
土
中
以
多
行
為
往
生
行
之

 

（
25
オ
）

24ウ8、長行。
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（
25
ウ
）

1　
　
　

土
或
有
多
仏
土
中
以
一
行
通
為
往
生
行
之
土

2　
　
　

如
是
往
生
行
種
種
不
同
不
可
具
述
也
即
今
選

3　
　
　

捨
前
布
施
持
戒
乃
至
孝
養
父
母
等
諸
行
選
取

4　
　
　

専
称
仏
号
故
云
選
択
也
且
約
五
願
略
論
選
択

5　
　
　

其
義
如
是
自
餘
諸
願
准
之
応
知
問
曰
普
約
諸

6　
　
　

願
選
捨
麁
悪
選
取
善
妙
其
理
可
然
何
故
第
十

7　
　
　

八
願
選
捨
一
切
諸
行
唯
偏
選
取
念
仏
一
行
為

8　
　
　

往
生
本
願
乎
答
曰
聖
意
難
測
不
能
輒
解
雖
然

1　
　
　

今
試
以
二
義
解
之
一
者
勝
劣
義
二
者
難
易
義

2　
　
　

初
勝
劣
者
念
仏
是
勝
餘
行
是
劣
所
以
者
何
名

3　
　
　

号
者
是
万
徳
之
所
帰
也
然
則
弥
陀
一
仏
所
有

4　
　
　

四
智
三
身
十
力
四
無
畏
等
一
切
内
証
功
徳
相

5　
　
　

好
光
明
説
法
利
生
等
一
切
外
用
功
徳
皆
悉
摂

6　
　
　

在
阿
弥
陀
仏
名
号
之
中
故
名
号
功
徳
最
為
勝

7　
　
　

也
餘
行
不
然
各
守
一
隅
是
以
為
劣
也
譬
如
世

8　
　
　

間
屋
舎
□
□
□
名
字
之
中
摂
棟
梁
椽
柱
等
一

 

（
26
オ
）

26オ7「各」、宝本譌りて異字（从竹合聲）の異体（从艸合聲）に作る。
26オ8「舎」下、往本「其屋舎」3字有り、宝本も同じ。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（39）90

 

（
26
ウ
）

1　
　
　

切
家
具
□
棟
梁
等
一
一
名
字
中
不
能
摂
□
一

2　
　
　

切
□
□
以
之
応
知
然
則
仏
名
号
功
徳
勝
餘
一

3　
　
　

切
功
徳
故
捨
劣
取
勝
以
為
本
願
歟
次
難
易
義

4　
　
　

者
念
仏
易
修
諸
行
難
修
是
故
往
生
礼
讃
云
問

5　
　
　

曰
何
故
不
令
作
観
直
遣
専
称
名
字
者
有
何
意

6　
　
　

也
答
曰
乃
由
衆
生
障
重
境
細
心
麁
識
颺
神
飛

7　
　
　

観
難
成
就
也
是
以
大
聖
悲
憐
直
勧
専
称
名
字

8　
　
　

正
由
称
名
易
故
相
続
即
生
已上

又
往
生
要
集
問

1　
　
　

曰
一
切
善
業
各
有
利
益
各
得
往
生
何
故
唯
勧

2　
　
　

念
仏
一
門
答
曰
今
勧
念
仏
非
是
遮
餘
種
種
妙

3　
　
　

行
只
是
男
女
貴
賤
不
簡
行
住
坐
臥
不
論
時
処

4　
　
　

諸
縁
修
之
不
難
乃
至
臨
終
願
求
往
生
得
其
便

5　
　
　

宜
不
如
念
仏
已上

故
知
念
仏
易
故
通
於
一
切
諸

6　
　
　

行
難
故
不
通
諸
機
然
則
為
令
一
切
衆
生
平
等

7　
　
　

往
生
捨
難
取
易
為
本
願
歟
若
夫
以
造
像
起
塔

8　
　
　

而
為
本
願
者
貧
窮
困
乏
類
定
絶
往
生
望
然
富

 

（
27
オ
）

26ウ1「具」下、宝本1字（勉某祗植之第二）有り。
26ウ1「摂」下、宝本1字（治本某農之第三）有り。
26ウ2「切」下、龍本「家具」有り、宝本も同じ。
26ウ2「之」、宝本異字（从斤其聲）に作り、龍本「コレ」に作る。

27オ8「乏類」間、底本「之」字有り、宝本無し。今刪る。
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（
27
ウ
）

1　
　
　

貴
者
少
貧
賤
者
甚
多
若
以
智
慧
高
才
而
為
本

2　
　
　

願
者
愚
鈍
下
智
者
定
絶
往
生
望
然
智
慧
者
少

3　
　
　

愚
痴
者
甚
多
若
以
多
聞
多
見
而
為
本
願
者
少

4　
　
　

聞
少
見
輩
定
絶
往
生
望
然
多
聞
者
少
少
聞
者

5　
　
　

甚
多
若
以
持
戒
持
律
而
為
本
願
者
破
戒
無
戒

6　
　
　

人
定
絶
往
生
望
然
持
戒
者
少
破
戒
者
甚
多
自

7　
　
　

餘
諸
行
准
之
応
知
当
知
以
上
諸
行
等
而
為
本

8　
　
　

願
者
得
往
生
者
少
不
往
生
者
多
然
則
弥
陀
如

1　
　
　

来
法
蔵
比
丘
之
昔
被
催
平
等
慈
悲
普
為
摂
於

2　
　
　

一
切
不
以
造
像
起
塔
等
諸
行
為
往
生
本
願
唯

3　
　
　

以
称
名
念
仏
一
行
為
其
本
願
也
故
法
照
禅
師

4　
　
　

五
会
法
事
讃
云
彼
仏
因
中
立
弘
誓
聞
名
念
我

5　
　
　

総
迎
来
不
簡
貧
窮
将
富
貴
不
簡
下
智
与
高
才

6　
　
　

不
簡
多
聞
持
浄
戒
不
簡
破
戒
罪
根
深
但
使
廻

7　
　
　

心
多
念
仏
能
令
瓦
礫
変
成
金
已上

問
曰
一
切
菩

8　
　
　

薩
雖
立
其
願
或
有
已
成
就
亦
有
未
成
就
未
審

 

（
28
オ
）

27ウ7「当」、宝本異字（从日正）に作り、龍本「コヽニ」に作る。

28オ8「亦」、『大経釈』「或」に作り、宝本も同じ。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（41）88

 

（
28
ウ
）

1　
　
　

法
蔵
菩
薩
四
十
八
願
已
為
成
就
将
為
未
成
就

2　
　
　

也
答
曰
法
蔵
誓
願
一
一
成
就
□
□
□
□
□
□

3　
　
　

□
□
何
者
極
楽
□
界
中
既
無
三
悪
趣
当
知
是

4　
　
　

即
成
就
□
□
無
三
悪
趣
之
願
也
何
以
得
知
即

5　
　
　

□
□
□
□
願
成
就
文
云
亦
無
地
獄
餓
鬼
畜
生

6　
　
　

諸
難
之
趣
是
也
又
彼
国
人
天
寿
終
之
後
無
更

7　
　
　

三
悪
趣
当
知
是
即
成
就
□
□
不
更
悪
趣
之
願

8　
　
　

也
以
何
得
知
即
□
□
□
□
願
成
就
文
云
又
彼

1　
　
　

菩
薩
乃
至
成
仏
不
更
悪
趣
是
也
又
極
楽
人
天

2　
　
　

既
以
無
有
一
人
不
具
三
十
二
相
当
知
是
成
就

3　
　
　

□
□
□
□
具
三
十
二
相
願
也
以
何
得
知
即
□

4　
　
　

□
□
□
□
願
成
就
文
云
生
彼
国
者
皆
悉
具
足

5　
　
　

三
十
二
相
是
也
如
是
初
自
無
三
悪
趣
願
終
至

6　
　
　

得
三
法
忍
願
一
一
誓
願
皆
以
成
就
第
十
八
念

7　
　
　

仏
往
生
願
豈
孤
以
不
成
就
乎
然
則
念
仏
之
人

8　
　
　

皆
以
往
生
以
何
得
知
即
念
仏
往
生
願
成
就
文

 

（
29
オ
）

28ウ2「就」下、『大経釈』「僉式信受敢莫孤疑」8字有り、宝本も同じ。
28ウ3「楽」下、『大経釈』「世」字有り、宝本も同じ。
28ウ4「就」下、『大経釈』「第一」2字有り、宝本も同じ。
28ウ5「願」上、龍本「無三悪趣」4字有り、宝本も同じ。
28ウ7「就」下、『大経記』「第二」2字有り、宝本も同じ。
28ウ8「即」下、龍本「不更悪趣」4字有り、宝本も同じ。

29オ1「極楽」、『大経釈』「彼国」に作り、宝本も同じ。
29オ2「是成」間、底本「即」字有り、宝本無し。今刪る。
29オ3「具」上、龍本「第二十一」4字有り、宝本も同じ。
29オ3「即」下、龍本「具三十二相」5字有り、宝本も同じ。
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田
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学
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所
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月

（42）87

 

（
29
ウ
）

1　
　
　

云
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念

2　
　
　

至
心
廻
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
是

3　
　
　

也
凡
四
十
八
願
荘
厳
浄
土
華
池
宝
閣
無
非
願

4　
　
　

力
何
於
其
中
独
可
疑
惑
念
仏
往
生
願
乎
加
之

5　
　
　

一
一
願
終
□
云
若
不
爾
者
不
取
正
覚
而
阿
弥

6　
　
　

陀
仏
成
仏
已
来
於
今
十
劫
成
仏
之
誓
既
以
成

7　
　
　

就
当
知
一
一
願
不
可
虚
設
故
善
導
□
□
□
□

8　
　
　

□
云
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
当
知
本
誓
重
願
不

1　
　
　

虚
衆
生
称
念
必
得
往
生
已上

□
□
□
□
□
□
□

2　
　
　

□
□
□
問
曰
経
云
十
念
釈
云
十
声
念
声
之
義

3　
　
　

□
□
如
何
答
曰
念
声
是
一
何
以
得
知
観
経
下

4　
　
　

品
下
生
云
令
声
不
絶
具
足
十
念
称
南
無
阿
弥

5　
　
　

陀
仏
称
仏
名
故
於
念
念
中
除
八
十
億
劫
生
死

6　
　
　

之
罪
□□

今
依
此
文
声
即
是
念
念
則
是
声
其
意

7　
　
　

明
矣
加
之
大
集
月
蔵
経
云
大
念
見
大
仏
小
念

8　
　
　

見
小
仏
感
師
釈
云
大
念
者
大
声
念
仏
小
念
者

 

（
30
オ
）

29ウ4「惑」、宝本譌りて異字（从囗从戈又从一）に作る。
29ウ5「終」下、『大経釈』「皆」字有り、宝本も同じ。
29ウ6「既」、『大経記』「果」に作り、宝本も同じ。
29ウ7「一願」間、底本「之」字有り、宝本無し。今刪る。
29ウ7「善導」、『大経釈』「上所引往生礼讃」7字に作り、宝本も同じ。

30オ1夾注「已上」下、『大経釈』「釈家得願旨須可仰信耳」10字有り、宝本も同じ。
30オ3「如」上、龍本「一異」2字有り、宝本も同じ。
30オ6「罪」下、『大経釈』夾注「已上」2字有り、宝本も同じ。
30オ7「明」、『大経釈』「暁」に作り、宝本も同じ。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（43）86

 

（
30
ウ
）

1　
　
　

小
声
念
仏
故
□
□
□
□
□
□
□
□
知
念
即
是

2　
　
　

唱
□
也
問
曰
経
云
乃
至
釈
云
下
至
□
□
□
□

3　
　
　

其
意
如
何
答
曰
乃
至
与
下
至
其
意
是
一
経
云

4　
　
　

乃
至
者
従
多
向
少
之
言
也
多
者
上
尽
一
形
也

5　
　
　

少
者
下
至
十
声
一
声
等
也
釈
云
下
至
者
下
者

6　
　
　

対
上
之
言
也
□
□
下
者
下
至
十
声
一
声
等
也

7　
　
　

□
□
上
者
上
尽
一
形
也
上
下
相
対
之
文
其
例

8　
　
　

惟
多
□
□
宿
命
通
願
云
設
我
得
仏
国
中
人
天

1　
　
　

不
識
宿
命
下
至
不
知
百
千
億
那
由
他
諸
劫
事

2　
　
　

者
不
取
正
覚
如
是
五
神
通
及
以
光
明
寿
命
等

3　
　
　

願
中
一
一
□
置
下
至
之
言
是
則
従
多
至
少
以

4　
　
　

下
対
上
之
義
也
□
□
例
上
八
種
之
願
今
此
願

5　
　
　

□
乃
至
者
即
是
下
至
也
是
故
今
善
導
所
引
□

6　
　
　

釈
下
至
之
言
其
意
不
相
違
但
□
□
□
善
導
与

7　
　
　

諸
師
其
意
不
同
諸
師
之
釈
別
云
十
念
往
生
願

8　
　
　

善
導
独
総
云
念
仏
往
生
願
□
□
□
□
□
□
□

 

（
31
オ
）

30ウ1「故」、『大経釈』「亦依此意念声是一当」9字に作り、宝本も同じ。
30ウ2「唱」下、龍本「訓」字有り、宝本も同じ。
30ウ2「至」下、『大経釈』「乃下之義」4字有り、宝本も同じ。
30ウ6「言」、『大経釈』「辞」に作り、宝本も同じ。
30ウ6「也」下、『大経釈』「所言」2字有り、宝本も同じ。
30ウ7「上」上、『大経釈』「所対」2字有り、宝本も同じ。
30ウ8「惟多」、『大経釈』「非一且如」4字に作り、宝本も同じ。
30ウ8「人天」、往本「天人」に作り、宝本も同じ。

31オ3「一一」下、『大経釈』「皆」字有り、宝本も同じ。
31オ4「也」下、『大経釈』「方准」2字有り、宝本も同じ。
31オ5「乃」上、『大経釈』「中」字有り、宝本も同じ。
31オ5「引」下、『大経釈』「解」字有り、宝本も同じ。
31オ6「不相違」、『大経釈』「冥経旨」に作り、宝本も同じ。
31オ6「但」下、『大経釈』「解此願」3字有り、宝本も同じ。
31オ8「善導独総云念仏往生願」、宝本27字に作り、『大経釈』「者若不満十即不得生善導之意総曰念仏
往生願不限員数称念皆生」28字に作りて大同なり。但だ小異有りて、宝本「者」字無く、「曰」字を
異字（禪主某亭之第三）に作るのみ。
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ウ
）

1　
　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
諸
師
別
云
十
念
往

2　
　
　

生
願
者
其
意
即
不
周
也
所
以
然
者
上
捨
一
形

3　
　
　

下
捨
一
念
之
故
也
善
導
総
言
念
仏
往
生
願
者

4　
　
　

其
意
即
□
周
也
所
以
然
者
上
取
一
形
下
取
一

5　
　
　

念
之
故
也

6　
　
　

三
輩
念
仏
往
生
之
文

7　
　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
仏
告
阿
難
十
方
世
界
諸

8　
　

天
人
民
其
有
至
心
願
生
彼
国
凡
有
三
輩
其
上
輩

1　
　

者
捨
家
棄
欲
而
作
沙
門
発
菩
提
心
一
向
専
念
無

2　
　

量
寿
仏
修
諸
功
徳
願
生
彼
国
此
等
衆
生
臨
寿
終

3　
　

時
無
量
寿
仏
与
諸
大
衆
現
其
人
前
即
随
彼
仏
往

4　
　

生
其
国
便
於
七
宝
華
中
自
然
化
生
住
不
退
転
智

5　
　

慧
勇
猛
神
通
自
在
是
故
阿
難
其
有
衆
生
欲
於
今

6　
　

世
見
無
量
寿
仏
応
発
無
上
菩
提
之
心
修
行
功
徳

7　
　

願
生
彼
国

8　
　

仏
語
阿
難
其
中
輩
者
十
方
世
界
諸
天
人
民
其
有

 

（
32
オ
）

31ウ2「周」、宝本譌りて異字（从𠔼从口）に作る。
31ウ4「即」下、『大経釈』「広」字有り、宝本も同じ。
31ウ7「仏」上、宝本9字有り。『決疑鈔』云く、「「仏告」等者若准餘篇応云「無量寿経下云」」と。宝
本「無」字の上に2字（从言堇聲、从木安聲）有り、「下」字の下に1字（从卪𢍏聲）有り。龍本「ツヽ
シンテ無量寿経ノ下巻ヲ案スルニイハク」有り。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（45）84

 

（
32
ウ
）

1　
　

至
心
願
生
彼
国
雖
不
能
行
作
沙
門
大
修
功
徳
当

2　
　

発
無
上
菩
提
之
心
一
向
専
念
無
量
寿
仏
多
少
修

3　
　

善
奉
持
斎
戒
起
立
塔
像
飯
食
沙
門
懸
繒
燃
燈
散

4　
　

華
焼
香
以
此
廻
向
願
生
彼
国
其
人
臨
終
無
量
寿

5　
　

仏
化
現
其
身
光
明
相
好
具
如
真
仏
与
諸
大
衆
現

6　
　

其
人
前
即
随
化
仏
往
生
其
国
住
不
退
転
功
徳
智

7　
　

慧
次
如
上
輩
者
也

8　
　

仏
告
阿
難
其
下
輩
者
十
方
世
界
諸
天
人
民
其
有

1　
　

至
心
欲
生
彼
国
仮
使
不
能
作
諸
功
徳
当
発
無
上

2　
　

菩
提
之
心
一
向
専
意
乃
至
十
念
念
無
量
寿
仏
願

3　
　

生
其
国
若
聞
深
法
歓
喜
信
楽
不
生
疑
惑
乃
至
一

4　
　

念
念
於
彼
仏
以
至
誠
心
願
生
其
国
此
人
臨
終
夢

5　
　
　

見
彼
仏
亦
得
往
生
功
徳
智
慧
次
如
中
輩
者
也

6　
　
　

私
問
曰
上
輩
文
中
念
仏
之
外
亦
有
捨
家
棄
欲

7　
　
　

等
餘
行
中
輩
文
中
亦
有
起
立
塔
像
等
餘
行
下

8　
　
　

輩
文
中
亦
有
菩
提
心
等
餘
行
何
故
唯
云
念
仏

 

（
33
オ
）

33オ3「其」、宝本異字（从彳皮聲）に作る。
33オ5、宝本誤りて1格低書す。今改む。
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（
33
ウ
）

1　
　
　

往
生
乎
答
曰
善
導
和
尚
観
念
法
門
云
又
此
経

2　
　
　

下
巻
初
云
仏
説
一
切
衆
生
根
性
不
同
有
上
中

3　
　
　

下
随
其
根
性
仏
皆
勧
専
念
無
量
寿
仏
名
其
人

4　
　
　

命
欲
終
時
仏
与
聖
衆
自
来
迎
接
尽
得
往
生
□□

5　
　
　

依
此
釈
意
三
輩
共
云
念
仏
往
生
也
問
曰
此
釈

6　
　
　

未
遮
前
難
何
棄
餘
行
唯
云
念
仏
乎
答
曰
此
有

7　
　
　

三
意
一
為
廃
諸
行
帰
於
念
仏
而
説
諸
行
也
二

8　
　
　

為
助
成
念
仏
而
説
諸
行
三
約
念
仏
諸
行
二
門

1　
　
　

各
為
立
三
品
而
説
諸
行
一
為
廃
諸
行
帰
於
念

2　
　
　

仏
而
説
諸
行
者
准
云
善
導
観
経
疏
中
上
来
雖

3　
　
　

説
定
散
両
門
之
益
望
仏
本
願
意
在
衆
生
一
向

4　
　
　

専
称
弥
陀
仏
名
之
釈
意
且
解
之
者
上
輩
之
中

5　
　
　

雖
説
菩
提
心
等
餘
行
望
上
本
願
意
唯
在
衆
生

6　
　
　

専
称
弥
陀
名
而
本
願
中
更
無
餘
行
三
輩
共
依

7　
　
　

上
本
願
故
云
一
向
専
念
無
量
寿
仏
也
□
一
向

8　
　
　

者
□
対
二
向
三
向
等
之
言
也
例
如
彼
五
竺
有

 

（
34
オ
）

33ウ4「生」下、宝本夾注2字有り。龍本云く、「往生ヲエシム已上」と。宝本夾注是れなり。
33ウ8「行三」間、底本「也」字有り、宝本無し。今刪る。

34オ1「行一」間、底本「也」字有り、宝本無し。今刪る。
34オ6「名」、宝本異字（从人弗聲）に作る。
34オ7–同8「一向者」、宝本5字に作り、3字の上に1字（从口䇂聲）有り、下に1字（从大一）有り。龍
本云く、「一向トイフハソレ」と。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（47）82

 

（
34
ウ
）

1　
　
　

三
種
寺
一
者
一
向
大
乗
寺
此
寺
之
中
無
学
小

2　
　
　

乗
二
者
一
向
小
乗
寺
此
寺
之
中
無
学
大
乗
三

3　
　
　

者
大
小
兼
行
寺
此
寺
之
中
大
小
兼
学
故
云
兼

4　
　
　

行
寺
当
知
大
小
両
寺
有
一
向
言
兼
行
之
寺
無

5　
　
　

一
向
言
今
此
経
中
一
向
亦
然
若
念
仏
外
亦
加

6　
　
　

餘
行
即
非
一
向
若
准
寺
者
可
云
兼
行
既
云
一

7　
　
　

向
不
兼
餘
明
矣
既
先
雖
説
餘
行
後
云
一
向
専

8　
　
　

念
明
知
廃
諸
行
唯
用
念
仏
故
云
一
向
若
不
然

1　
　
　

者
一
向
之
言
最
以
叵
消
歟
二
為
助
成
念
仏
説

2　
　
　

此
諸
行
者
此
亦
有
二
意
一
以
同
類
善
根
助
成

3　
　
　

念
仏
二
以
異
類
善
根
助
成
念
仏
初
同
類
助
成

4　
　
　

者
善
導
和
尚
観
経
疏
中
挙
五
種
助
行
助
成
念

5　
　
　

仏
一
行
是
也
具
如
上
正
雑
二
行
之
中
説
□
□

6　
　
　

□
□
□
□
先
就
上
輩
而
論
正
助
者
一
向
専
念

7　
　
　

無
量
寿
仏
者
是
正
行
也
亦
是
所
助
也
捨
家
棄

8　
　
　

欲
而
作
沙
門
発
菩
提
心
等
者
是
助
行
也
亦
是

 

（
35
オ
）

34ウ8「然」、『大経釈』「爾」に作り、宝本も同じ。

35オ5「説」下、往本「次異類助成者」6字有り、宝本も同じ。
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（
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ウ
）

1　
　
　

能
助
也
謂
往
生
之
業
念
仏
為
本
故
為
一
向
修

2　
　
　

念
仏
捨
家
棄
欲
而
作
沙
門
又
発
菩
提
心
等
也

3　
　
　

就
中
出
家
発
心
等
者
且
指
初
出
及
以
初
発
念

4　
　
　

仏
是
□
□
長
時
不
退
之
行
寧
容
妨
碍
念
仏
也

5　
　
　

中
輩
之
中
亦
有
起
立
塔
像
懸
繒
燃
燈
散
華
焼

6　
　
　

香
等
諸
行
是
則
念
仏
助
成
也
其
旨
見
往
生
要

7　
　
　

集
謂
助
念
方
法
中
方
処
供
具
等
是
也
下
輩
之

8　
　
　

中
亦
有
発
心
亦
有
念
仏
助
正
之
義
准
前
可
知

1　
　
　

三
約
念
仏
諸
行
各
為
立
三
品
而
説
諸
行
者
先

2　
　
　

約
念
仏
立
三
品
者
謂
此
三
輩
中
通
皆
云
一
向

3　
　
　

専
念
無
量
寿
仏
是
則
約
念
仏
門
立
其
三
品
也

4　
　
　

故
往
生
要
集
念
仏
証
拠
門
云
双
巻
経
三
輩
之

5　
　
　

業
雖
有
浅
深
然
通
皆
云
一
向
専
念
無
量
寿
仏

6　
　
　

感同
師之

次
約
諸
行
門
立
三
品
者
謂
此
三
輩
中
通

7　
　
　

皆
有
菩
提
心
等
諸
行
是
則
約
諸
行
立
其
三
品

8　
　
　

也
故
往
生
要
集
諸
行
往
生
門
云
双
巻
経
三
輩

 

（
36
オ
）

35ウ4「是」下、龍本「一期」2字有り、宝本も同じ。

36オ4「巻」、山版「観」に作り、宝本も同じ。
36オ8「巻」、山版「観」に作り、宝本も同じ。



略
広
二
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前
七
章
考
異
稿

（49）80

 

（
36
ウ
）

1　
　
　

亦
不
出
此
已上

凡
如
此
三
義
雖
有
不
同
共
是
所

2　
　
　

以
為
一
向
念
仏
也
初
義
即
是
為
廃
立
而
説
謂

3　
　
　

諸
行
為
廃
而
説
念
仏
為
立
而
説
次
義
即
是
為

4　
　
　

助
正
而
説
謂
為
助
念
仏
之
正
業
而
説
諸
行
之

5　
　
　

助
業
後
義
即
是
為
傍
正
而
説
謂
雖
説
念
仏
諸

6　
　
　

行
二
門
以
念
仏
而
為
正
以
諸
行
而
為
傍
故
云

7　
　
　

三
輩
通
皆
念
仏
也
但
此
等
三
義
殿
最
難
知
請

8　
　
　

諸
学
者
取
捨
在
心
今
若
依
善
導
以
初
為
正
耳

1　
　
　

問
曰
三
輩
之
業
皆
云
念
仏
其
義
可
然
但
観
経

2　
　
　

九
品
与
寿
経
三
輩
本
是
開
合
異
也
若
爾
者
何

3　
　
　

寿
経
三
輩
之
中
皆
云
念
仏
至
観
経
九
品
上
中

4　
　
　

二
品
不
説
念
仏
至
下
品
始
説
念
仏
也
答
曰
此

5　
　
　

有
二
義
一
如
問
端
云
双
巻
三
輩
観
経
九
品
開

6　
　
　

合
異
者
以
此
応
知
九
品
之
中
皆
可
有
念
仏
云

7　
　
　

何
得
知
三
輩
之
中
皆
有
念
仏
九
品
之
中
盍
無

8　
　
　

念
仏
乎
故
往
生
要
集
云
問
念
仏
之
行
於
九
品

 

（
37
オ
）
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1　
　
　

中
是
何
品
摂
答
若
如
説
行
理
当
上
上
如
是
随

2　
　
　

其
勝
劣
応
分
九
品
然
経
所
説
九
品
行
業
是
示

3　
　
　

一
端
理
実
無
量
已上

故
知
念
仏
亦
可
通
九
品
二

4　
　
　

観
経
之
意
初
広
説
定
散
之
行
普
逗
衆
機
後
廃

5　
　
　

定
散
二
善
帰
念
仏
一
行
所
謂
汝
好
持
是
語
等

6　
　
　

之
文
是
也
其
義
如
下
具
述
故
知
九
品
之
行
唯

7　
　
　

在
念
仏
矣

8　
　
　

念
仏
利
益
之
文

1　
　

無
量
寿
経
下
云
仏
語
弥
勒
其
有
得
聞
彼
仏
名
号

2　
　

歓
喜
踊
躍
乃
至
一
念
当
知
此
人
為
得
大
利
則
是

3　
　

具
足
無
上
功
徳

4　
　

善
導
礼
讃
云
其
有
得
聞
彼
弥
陀
仏
名
号
歓
喜
至

5　
　

一
念
皆
当
得
生
彼

6　
　
　

私
問
曰
准
上
三
輩
文
念
仏
之
外
挙
菩
提
心
等

7　
　
　

功
徳
何
不
歎
彼
等
功
徳
唯
独
讃
念
仏
功
徳
乎

8　
　
　

答
曰
聖
意
難
測
定
有
深
意
且
依
善
導
一
意
而

 

（
38
オ
）

38オ2「則是」、宝本互倒す。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（51）78

 

（
38
ウ
）

1　
　
　

謂
之
者
原
夫
仏
意
正
直
雖
欲
説
唯
念
仏
之
行

2　
　
　

随
機
一
往
説
菩
提
心
等
諸
行
分
別
三
輩
浅
深

3　
　
　

不
同
然
今
於
諸
行
者
既
捨
而
不
歎
置
而
不
可

4　
　
　

論
者
也
唯
就
念
仏
一
行
既
選
而
讃
歎
思
而
容

5　
　
　

分
別
者
也
若
約
念
仏
分
別
三
輩
此
有
二
意
一

6　
　
　

随
観
念
浅
深
而
分
別
之
二
以
念
仏
多
少
而
分

7　
　
　

別
之
浅
深
者
如
上
所
引
若
如
説
行
理
当
上
上

8　
　
　

是
也
次
多
少
者
下
輩
文
中
既
有
十
念
乃
至
一

1　
　
　

念
数
上
中
両
輩
准
此
随
増
観
念
法
門
云
日
別

2　
　
　

念
仏
一
万
遍
亦
須
依
時
礼
讃
浄
土
荘
厳
大
須

3　
　
　

精
進
或
得
三
万
六
万
十
万
者
皆
是
上
品
上
生

4　
　
　

人
当
知
三
万
已
上
是
上
品
上
生
業
三
万
已
去

5　
　
　

上
品
已
下
業
既
随
念
数
多
少
分
別
品
位
是
明

6　
　
　

矣
今
此
言
一
念
者
是
指
上
念
仏
願
成
就
之
中

7　
　
　

所
言
一
念
与
下
輩
之
中
所
明
一
念
也
願
成
就

8　
　
　

文
中
雖
云
一
念
未
説
功
徳
大
利
又
下
輩
文
中

 

（
39
オ
）

39オ4–同5「去上」間、底本「是」字有り、宝本無し。今刪る。



早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
　
第
17
号
　

2 

0 

2 

5
年
3
月

（52）77

 

（
39
ウ
）

1　
　
　

雖
云
一
念
亦
不
説
功
徳
大
利
至
此
一
念
説
為

2　
　
　

大
利
歎
為
無
上
当
知
是
指
上
一
念
也
此
大
利

3　
　
　

者
是
対
小
利
之
言
也
然
則
以
菩
提
心
等
諸
行

4　
　
　

而
為
小
利
以
乃
至
一
念
而
為
大
利
也
又
無
上

5　
　
　

功
徳
者
是
対
有
上
之
言
也
以
餘
行
而
為
有
上

6　
　
　

以
念
仏
而
為
無
上
也
既
以
一
念
為
一
無
上
当

7　
　
　

以
十
念
為
十
無
上
又
以
百
念
為
百
無
上
又
以

8　
　
　

千
念
為
千
無
上
如
是
展
転
従
少
至
多
念
仏
恒

1　
　
　

沙
無
上
功
徳
復
応
恒
沙
如
是
応
知
然
者
諸
願

2　
　
　

求
往
生
之
人
何
廃
無
上
大
利
念
仏
強
修
有
上

3　
　
　

小
利
餘
行
乎

4　
　
　

末
法
万
年
後
餘
行
悉
滅
特
留
念
仏
之
文

5　
　

無
量
寿
経
下
巻
云
当
来
之
世
経
道
滅
尽
我
以
慈

6　
　

悲
哀
愍
特
留
此
経
止
住
百
歳
其
有
衆
生
値
此
経

7　
　

者
随
意
所
願
皆
可
得
度

8　
　
　

私
問
曰
経
唯
云
特
留
此
経
止
住
百
歳
全
不
云

 

（
40
オ
）

39ウ6–同7「当以」間、底本「知」字有り、宝本無し。今刪る。

40オ4「特」、宝本譌りて異字（从日寺聲）に作る。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（53）76

 

（
40
ウ
）

1　
　
　

特
留
念
仏
止
住
百
歳
然
今
何
云
特
留
念
仏
哉

2　
　
　

答
曰
此
経
所
詮
全
在
念
仏
其
旨
見
前
不
能
再

3　
　
　

出
善
導
懐
感
恵
心
等
意
亦
復
如
是
然
則
此
経

4　
　
　

止
住
者
即
念
仏
止
住
也
所
以
然
者
此
経
雖
有

5　
　
　

菩
提
心
之
言
未
説
菩
提
心
之
行
相
又
雖
有
持

6　
　
　

戒
之
言
未
説
持
戒
之
行
相
而
説
菩
提
心
行
相

7　
　
　

者
広
在
菩
提
心
経
等
彼
経
先
滅
菩
提
心
之
行

8　
　
　

何
因
修
之
又
説
持
戒
行
相
者
広
在
大
小
戒
律

1　
　
　

彼
戒
律
先
滅
持
戒
之
行
何
因
修
之
自
餘
諸
行

2　
　
　

准
之
応
知
故
善
導
和
尚
往
生
礼
讃
釈
此
文
云

3　
　
　

万
年
三
宝
滅
此
経
住
百
年
爾
時
聞
一
念
皆
当

4　
　
　

得
生
彼
又
釈
此
文
略
有
四
意
一
者
聖
道
浄
土

5　
　
　

二
教
住
滅
前
後
二
者
十
方
西
方
二
教
住
滅
前

6　
　
　

後
三
者
兜
率
西
方
二
教
住
滅
前
後
四
者
念
仏

7　
　
　

諸
行
二
行
住
滅
前
後
也
一
聖
道
浄
土
二
教
住

8　
　
　

滅
前
後
者
謂
聖
道
門
諸
経
先
滅
故
云
経
道
滅

 

（
41
オ
）



早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
　
第
17
号
　

2 

0 

2 

5
年
3
月

（54）75

 

（
41
ウ
）

1　
　
　

尽
浄
土
門
此
経
特
留
故
云
止
住
百
歳
也
当
知

2　
　
　

聖
道
機
縁
浅
薄
浄
土
機
縁
深
厚
也
二
十
方
西

3　
　
　

方
二
教
住
滅
前
後
者
謂
十
方
浄
土
往
生
諸
教

4　
　
　

先
滅
故
云
経
道
滅
尽
西
方
浄
土
往
生
此
経
特

5　
　
　

留
故
云
止
住
百
歳
也
当
知
十
方
浄
土
機
縁
浅

6　
　
　

薄
西
方
浄
土
機
縁
深
厚
也
三
兜
率
西
方
二
教

7　
　
　

住
滅
前
後
者
謂
上
生
心
地
等
上
生
兜
率
諸
教

8　
　
　

先
滅
故
云
経
道
滅
尽
往
生
西
方
此
経
特
留
故

1　
　
　

云
止
住
百
歳
也
当
知
兜
率
雖
近
縁
浅
極
楽
雖

2　
　
　

遠
縁
深
也
四
念
仏
諸
行
二
行
住
滅
前
後
者
諸

3　
　
　

行
往
生
諸
教
先
滅
故
云
経
道
滅
尽
念
仏
往
生

4　
　
　

此
経
特
留
故
云
止
住
百
歳
也
当
知
諸
行
往
生

5　
　
　

機
縁
最
浅
念
仏
往
生
機
縁
甚
深
也
加
之
諸
行

6　
　
　

往
生
縁
少
念
仏
往
生
縁
多
又
諸
行
往
生
近
局

7　
　
　

末
法
万
年
之
時
念
仏
往
生
遠
霑
法
滅
百
歳
之

8　
　
　

代
也
問
曰
既
云
我
以
慈
悲
哀
愍
特
留
此
経
止

 

（
42
オ
）



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（55）74

（
42
ウ
）

1　
　
　

住
百
歳
若
爾
者
釈
尊
以
慈
悲
而
留
経
教
何
経

2　
　
　

何
教
而
不
留
也
而
何
不
留
餘
経
唯
留
此
経
乎

3　
　
　

答
曰
縦
雖
留
何
経
別
指
一
経
者
亦
不
避
此
難

4　
　
　

但
特
留
此
経
有
其
深
意
歟
若
依
善
導
和
尚
意

5　
　
　

者
此
経
之
中
已
説
弥
陀
如
来
念
仏
往
生
本
願

6　
　
　

釈
迦
慈
悲
為
留
念
仏
殊
留
此
経
餘
経
之
中
未

7　
　
　

説
弥
陀
如
来
念
仏
往
生
本
願
故
釈
尊
慈
悲
以

8　
　
　

而
不
留
之
也
凡
四
十
八
願
皆
雖
本
願
殊
以
念

1　
　
　

仏
為
往
生
規
故
善
導
釈
云
弘
誓
多
門
四
十
八

2　
　
　

偏
標
念
仏
最
為
親
人
能
念
仏
仏
還
念
専
心
想

3　
　
　

仏
仏
知
人
已上

故
知
四
十
八
願
之
中
既
以
念
仏

4　
　
　

往
生
之
願
而
為
本
願
中
之
王
也
是
以
釈
迦
慈

5　
　
　

悲
特
以
此
経
止
住
百
歳
也
例
如
彼
観
無
量
寿

6　
　
　

経
中
不
付
属
定
散
之
行
唯
孤
付
属
念
仏
之
行

7　
　
　

是
即
順
彼
仏
願
之
故
付
属
念
仏
一
行
也
問
曰

8　
　
　

百
歳
之
間
可
留
念
仏
其
理
可
然
此
念
仏
行
唯

 

（
43
オ
）



早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
　
第
17
号
　

2 

0 

2 

5
年
3
月

（56）73

 

（
43
ウ
）

1　
　
　

為
被
彼
時
機
将
為
通
於
正
像
末
之
機
也
答
曰

2　
　
　

広
可
通
於
正
像
末
法
挙
後
勧
今
其
義
応
知

3　
　
　

弥
陀
光
明
不
照
餘
行
者
唯
摂
取
念
仏
行
者
之

4　
　
　

文

5　
　

観
無
量
寿
経
云
無
量
寿
仏
有
八
万
四
千
相
一
一

6　
　

相
各
有
八
万
四
千
随
形
好
一
一
好
復
有
八
万
四

7　
　

千
光
明
一
一
光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂

8　
　

取
不
捨
同
経
疏
云
従
無
量
寿
仏
下
至
摂
取
不
捨

1　
　

已
来
正
明
観
身
別
相
光
益
有
縁
即
有
其
五
一
明

2　
　

相
多
少
二
明
好
多
少
三
明
光
多
少
四
明
光
照
遠

3　
　

近
五
明
光
所
及
処
偏
蒙
摂
益
問
曰
備
修
衆
行
但

4　
　

能
廻
向
皆
得
往
生
何
以
仏
光
普
照
唯
摂
念
仏
者

5　
　

有
何
意
也
答
曰
此
有
三
義
一
明
親
縁
衆
生
起
行

6　
　

口
常
称
仏
仏
即
聞
之
身
常
礼
敬
仏
仏
即
見
之
心

7　
　

常
念
仏
仏
即
知
之
衆
生
憶
念
仏
者
仏
亦
憶
念
衆

8　
　

生
彼
此
三
業
不
相
捨
離
故
名
親
縁
也
二
明
近
縁

 

（
44
オ
）

43ウ1「末之」間、底本「法」字有り、宝本無し。今刪る。
43ウ8「捨同」間、底本改行有り、宝本無し。今刪る。



略
広
二
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
前
七
章
考
異
稿

（57）72

 

（
44
ウ
）

1　
　

衆
生
願
見
仏
仏
即
応
念
現
在
目
前
故
名
近
縁
也

2　
　

三
明
増
上
縁
衆
生
称
念
即
除
多
劫
罪
命
欲
終
時

3　
　

仏
与
聖
衆
自
来
迎
接
諸
邪
業
繋
無
能
碍
者
故
名

4　
　

増
上
縁
也
自
餘
衆
行
雖
名
是
善
若
比
念
仏
者
全

5　
　

非
比
校
也
是
故
諸
経
中
処
処
広
讃
念
仏
功
能
如

6　
　

無
量
寿
経
四
十
八
願
中
唯
明
専
念
弥
陀
名
号
得

7　
　

生
又
如
弥
陀
経
中
一
日
七
日
専
念
弥
陀
名
号
得

8　
　

生
又
十
方
恒
沙
諸
仏
証
誠
不
虚
也
又
此
経
定
散

1　
　

文
中
唯
標
専
念
名
号
得
生
此
例
非
一
也
広
顕
念

2　
　

仏
三
昧
竟

3　
　

観
念
法
門
云
又
如
前
身
相
等
光
一
一
遍
照
十
方

4　
　

世
界
但
有
専
念
阿
弥
陀
仏
衆
生
彼
仏
心
光
常
照

5　
　

是
人
摂
護
不
捨
総
不
論
照
摂
餘
雑
業
行
者

6　
　
　

私
問
曰
仏
光
明
唯
照
念
仏
者
不
照
餘
行
者
有

7　
　
　

何
意
乎
答
曰
解
有
二
義
一
者
親
縁
等
三
義
如

8　
　
　

文
二
者
本
願
義
謂
餘
行
非
本
願
故
不
照
摂
之

 

（
45
オ
）



早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
　
第
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号
　

2 

0 

2 

5
年
3
月

（58）71

 

（
45
ウ
）

1　
　
　

念
仏
是
本
願
故
照
摂
之
故
善
導
和
尚
六
時
礼

2　
　
　

讃
云
弥
陀
身
色
如
金
山
相
好
光
明
照
十
方
唯

3　
　
　

有
念
仏
蒙
光
接
当
知
本
願
最
為
強
已上

又
所
引

4　
　
　

文
中
言
自
餘
衆
善
雖
名
是
善
若
比
念
仏
者
全

5　
　
　

非
比
校
也
者
意
云
是
約
浄
土
門
諸
行
而
所
比

6　
　
　

論
也
念
仏
是
既
二
百
一
十
億
中
所
選
取
妙
行

7　
　
　

也
諸
行
是
既
二
百
一
十
億
中
所
選
捨
麁
行
也

8　
　
　

故
云
全
非
比
校
也
念
仏
是
本
願
行
諸
行
是
非

1　
　
　

本
願
故
云
全
非
比
校
也

2345678

 

（
46
オ
）

45ウ8「也念」間、底本「又」字有り、宝本無し。今刪る。

付記 　本稿は、科学研究費助成事業（基盤研究C、課題番号「22K00114」）による研究成果の一部
である。



三
宝
寺
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
広
本

（1）128

緒
言

　

院
政
後
期
に
浄
土
宗
を
立
て
た
法
然
房
源
空
（
長
承
二
年
﹇
1
1
3
3
﹈
〜
建
暦
二
年
﹇
1

 

2

 
1
 

 
2
﹈）
は
建
久
九
年
（
1
1
9
8
）、
九
条
兼
実
の
懇
請
に
応
じ
て
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

（
以
下
、『
選
択
集
』
と
略
す
）
を
撰
述
し
た
。
本
稿
で
は
、
学
界
未
知
の
古
写
本
で
あ
る
三
宝

寺
旧
蔵
『
選
択
集
』（
以
下
、「
三
宝
寺
本
」
と
称
す
）
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
利
用

し
て
広
本
（
後
述
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
一
項
　
三
宝
寺
本
略
解
題

　

三
宝
寺
本
は
、
付
属
品
の
値
札
に
よ
れ
ば
、
東
京
神
田
末
広
町
の
集
古
書
房
が
古
書
籍
展

覧
会
に
二
円
五
十
銭
で
出
品
し
、
徳
富
蘇
峰
が
購
入
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
裏
表
紙
見
返
し

に
、
大
正
五
年
（
1
9
1
6
）
十
月
廿
五
日
付
の
鉛
筆
書
き
と
同
月
廿
七
日
付
の
蘇
峰
識
語

が
あ
る
。
恐
ら
く
蘇
峰
は
、
廿
五
日
に
入
手
し
て
そ
の
成
簣
堂
文
庫
に
収
蔵
し
、
二
日
後
の

廿
七
日
に
識
語
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
本
を
、
昭
和
七
年
（
1
9
3
2
）
の
蘇
峰
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
刊
行
会
編
（
長
沢
規
矩
也
・

川
瀬
一
馬
解
題
）『
成
簣
堂
善
本
書
目
』（
民
友
社
。
以
下
、『
旧
書
目
』
と
称
す
）
と
四
十
二
年
の
『
国

書
総
目
録
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
）、
そ
し
て
平
成
四
年
（
1
9
9
2
）
の
川
瀬
一
馬
編
『
新
修

成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
』（
石
川
文
化
事
業
財
団
お
茶
の
水
図
書
館
。
以
下
、『
新
書
目
』
と
称
す
）
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
如
く
著
録
し
て
い
る
。
な
お
『
国
書
総
目
録
』
の
所
謂
「
茶
図
」
は
、
蘇
峰

か
ら
成
簣
堂
文
庫
を
一
括
購
入
し
た
石
川
武
美
の
創
設
し
た
、
お
茶
の
水
図
書
館
（
現
在
の

石
川
武
美
記
念
図
書
館
）
の
略
称
で
あ
る
。

選
択
本
願
念
仏
集　

二
巻　

釈
源
空
撰　

一
冊

室
町
初
期
写
本
。
八
行
十
八
字
両
面
書
写
。「
金
映
山
三
宝
寺
」
印
記
あ
り
。

 

（『
旧
書
目
』、
一
〇
九
頁
）

選
択
本
願
念
仏
集　
〔
…
〕
茶
図
成
簣

　
　

（
室
町
初
期
写
二
巻
一
冊
）

 

（『
国
書
総
目
録
』、
二
一
七
頁
）

選
択
本
願
念
仏
集　

二
巻　

一
冊

室
町
末
期
写
。
美
濃
小
本
。
毎
半
葉
八
行
付
訓
書
写
。
巻
首
に
「
金
映
山
三
宝
寺
」
黒

印
記
あ
り
。
褐
色
古
表
紙
補
添
。
巻
末
に
蘇
峰
手
識
あ
り
。
三
宝
寺
は
京
都
花
園
村
鳴

滝
、
正
保
年
中
日
護
上
人
開
基
、
上
人
造
仏
像
有
名
の
由
を
記
る
す
。

 

（『
新
書
目
』、
三
〇
八
頁
）

三
宝
寺
本
は
こ
れ
ら
三
書
目
以
外
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
ら
し
く１
、
学
界
未
知
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
初
期
に
成
立
し
て
草
稿
本
で
あ
る
廬
山
寺
本
な
ど
も
現
存
し
て
い
る
『
選
択
集
』
の

伝
本
と
し
て
、
室
町
時
代
書
写
の
三
宝
寺
本
は
最
古
級
で
な
い
が
、
黙
過
さ
れ
る
べ
き
ほ
ど

に
新
し
い
も
の
で
な
い
。
殊
に
写
本
と
し
て
は
、
廬
山
寺
本
と
往
生
院
本
、
禿
庵
文
庫
本
に

次
い
で
古
い
。
こ
れ
ま
で
三
宝
寺
本
が
全
く
注
目
さ
れ
ず
に
き
た
理
由
と
し
て
は
、
同
本
を

現
蔵
す
る
成
簣
堂
文
庫
が
浄
土
学
研
究
者
に
よ
っ
て
殆
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
同

本
が
浄
土
宗
や
真
宗
で
な
く
日
蓮
宗
の
寺
院
に
襲
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

三
書
目
の
解
題
と
幾
ら
か
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
稿
者
が
実
見
調
査
に
よ
っ
て

得
た
三
宝
寺
本
の
書
誌
な
ど
を
整
理
す
れ
ば
次
の
如
し
。

一
、
蔵
者
…
金
映
山
三
宝
寺
旧
蔵
、
石
川
武
美
記
念
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
現
蔵
。

一
、
員
数
…
一
巻
一
冊
（
本
末
合
冊
）。

一
、
法
量
…
天
地
二
四
・
〇
糎
、
左
右
一
七
・
〇
糎
。

三
宝
寺
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
広
本

森　
　
　

新
之
介
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一 
、
装
幀
…
四
針
眼
線
装
。
た
だ
し
、
片
面
書
写
袋
綴
で
な
く
両
面
書
写
。
褐
色
の
古
く
細

い
綴
じ
糸
は
断
裂
し
て
お
り
、
白
色
の
新
し
く
や
や
太
い
綴
じ
糸
で
補
綴
さ
れ
て
い
る
。

一 
、
表
紙
…
表
裏
と
も
に
褐
色
古
表
紙
。
表
表
紙
の
右
上
に
楷
体
墨
書
「
縁
」
あ
り
、
中
央

に
草
体
朱
書
「
尊
」
あ
り
、
こ
れ
ら
二
字
は
江
戸
時
代
の
も
の
か
。
楷
体
墨
書
「
縁
」
の

右
上
に
細
く
微
か
に
墨
書
一
字
あ
り
、
判
読
困
難
な
が
ら
や
は
り
「
縁
」
ら
し
く
見
え
、

こ
れ
は
よ
り
古
い
も
の
か
。
裏
表
紙
の
右
下
に
天
地
逆
転
し
た
墨
書
「
決
疑
抄
直
牒
」
が

微
か
に
見
え
る
。『
決
疑
鈔
直
牒
』
を
解
体
し
、
表
紙
の
表
裏
と
天
地
を
逆
転
さ
せ
て
再

利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
裏
表
紙
の
中
央
に
も
朱
書
一
字
あ
り
、
こ
れ
を
天
地
逆
転
さ
せ

た
も
の
が
表
表
紙
の
草
体
朱
書
「
尊
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
朱
色
が
薄
れ
て
お
り
判
読

困
難
。

一
、
紙
数
…
九
十
八
丁
（
本
四
十
六
丁
、
末
五
十
二
丁
）、
丁
付
な
し
。

一 

、
題
号
…
外
題
な
し
。
首
題
「
選
択
本
願
念
仏
集
本
」（
一
オ
）、
同
「
選
択
本
願
念
仏
集
末
」

（
四
七
オ
）、
尾
題
「
選
択
本
願
念
仏
集
」（
九
八
オ
）、
小
口
題
「
浄
土
選
択
集
上
下
」
あ
り
。

一 

、
本
文
…
無
辺
無
界
。
半
丁
八
行
、
一
行
十
八
字
（
稀
に
十
七
字
や
十
九
字
、
廿
字
の
行
あ
り
）。

本
文
す
べ
て
一
筆
。
墨
筆
の
付
訓
や
訓
点
も
ま
た
多
く
書
写
者
に
よ
る
も
の
、
僅
か
に
あ

る
朱
点
も
同
じ
か
。
た
だ
し
、
や
や
太
く
荒
い
異
筆
の
書
き
入
れ
も
僅
か
に
あ
り
。

一
、
状
態
…
完
存
。
虫
損
あ
る
も
、
判
別
不
能
の
文
字
な
し
。

一 

、
印
記
…
双
郭
竪
二
行
陰
陽
刻
朱
印
記
「
徳
富
氏
珎
蔵
記
」（
一
オ
右
下
。『
新
書
目
』
天
然

色
口
絵
一
頁
所
載
『
秘
府
略
』
巻
第
八
百
六
十
四
巻
首
書
影
参
照
）、
双
郭
竪
二
行
陽
刻
墨
印
記
「
金

映
山
弎
寶
寺
」（
一
オ
右
下
、
四
七
オ
右
下
）
あ
り
。

一
、
奥
書
…
な
し
。

一 

、
識
語
…
裏
表
紙
見
返
し
に
、
旧
蔵
者
の
蘇
峰
に
よ
る
大
正
五
年
（
1
9
1
6
）
十
月
廿

七
日
付
の
も
の
あ
り
。『
新
書
目
』
の
言
う
如
く
、
三
宝
寺
の
所
在
が
京
都
鳴
滝
で
あ
る

こ
と
や
、
同
寺
開
山
の
日
護
が
造
像
で
著
名
で
あ
る
こ
と
を
書
き
記
す
。

な
お
三
宝
寺
本
は
、
印
記
が
第
一
丁
表
の
首
題
「
選
択
本
願
念
仏
集
本
」
の
下
だ
け
で
な
く
、

第
四
十
七
丁
表
の
首
題
「
選
択
本
願
念
仏
集
末
」
の
下
に
も
捺
さ
れ
て
い
る
。
表
表
紙
見
返

し
と
第
一
丁
、
そ
し
て
第
四
十
六
丁
と
第
四
十
七
丁
で
は
虫
損
の
位
置
が
大
き
く
異
な
り
、

第
一
丁
は
地
の
喉
に
や
や
角
潰
れ
が
あ
る
が
表
表
紙
見
返
し
は
地
の
喉
に
そ
れ
が
な
い
。
し

か
も
喉
の
余
白
が
非
常
に
狭
く
、
第
七
十
八
丁
表
第
一
行
右
傍
の
小
書
一
字
な
ど
は
読
み
難

く
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
原
態
は
粘
葉
装
二
帖
本
で
あ
り
、
寛
永
六
年
（
1
6
2
9
）
建
立

の
三
宝
寺２
へ
の
移
蔵
後
に
二
帖
そ
れ
ぞ
れ
に
捺
印
さ
れ
、
後
に
線
装
一
冊
本
に
改
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う３
。

第
二
項
　
三
宝
寺
本
の
員
数

　

前
項
所
掲
の
三
書
目
は
す
べ
て
三
宝
寺
本
を
二
巻
一
冊
と
し
て
い
る
。「
選
択
本
願
念
仏

集
本
」（
一
オ
）
と
「
選
択
本
願
念
仏
集
末
」（
四
七
オ
）
と
い
う
二
つ
の
首
題
が
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
が
、
同
本
を
本
末
二
巻
と
数
え
る
こ
と
は
誤
り
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

　

源
空
死
没
前
々
月
の
建
暦
元
年
（
1
2
1
1
）
十
一
月
付
で
弟
子
の
平
基
親
が
作
っ
た
「
新

雕
選
択
本
願
念
仏
集
序
」（
法
然
院
蔵
『
選
択
集
』
延
応
版
表
表
紙
見
返
し
所
載
）
は
、「
空
上
人
有w

一
軸

0

0

文
集
之
書a

号w

「
選
択
本
願
念
仏
集
」q

」
と
し
て
お
り
、
当
時
の
『
選
択
集
』
が
一

巻
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
嘉
禎
三
年
（
1
2
3
7
）
成
立
の
正
信
房
湛
空
『
四
巻
伝
』

こ
と
『
伝
法
絵
流
通
』
巻
第
二
も
、
画
中
詞
で
「
権
律
師
隆
寛

　
　

小
松
殿
ニ
参
向
の
時
、
上
人
御

堂
の
後
戸
ニ
出
対
給
て
、
一
巻

0

0

の
書
を
持
て
隆
律
師
の
胸
間
ニ
指
入
。
依w

月
輪
殿
之
仰q

所p 

撰
『
撰
択
集
』
也
」（
五
二
頁
）
と
す
る
。
以
後
も
、
日
蓮
『
守
護
国
家
論
』（
正
嘉
三
年
﹇
1

 

2

 
5
 

 
9
﹈
成
立
か
）
に
「
中
昔
有w

邪
智
上
人a

為w

末
代
愚
人q

破w

一
切
宗
義a

造w

『
選
択
集
』

一
巻

0

0q

」（
八
九
頁
）
と
あ
り
、
浄
土
宗
九
品
寺
流
祖
の
覚
明
房
長
西
『
浄
土
依
憑
経
論
章
疏

目
録
』
集
義
録
第
四
（
嘉
禄
元
年
﹇
1
2
2
5
﹈
〜
文
永
三
年
﹇
6 

6
﹈
成
立
）
に
「『
選
択
念
仏
集
』

一
巻

0

0　

同
〔「
黒
谷
上
人
」
…
引
用
者
註
〕」（
二
一
オ
）
と
あ
る
な
ど
、
概
ね
鎌
倉
時
代
に
お
い

て
『
選
択
集
』
は
一
巻
と
数
え
ら
れ
て
い
た４
。

　

し
か
し
、
鎌
倉
末
期
に
西
山
流
本
山
派
祖
の
康
空
示
導
が
流
祖
の
善
恵
房
証
空
に
仮
託
し

て
偽
作
し
た
ら
し
い
『
選
択
密
要
決５
』
巻
第
五
「
静
以
善
導
観
経
疏
者
已
下
事
」
は
、
源
信

『
往
生
要
集
』
と
源
空
『
選
択
集
』
に
つ
い
て
「『
往
生
要
集
』
三
巻
、
各
分w

本
末q

六
帖
。

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
一
巻

0

0

、
分0w

本
末

0

0q

二
巻

0

0

。
已
上
八
巻
、
是
云w

「
浄
土
本
疏
」q

」（
一

七
オ
）
と
し
て
お
り
、
当
時
『
選
択
集
』
一
巻
は
本
末
に
分
け
て
二
巻
と
数
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
の
康
永
三
年
（
1
3
4
4
）、
日
蓮
宗
の
浄
行
院
日
祐
『
本

尊
聖
教
録
』
第
十
七
箱
「
大
徳
要
文
等
」
は
「『
選
択
』
上
下
二
〻
〔「
帖
」
…
引
用
者
註
〕」

と
著
録
し
た
。
た
だ
し
、
十
八
年
後
の
康
安
二
年
（
1
3
6
2
）、
大
谷
流
の
存
覚
光
玄
『
浄

典
目
録
』
は
「『
選
択
集
』
一
巻

0

0

〈
本
末
二
帖

0

0

0

0

〉　

黒
谷
先
徳
御
作
源
空
上
人

　
　
　
　

」
と
著
録
し
て
お
り
、

『
選
択
集
』
は
本
末
に
分
帖
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
巻
だ
と
理
解
し
て
い
た
ら
し
い
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
白
旗
流
の
酉
誉
聖
聡
『
浄
土
三
国
仏
祖
伝
集
』
巻
下
（
応
永
廿
三
年
﹇
1

 

4

 
1
 



三
宝
寺
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
広
本
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6
﹈
成
立
）
は
「
第
五
祖
本
朝
浄
土
宗
元
祖
法
然
上
人
者
、〔
…
〕
製-w

作
〔
…
〕『
選
択
集
』
二0

巻0

〔
…
〕q

」（
三
二
八
頁
）
と
し
て
お
り
、
当
時
は
二
巻
説
が
主
流
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
聖
聡
の
説
を
弟
子
の
了
暁
慶
善
が
記
し
た
ら
し
い
『
直
牒
見
聞
』

巻
上
に
次
の
或
問
が
見
え
る
。

問
、「『
選
択
』
ト
者
、
本
一
巻

0

0

ノ
文
歟
、
又
上
人
ヨ
リ

　
　

本
末
二
巻

0

0

0

0

ニ
分
ル
文
歟
」。
答
、
本
ト

一
巻

0

0

也
。
開w
印
判q

時
、
後
ニ
部
巻
多
キ
故
ニ
為w

調
巻a

発w

刑形
カ

木q

次
ニ
分p

之
ヲ
也
。

 

（
一
オ
）

『
選
択
集
』
は
本
来
一
巻
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を
開
版
す
る
時
、
紙
数
が
多
く
な
る
た
め
版
木

を
起
こ
し
た
後
で
二
分
さ
れ
た
、
と
。

　

最
初
の
刊
本
で
あ
る
建
暦
二
年
（
1
2
1
2
）
版
は
亡
佚
し
て
お
り
、
こ
れ
が
一
帖
本
で

あ
っ
た
か
二
帖
本
で
あ
っ
た
か
は
知
り
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
廿
五
年
後
に
開
版
さ
れ
た

延
応
元
年
（
1
2
3
7
）
版
は
現
存
し
て
お
り
、
粘
葉
装
二
帖
本
で
あ
る
。『
直
牒
見
聞
』
の

言
う
如
く
、
建
暦
版
か
延
応
版
に
よ
っ
て
分
帖
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

延
応
版
は
毎
半
丁
六
行
十
七
字
詰
め
で
あ
り
、
十
六
章
の
前
八
章
を
収
め
る
本
帖
は
第
七

十
八
丁
裏
の
第
六
行
で
終
わ
っ
て
お
り
、
空
行
が
な
い
。
そ
し
て
後
八
章
を
収
め
る
末
帖
は
、

首
題
な
ど
な
く
第
九
章
の
章
題
「
念
仏
行
者
可p

行-w

用
四
修
法q
之
文
」
を
第
一
丁
表
の
第

一
行
と
し
て
始
ま
る
。
想
像
す
る
に
、
当
初
は
前
後
八
章
ず
つ
で
二
分
し
な
い
十
六
章
一
帖

本
と
し
て
雕
版
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
一
帖
本
と
し
て
装
幀
す
れ
ば
紙
数
が
余
り
に
多
く
な
っ

て
し
ま
い
不
便
だ
と
考
え
、
図
ら
ず
も
第
八
章
が
第
七
十
八
丁
裏
の
末
行
で
終
わ
り
次
章
が

次
丁
表
の
初
行
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
幸
い
と
し
、『
直
牒
見
聞
』
の
言
う
如
く
前
後

八
章
ず
つ
の
二
帖
本
と
し
て
装
幀
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
本
末
二
帖
本
の
普
及
に
よ
り
、『
選
択
集
』
は
一
巻
で
な
く
本
末
二
巻
だ
と

い
う
誤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
三
宝
寺
本
も
ま
た
、
二
巻
一
冊
で
な
く
一
巻

一
冊
と
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
項
　
三
宝
寺
本
と
広
本

　

本
稿
で
三
宝
寺
本
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
最
大
の
理
由
は
、
こ
れ
が
学
界
未
知
の
古
写

本
だ
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
亡
佚
し
た
と
さ
れ
て
き
た
広
本
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

源
空
没
後
廿
四
年
の
嘉
禎
二
年
（
1
2
3
6
）、
遺
弟
の
勢
観
房
源
智
は
『
選
択
要
決６
』
第

十
決
で
、
当
時
存
在
し
て
い
た
『
選
択
集
』
の
広
略
二
本
に
つ
い
て
こ
う
説
明
し
た
。

問
、「
於w

流
布
本a

有w

広
略
異z

其
相
違
有w

何
故q

」。
答
、
略
者
、
即
是
高
覧
本
也
。

然
執
筆
弟
子
為w

初
心
学
者a

後
加w

名
目z

問
、「
就w

異
本a

其
意
別
耶
」。
答
、
雖p 

無w

幾
別a

非p

無w

少
異z

所
詮
不p

可p

如w

高
覧
本z

 

（
一
五
オ
）

略
本
は
兼
実
の
高
覧
に
供
し
た
も
の
で
、
広
本
は
執
筆
の
弟
子
が
初
心
学
者
の
た
め
に
名
目

を
加
え
た
も
の
だ
。
二
本
は
大
同
小
異
だ
が
、
高
覧
本
こ
そ
が
善
本
だ
、
と
。

　

広
本
は
鎌
倉
時
代
に
広
く
流
布
し
た
ら
し
く
、
鎮
西
流
の
然
阿
良
忠
な
ど
も
引
用
し
て
い

る
。
し
か
し
徐
々
に
読
ま
れ
な
く
な
っ
て
い
き
、
何
時
か
ら
か
亡
佚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
江
戸
中
期
の
元
禄
九
年
（
1
6
9
6
）、
同
流
の
良
照
義
山
は
開
版
し
た
『
選

択
集
』
の
刊
記
で
同
書
に
つ
い
て
稿
刪
正
広
の
四
本
説
を
唱
え
、
そ
の
「
第
四
広
本
」
に
つ

い
て
「
不p

行w

于
世q

」
と
し
た
。
ま
た
江
戸
後
期
の
寛
政
二
年
（
1
7
9
0
）、
真
宗
江
州

大
津
西
栄
寺
の
惟
謙
致
敬
が
開
版
し
た
『
選
択
集
』
の
付
録
「
異
本
目
次
」
も
、「
広
本
」

に
つ
い
て
「
不p

伝
」（
原
割
註
）
と
し
て
い
た
。

　

広
本
研
究
の
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
大
正
二
年
（
1
9
1
3
）
の
鷲
尾
教
導
「
選
択
集
広

本
に
就
て
」（『
六
条
学
報
』
一
三
六
）
に
よ
る
覚
善
本
（
龍
谷
大
学
図
書
館
現
蔵
、
請
求
記
号
「
二
一

‐
一
五
四
‐
四
」、
通
称
「
存
覚
相
伝
本
」「
存
覚
本
」）
の
紹
介
で
あ
る
。
同
本
は
延
文
元
年
（
1

 

 

 

3

 
 
 
5
   

 
6
）
に
存
覚
か
ら
相
伝
し
た
と
の
覚
善
識
語７
が
あ
る
延
べ
書
き
本
で
、
原
六
帖
だ
っ
た
に
違

い
な
い
が
本
上
中
下
と
末
上
の
四
帖
の
み
が
残
存
す
る
零
本
で
あ
る
。
そ
の
和
訳
さ
れ
た
本

文
は
流
布
本
と
異
な
り
広
本
佚
文
と
符
合
す
る
た
め
、
広
本
の
延
べ
書
き
本
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
覚
善
本
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、

前
四
帖
前
九
章
の
み
が
残
存
し
後
二
帖
後
七
章
が
残
欠
し
て
い
る
。
第
二
に
、
漢
文
が
和
文

に
延
べ
書
き
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
親
鸞
流
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
に
、「
観

経
疏
」
を
「
観
経
義
」
に
作
り
、「
現
在
世
成
仏
」
の
「
世
」
を
脱
す
る
な
ど
、
一
部
の
語

彙
が
親
鸞
流
に
改
変
さ
れ
て
い
る８
。
そ
の
た
め
、
覚
善
本
に
よ
っ
て
広
本
の
旧
貌
を
復
元
す

る
こ
と
は
難
し
く
、
紹
介
者
の
鷲
尾
も
同
稿
で
「『
広
本
』
の
真
を
伝
へ
る
に
多
少
の
遺
憾

は
あ
る
」（
三
四
頁
）
と
惜
し
ん
で
い
た
。

　

覚
善
本
の
紹
介
後
も
、
広
本
研
究
は
さ
ほ
ど
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
同
本
が
閲
覧
困
難

だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
零
本
で
あ
り
悪
本
で
あ
り
、
し
か
も
和
訳
さ
れ
て
い
る
た
め
広
本
そ

の
も
の
と
称
し
難
い
、
と
い
う
史
料
の
制
約
が
依
然
と
し
て
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

紹
介
か
ら
九
年
後
の
大
正
十
一
年
、
藤
堂
祐
範
は
「
広
本
は
早
く
其
伝
を
失
ひ
、
後
世
之
を
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見
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
至
れ
り９
」
と
述
べ
、
近
く
は
平
成
廿
三
年
（
2
0
1
1
）、
安
達
俊
英

が
「「
広
本
」
そ
の
も
の
は
現
存
し
な
いＡ
」
と
解
説
し
て
い
た
。

　

稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
平
成
廿
七
年
の
論
文
で
広
本
に
論
及
し
て
以
来
、
広
本
へ
の
関
心
を

維
持
し
て
き
た
。
ま
た
数
年
来
、
春
本
龍
彬
や
井
上
慶
淳
、
下
端
啓
介
が
広
本
な
ど
に
つ
い

て
研
究
し
、
論
文
を
発
表
し
て
い
るＢ
。
た
だ
し
、
一
昨
年
に
井
上
が
「
現
存
唯
一
の
広
本
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、〔
…
〕
存
覚
本
で
あ
る
。〔
…
〕
こ
の
ほ
か
に
は
広
本
と
考
え
ら
れ

0

0

0

0

0

0

0

る
写
刊
本
が
現
存
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」Ｃ
と
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
直
近
の
研
究
で
も
広
本
は
亡
佚
し

た
と
さ
れ
て
き
た
た
め
実
見
で
き
ず
、
稿
者
た
ち
は
不
十
分
な
佚
文
な
ど
に
依
拠
す
る
し
か

な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
三
宝
寺
本
は
、
亡
佚
し
た
と
久
し
く
考
え
ら
れ
て
き
た
広
本
の
足
本
で

あ
る
。
そ
の
本
文
が
、
後
述
の
例
外
を
除
い
て
広
本
の
佚
文
と
一
致
す
る
た
め
、
そ
う
断
言

で
き
る
。

　

な
お
、
三
宝
寺
本
に
は
僅
か
な
が
ら
異
文
註
記
が
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
貴
重
で
あ
る
。
例

え
ば
、
略
本
が
「
准p

上0

思p

之0

」（
延
応
版
本
帖
五
オ
）
に
作
る
第
一
章
私
釈
の
四
字
に
つ
い
て
、

一
方
で
良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
巻
第
一
「
私
云
窃
計
等
事
」（
建
長
六
年
﹇
1
2
5
4
﹈
〜

弘
安
十
年
﹇
8 

7
﹈
成
立
。
以
下
、『
決
疑
鈔
』
と
略
す
）
は
「
広
本
云
、「
准p

大0

思p

之0

」」（
三
七
オ
）

と
し
、
他
方
で
西
山
流
深
草
派
の
善
偉
堯
恵
『
選
択
私
集
鈔
』
巻
第
一
「
次
小
乗
者
摠
是
経

律
論
等
事
」（
至
徳
四
年
﹇
1
3
8
7
﹈
前
後
成
立
。以
下
、『
私
集
鈔
』
と
略
す
）
は
「
広
本
云
、「
准p

大0

思p

小0

」
云　

　

云
」（
二
〇
ウ
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
広
本
佚
文
四
字
は
、
同
じ
く

第
二
字
を
「
大
」
に
作
る
も
の
の
、
第
四
字
を
「
之
」
に
作
る
か
「
小
」
に
作
る
か
で
異
な
っ

て
い
る
。
三
宝
寺
本
で
の
当
該
四
字
（
三
ウ
〜
四
オ
）
は
『
私
集
鈔
』
所
引
佚
文
と
一
致
し
、

そ
の
第
四
字
の
右
傍
に
異
文
註
記
二
字
が
小
書
さ
れ
て
お
り
、『
決
疑
鈔
』
所
引
佚
文
と
一

致
す
る
異
本
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
異
文
註
記
は
三
宝
寺
本
の
書
写
者
が
異
本
を
実
見
し

て
施
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
親
本
に
施
さ
れ
て
い
た
も
の
を
転
写
し
た
だ
け
な
の
か
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
何
れ
に
せ
よ
広
本
の
伝
本
に
も
複
数
の
系
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
ら
れ

る
。

第
四
項
　
伝
正
中
版
と
広
本

　

三
宝
寺
本
に
は
奥
書
が
な
く
、
親
本
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
親
本

は
、
五
島
美
術
館
大
東
急
記
念
文
庫
に
末
帖
の
み
が
現
蔵
さ
れ
る
零
本
の
伝
正
中
版
（
函
架

番
号
「
二
五
‐
六
一
‐
一
〇
八
一
」）
か
、
同
版
に
極
め
て
近
い
本
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
三

宝
寺
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
項
で
考
証
す
る
こ
と
と
し
、
本
項
で
は
伝
正
中
版
と
そ
の

広
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

　

伝
正
中
版
は
無
刊
記
本
で
あ
り
、末
帖
の
裏
表
紙
見
返
し
に
見
え
る
次
の
正
中
二
年
（
1

 
 
 
3
 

2
 5
）
刊
記
は
後
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

正
中
二
年
十
月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

比
丘
了
延　

刻

大
正
十
一
年
（
1
9
2
2
）
に
同
本
を
紹
介
し
た
藤
堂
は
、「
此
の
刊
記
は
本
文
の
書
体
の
如

く
優
秀
な
ら
ず
、
又
墨
色
粗
悪
な
り
」
と
し
、
ま
た
金
勝
山
浄
厳
院
蔵
の
古
刊
本
『
阿
弥
陀

経
』
に
も
同
一
の
後
補
刊
記
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
考
ふ
る
に
、
比
丘
了
延
は
「
正

中
二
年
十
月　

日
比
丘
了
延　

刻
」
の
印
判
を
所
持
し
居
り
て
、
在
来
の
諸
本
に
捺
印
せ
し

も
の
と
想
像
せ
ら
る
、〔
…
〕
然
ら
ば
此
の
版
本
は
正
中
二
年
以
前
の
出
版
と
見
る
べ
き
な

り
」
と
述
べ
たＤ
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
伝
正
中
版
」
と
称
す
る
。

　

そ
し
て
藤
堂
は
、
斯
く
も
述
べ
た
。

此
の
版
は
各
種
の
版
本
中
最
も
特
徴
を
備
へ
た
る
も
の
に
し
て
、
他
本
に
は
下
冊
に
首

題
な
き
に
、
此
の
本
に
は
之
を
置
き
。
又
他
本
は
第
九
四
修
章
よ
り
下
冊
と
せ
る
に
此

の
本
の
み
は
第
八
三
心
章
よ
り
下
冊
と
せ
り
。
又
他
本
は
皆
普
通
の
写
経
と
同
様
一
行

十
七
字
詰
な
る
に
、
此
の
本
に
限
り
十
八
字
詰
と
な
れ
り
。
又
〔
…
〕
異
点
頗
る
多
し
。

〔
…
〕
又
斯
版
の
特
徴
と
し
て
三
心
章
よ
り
を
末
と
し
て
分
冊
せ
る
こ
と
は
、
他
版
に

見
ざ
る
処
に
し
て
、
唯
だ
龍
谷
大
学
所
蔵
の
延
書
広
本

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
覚
善
本
…
引
用
者
註
〕
独
り
こ

0

0

0

の
特
徴
あ
り

0

0

0

0

0

。
大
に
研
究
の
価
値
あ
る
も
の
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。Ｅ

後
に
仏
教
大
学
総
合
研
究
所
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」
研
究
班
が
伝
正
中
版
を
影
印

す
る
と
、
そ
の
解
題
で
兼
岩
和
広
も
同
版
と
広
本
の
関
係
に
つ
い
て
斯
く
述
べ
た
。

正
中
年
間
の
刊
記
を
記
す
『
選
択
集
』
は
「
第
八
三
心
章
」
よ
り
後
を
末
巻
と
し
て
印

行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
第
八
章
」
よ
り
後
を
末
巻
と
す
る
形
態
を
持
つ
も
の
は

他
に
仮
名
書
き
写
本
『
選
択
集
』（
龍
谷
大
学
蔵
、
存
覚
相
伝
本
）
が
現
存
し
て
い
る
が
、

こ
の
写
本
は
「
広
本
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
に
そ
の
本
文
中
に
は

他
本
に
見
ら
れ
な
い
多
く
の
補
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
こ
の
正
中
版

0

0

0

の
前
半
部
分

0

0

0

0

0

（
本
巻
）
に
は
現
存

0

0

0

0

「
広
本

0

0

」
の
如
き
の
文
章
の
増
補
が
見
ら
れ
た
可
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
所
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。〔
…
〕
こ
の
正
中
版
の
研
究
次
第
で
は
『
選
択
集
』
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本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
広
本
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研
究
史
上
、
全
く
新
た
な
見
解
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
大
い
に
研
究

0

0

0

0

0

の
価
値
の
あ
る
重
要
資
料
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。Ｆ

こ
れ
ら
藤
堂
と
兼
岩
の
提
言
以
後
も
、
伝
正
中
版
と
広
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
注

意
さ
れ
ず
に
き
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
伝
正
中
版
に
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
（
以
下
、「
二
経

前
後
論
」
と
略
す
）
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

二
経
前
後
論
と
は
、
草
稿
本
の
廬
山
寺
本
『
選
択
集
』
第
十
二
章
の
私
釈
で
展
開
さ
れ
た
、

釈
迦
が
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
の
二
経
を
説
示
し
た
順
序
に
つ
い
て
の
議
論
で

あ
る
。
廬
山
寺
本
で
こ
の
五
百
数
十
字
は
罫
で
囲
ま
れ
見
せ
消
ち
さ
れ
て
お
り
、
延
応
版
や

往
生
院
本
な
ど
の
略
本
諸
本
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
良
忠
『
浄
土
宗
要
集
』
巻
第
五

第
廿
三
「
三
経
説
時
前
後
如
何
」（
弘
安
五
年
﹇
1
2
8
2
﹈
〜
同
九
年
﹇
8 

6
﹈
成
立
か
）
は
「『
広

選
択
』
云
」（
二
三
ウ
）
と
し
て
、
廬
山
寺
本
と
ほ
ぼ
同
文
の
二
経
前
後
論
を
引
用
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
先
行
研
究
は
、
広
本
の
第
十
二
章
私
釈
に
も
二
経
前
後
論
が
あ
る
に
違
い
な
く
、

同
論
の
な
い
伝
正
中
版
は
広
本
で
な
い
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
次
の
如
く
、
第
十
六
章
私
釈
の
諸
本
が
「
弥
陀
」
に
作
る
二
箇
所
を
伝
正
中
版
は

「
釈
迦
」
に
作
る
。

就
中
毎
夜
夢
中
有p

僧
、
指-w

授
玄
義z

僧
者
恐
是
弥
陀

0

0

応
現
。
爾
者
可p

謂
、
此
疏
是

弥
陀

0

0

伝
説
。
何
況
大
唐
相
伝
云
、「
善
導
是
弥
陀
化
身
也
」。

 

（
延
応
版
末
帖
五
〇
ウ
〜
一
オ
）

就
中
毎
夜
夢
中
有p

僧
、
指-w

授
玄
義z

僧
者
恐
是
釈
迦

0

0

応
現
。
爾
者
可p
謂
、
此
疏
者

是
釈
迦

0

0

伝
説
。
或
復
大
唐
相
伝
云
、「
善
導
是
弥
陀
化
身
也
」。 （
伝
正
中
版
六
七
オ
〜
ウ
）

そ
し
て
春
本
が
指
摘
し
たＧ
よ
う
に
、
鎮
西
流
白
旗
派
の
了
誉
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
巻
第
四

十
八
「
本
曰
窃
以
〈
乃
至
〉
経
法
而
已
等
事
」（
応
永
二
年
﹇
1
3
9
5
﹈
成
立
）
は
良
忠
『
観
経

散
善
義
伝
通
記
』
巻
第
三
の
「「
常
有w

一
僧q

」
等
者
、『
選
択
集
』
云
、「
僧
者
恐
是
弥
陀

0

0

応
現
也
」」（
三
九
ウ
）
を
釈
し
て
、「
今
順w

『
選
択
集
』
義q

故
云w

「
弥
陀
」a

若
依w

広
本

0

0q

応p

云w

「
釈
迦

0

0

」q

」（
四
三
オ
）
と
し
て
お
り
、『
選
択
集
』
の
「
僧
者
恐
是
弥
陀

0

0

応
現
」
の

「
弥
陀
」
を
広
本
は
「
釈
迦
」
に
作
る
と
い
うＨ
。
そ
の
た
め
、
伝
正
中
版
に
は
広
本
の
佚
文

と
一
致
す
る
箇
所
も
あ
る
。

第
五
項
　
三
宝
寺
本
と
伝
正
中
版

　

三
宝
寺
本
の
親
本
が
伝
正
中
版
か
そ
れ
に
極
め
て
近
い
本
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
理
由

は
、
大
別
し
て
少
な
く
と
も
五
つ
あ
る
。

　

第
一
に
、
伝
正
中
版
は
半
丁
六
行
で
三
宝
寺
本
は
半
丁
八
行
で
あ
り
行
詰
め
が
異
な
る
も

の
の
、
と
も
に
概
ね
毎
行
十
八
字
で
あ
り
字
詰
め
が
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
三
宝
寺
本
が
十

八
字
詰
め
で
あ
る
の
は
偶
然
で
な
く
、
親
本
も
ま
た
そ
う
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
私
釈
で
あ
る
た
め
一
格
低
書
さ
れ
て
い
る
三
宝
寺
本
の
第
七
丁
表
の
文
字
配
列
を

千
字
文
で
示
せ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

天 

地 

玄 

黄 

宇 

宙 

洪 

荒 

日 

月 

盈 

昃 

辰 

宿 

列 

張 

寒

来 

暑 

往 

秋 

収 

冬 

蔵 

閏 

餘 

成 

歳 

律 

召 

調 

陽 

雲 

騰

致 

雨 

露 

結 

為 

霜 

金 

生 

麗 

水 

玉 

出 

崑 

岡 

剣 

号 

巨

闕 

珠 

称 

夜 

光 

果 

珍 

李 

奈 

菜 

重
◦芥

薑 

海 

鹹 

河  

淡 

0

鱗 

潜 

羽 

翔 

龍 

師 

火 

帝 

鳥 

官 

人 

皇 

始 

制 

文 

字 

乃

服 

衣 

裳 

推 

位 

譲 

国 

有 

虞 

陶 

唐 

弔 

民 

伐 

罪 

周 

発

殷 

湯 

坐 

朝 

問 

道 

垂 

拱 

平 

章 

愛 

育 

黎 

首 

臣 

伏 

戎

羌 

遐 

邇 

壱 

体 

率 

賓 

帰 

王 

鳴 

鳳 

在 

樹 

白 

駒 

食 

場

注
意
す
べ
き
は
、
第
四
行
の
脱
字
（
芥
）
が
小
圏
点
と
右
傍
小
書
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る

こ
と
と
、
同
行
の
末
字
（
淡
）
が
二
格
に
跨
り
や
や
縦
長
に
し
て
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
書
写
者
は
、
同
行
第
十
六
字
（
河
）
を
書
写
し
た
直
後
に
第
十
二
字
（
芥
）
を
脱
し

て
い
た
こ
と
を
察
し
、
第
十
一
字
（
重
）
の
下
に
小
圏
点
を
施
し
右
傍
に
小
書
し
て
脱
字
を

補
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
は
何
故
、
書
写
者
は
同
行
末
の
二
格
に
二
字
（
淡
鱗
）
を
書
写
せ

ず
敢
え
て
一
字
（
淡
）
だ
け
を
書
写
し
、
次
の
字
（
鱗
）
を
同
行
末
で
な
く
次
行
頭
に
書
写

し
た
の
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
親
本
が
十
八
字
詰
め
で
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
た
め
、
書
写
時
に

こ
れ
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

十
七
字
詰
め
で
あ
れ
十
八
字
詰
め
で
あ
れ
、
親
本
の
字
詰
め
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
れ
ば
、

こ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脱
字
を
自
ら
察
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。
三
宝
寺
本
は

第
七
丁
表
第
四
行
以
外
で
も
、
第
十
五
丁
裏
第
五
行
や
第
七
十
八
丁
表
第
一
行
で
、
脱
字
を

小
圏
点
と
右
傍
小
書
に
よ
っ
て
補
い
行
末
の
一
字
を
二
格
に
跨
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
第
七
十

七
丁
表
の
一
格
低
書
さ
れ
た
私
釈
で
は
、
第
六
行
を
行
末
ま
で
書
写
し
た
直
後
に
誤
っ
て
二

字
を
衍
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
察
し
た
ら
し
く
、
そ
の
二
字
（
第
十
一
、
第
十
二
字
）
を
見
せ

消
ち
し
、
次
の
第
七
行
で
は
字
間
を
詰
め
て
二
字
多
い
十
九
字
を
書
写
し
て
配
字
の
過
多
を

解
消
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
そ
の
親
本
が
原
則
と
し
て
十
八
字
詰
め
で
あ
っ
た
こ
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と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。

　

第
二
に
、
伝
正
中
版
に
は
多
く
の
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
三
宝
寺
本
と
概
ね
一
致
す
る
。

例
え
ば
、
前
述
の
如
く
延
応
版
な
ど
は
十
六
章
を
第
八
章
ま
で
と
第
九
章
か
ら
で
二
分
し
て

い
る
が
、
伝
正
中
版
は
第
八
章
か
ら
を
末
帖
と
し
、
し
か
も
第
一
丁
表
は
同
章
の
章
題
「
念

仏
行
者
必
可p
具-w
足
三
心q

之
文
」
の
前
に
低
書
な
し
の
首
題
が
あ
っ
て
、

　
　

選
択
本
願
念
仏
集
末

　
　
　

念
仏
行
者
必
可
具
足
三
心
之
文

と
な
っ
て
い
る
。
三
宝
寺
本
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
（
四
七
オ
）。

　

第
三
に
、
伝
正
中
版
に
は
特
異
な
字
句
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
三
宝
寺
本
と
一
致
す
るＩ
。
例

え
ば
、
前
項
で
紹
介
し
た
伝
正
中
版
が
「
弥
陀
」
で
な
く
「
釈
迦
」
に
作
る
箇
所
も
、
三
宝

寺
本
は
同
じ
く
作
っ
て
い
る
。

　

第
四
に
、
伝
正
中
版
と
三
宝
寺
本
で
は
形
譌
字
の
一
致
が
多
く
見
え
る
。
最
も
顕
著
な
例

と
し
て
、
第
八
章
所
引
の
善
導
『
観
経
疏
』
巻
第
四
散
善
義
に
「
若
有w

後
仏
出
世a

豈
可i

改0w

前
十
善q

令t

行w

十
悪q

也
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
こ
の
「
改
」
を
延
応
版
（
末
帖
六
七

オ
）
な
ど
は
正
し
く
作
り
、
伝
正
中
版
は
譌
っ
て
「
政
」
に
作
る
（
八
ウ
）。
三
宝
寺
本
も
こ

れ
と
同
じ
形
譌
字
に
作
り
、
そ
の
左
傍
に
親
本
も
ま
た
此
く
の
如
し
と
い
う
意
味
の
四
字
を

小
書
し
て
い
る
（
五
三
オ
）。
そ
れ
以
外
に
も
、
伝
正
中
版
は
「
須
臾0

」（
延
応
版
本
帖
七
三
オ
）

を
譌
っ
て
「
須
更0

」（
一
四
ウ
）
に
作
り
、「
瞋
憎0

」（
延
応
版
本
帖
七
三
ウ
）
を
譌
っ
て
「
瞋
増0

」

（
一
五
オ
）
に
作
り
、「
法
常
住0

経
」（
延
応
版
末
帖
二
二
オ
）
を
譌
っ
て
「
法
常
注0

経
」（
四
〇
ウ
）

に
作
っ
て
お
り
、
三
宝
寺
本
も
こ
れ
ら
と
同
じ
形
譌
字
に
作
っ
て
い
る
（
五
七
ウ
、
五
八
オ
、

七
六
ウ
）。

　

そ
し
て
第
五
に
、
伝
正
中
版
と
三
宝
寺
本
で
は
異
体
字
の
一
致
も
ま
た
多
く
見
え
る
。
例

え
ば
、
第
九
章
「
念
仏
行
者
可p

行-w

用
四
修
法q

之
文
」
は
当
然
な
が
ら
四
修
へ
の
言
及
が

多
く
、
伝
正
中
版
で
は
「
修
」
と
「
脩
」
が
次
の
如
く
混
在
し
て
い
る
。

　

念
仏
行
者
可
四
行
用
修0

法
之
文

善
導
往
生
礼
讃
云
又
勧
行
四
修0

法
何
者
為
四
一

者
恭
敬
修0

所
謂
恭
敬
礼
拝
彼
仏
及
彼
一
切
聖
衆 

（
二
〇
オ
）

等
故
名
恭
敬
修0

畢
命
為
期
誓
不
中
止
即
是
長
時

修0

三
者
无
餘
修0

所
謂
専
称
彼
仏
名
専
念
専
想
専

礼
讃
彼
仏
及
一
切
聖
衆
等
不
雑
餘
業
故
名
无
餘

脩0

畢
命
為
期
誓
不
中
止
即
是
長
時
脩0

四
者
无
間

脩0

所
謂
相
続
恭
敬
礼
拝
称
名
讃
歎
憶
念
観
察
廻

向
発
願
心
心
相
続
不
以
餘
業
来
間
故
名
无
間
修0 

（
二
〇
ウ
）

又
不
以
貪
嗔
煩
悩
来
間
随
犯
随
懺
不
隔
念
隔
時

隔
日
常
使
清
浄
亦
名
无
間
修0

畢
命
為
期
誓
不
中

止
即
長
時
修0 

（
二
一
オ
）

こ
の
章
題
と
引
文
で
、
伝
正
中
版
が
「
修
」
に
作
る
九
箇
所
は
三
宝
寺
本
も
同
じ
く
作
り
、

伝
正
中
版
が
「
脩
」
に
作
る
三
箇
所
は
三
宝
寺
本
も
同
じ
く
作
っ
て
い
る
（
六
一
ウ
〜
二
オ
）。

ま
た
、
伝
正
中
版
は
「
不
隔
念
隔
時
隔
日
」
の
三
つ
の
「
隔
」
の
前
一
者
の
右
旁
を
「
聶
」

の
異
体
に
作
り
、
後
二
者
の
右
旁
を
「
鬲
」
の
異
体
に
作
っ
て
お
り
、
三
宝
寺
本
も
そ
れ
ぞ

れ
同
じ
く
作
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
伝
正
中
版
が
三
宝
寺
本
の
親
本
だ
と
推
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
箇
所
も
あ
る
。

第
一
に
、
三
宝
寺
本
は
原
則
と
し
て
十
八
字
詰
め
で
あ
る
が
、
字
詰
め
が
十
九
字
以
上
の
行

や
十
七
字
の
行
も
散
見
す
る
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
長
行
」「
短
行
」
と
称
す
）。
他
方
、
伝
正
中

版
は
長
行
が
四
箇
所
八
行
（
八
ウ
第
二
〜
第
六
行
、
一
七
ウ
第
三
行
、
二
二
オ
第
二
行
、
五
一
ウ
第
一

行
）
に
あ
る
も
の
の
、
短
行
は
な
い
。
し
か
も
、
伝
正
中
版
の
長
行
箇
所
が
三
宝
寺
本
の
そ

れ
と
一
致
し
な
い
。

　

第
二
に
、
伝
正
中
版
は
第
十
六
章
私
釈
の
「
静
以
」
の
前
に
改
行
が
な
く
文
が
連
続
し
て

い
る
（
六
七
オ
）
が
、
三
宝
寺
本
で
は
改
行
が
あ
る
（
九
六
ウ
）。

　

三
宝
寺
本
の
親
本
は
、
こ
れ
ら
の
不
審
も
あ
る
た
め
た
と
え
伝
正
中
版
で
な
い
と
し
て

も
、
同
版
に
極
め
て
近
い
本
だ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
六
項
　
広
本
の
作
者

　

第
三
項
で
見
た
如
く
、
嘉
禎
二
年
（
1
2
3
6
）
に
源
智
『
選
択
要
決
』
は
、
執
筆
の
弟

子
が
初
心
学
者
の
た
め
に
後
に
名
目
を
加
え
て
広
本
を
作
っ
た
と
述
べ
た
。

　

そ
れ
か
ら
約
百
五
十
年
後
の
至
徳
四
年
（
1
3
8
7
）
前
後
、
堯
恵
『
私
集
鈔
』
巻
第
八
「
埋

于
壁
底
者
」
は
「
有w

『
選
択
』
広
略
二
本q

也
。
略
本
今
本
也
、
即
高
覧
本
也
。
広
本
、
真0

観
房

0

0

後
日
為w
初
心
者q

聊
加w

勘
文z

広
略
二
本
中
、
縦
有w

参
差
事a

専
可p

依w

略
本q

者

也
」（
二
四
ウ
）
と
し
、
初
心
者
の
た
め
に
略
本
を
増
広
し
て
広
本
を
作
っ
た
者
は
源
空
高
弟

の
真
観
房
感
西
（
仁
平
三
年
﹇
1
1
5
3
﹈
〜
正
治
二
年
﹇
1
2
0
0
﹈）
だ
と
し
た
。
稿
者
も
五



三
宝
寺
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
広
本

（7）122

年
前
に
旧
稿Ｊ
で
そ
う
考
え
た
が
、
再
考
す
る
に
、『
選
択
集
』
を
執
筆
し
後
に
広
本
を
作
っ

た
源
空
弟
子
と
は
感
西
で
な
く
安
楽
房
遵
西
（
未
詳
〜
建
永
二
年
﹇
1
2
0
7
﹈）
で
あ
ろ
う
。

　
『
選
択
集
』
執
筆
の
任
を
務
め
た
弟
子
は
、
諸
伝
の
記
事
や
廬
山
寺
本
の
筆
跡
に
よ
っ
て
、

遵
西
と
感
西
、証
空
の
三
人
に
比
定
さ
れ
て
い
るＫ
。し
か
し
鎌
倉
室
町
時
代
に
は
、『
選
択
集
』

を
執
筆
し
た
弟
子
は
感
西
一
人
だ
け
だ
と
い
う
誤
伝
も
あ
っ
た
。
聖
冏
『
決
疑
鈔
直
牒
』
巻

第
七
「
私
問
曰
上
輩
文
中
等
事
下
」（
応
永
三
年
﹇
1
3
9
6
﹈
成
立
）
が
問
題
と
し
た
よ
う
に
、

良
忠
も
『
決
疑
鈔
』
巻
第
三
で
執
筆
の
弟
子
と
し
て
感
西
の
名
だ
け
を
挙
げ
て
い
た
。
堯
恵

『
私
集
鈔
』
が
広
本
の
作
者
を
感
西
と
し
た
の
は
、
執
筆
弟
子
は
感
西
以
外
に
い
な
か
っ
た

と
い
う
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。先
行
研
究
で
は
唯
一
、約
百
年
前
に
今
岡
達
音
が
「
予

は
後
加
名
目
の
執
筆
人
を
以
て
安
楽
房
と
認
む
る
者
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の

理
由
が
「
真
観
房
は
、〔
…
〕
謙
譲
の
人
と
し
て
上
人
〔
源
空
…
引
用
者
註
〕
の
御
説
に
加
筆
す

る
が
如
き
行
動
を
敢
て
せ
ざ
る
人
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
や
や
薄
弱
な
も
の
で
あ
っ
たＬ
た
め

か
、
以
後
の
研
究
史
で
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

良
忠
が
上
総
国
周
東
の
在
阿
の
た
め
に
撰
述
し
た
『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』（
康
元
二
年

﹇
1
2
5
7
﹈
成
立
）
の
序
は
、
同
書
巻
上
所
載
の
も
の
と
性
阿
性
心
『
授
手
印
決
答
見
聞
』

所
載
の
も
の
の
二
つ
が
あ
り
、
本
稿
で
は
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
「
旧
序
」
と
「
新
序
」
と
称
す

る
。
新
序
に
よ
れ
ば
、
旧
序
は
良
忠
が
在
阿
の
談
を
聞
い
て
作
っ
た
も
の
で
、
新
序
は
良
忠

が
後
に
石
川
道
遍
の
談
を
聞
い
て
添
削
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
新
序
は
斯
く
伝
え
る
。

禅
門
〔
道
遍
…
引
用
者
註
〕
示
云
、「〔
…
〕。
石
垣
住
侶
金
光
房
、
為w
所
領
沙
汰
之q

参w

鎌
倉q

矣
。
付p

予
〔
道
遍
…
引
用
者
註
〕
致w

訴
訟q

之
処
、
法
然
上
人
御
門
人
安
楽
坊
又

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

下0w

鎌
倉

0

0q

矣0

。
以0w

『
選
択
集

0

0

0

』q

教0-w

化
諸
人

0

0

0q

之
後
、
欲p

帰w

上
都z

予
請
云
、「
暫
有w

逗
留q

矣
、
蒙w

御
教
化q

者
所
望
也
」
云　

　

云
。
彼
人
云
、「
自p

非w

四
五
日
延
引q

者
、
難p 

読w

此
集q

」。
仍
被w

読
誦q

之
時
、
金
光
房
為w

学
者q

之
間
、
亦
請p

之
為w

同
聞
衆a

即
領
解
并
聞
書
等
、
同
誂w

此
人z

〔
…
〕」。 

（
八
五
頁
）

鎌
倉
に
来
た
石
垣
の
金
光
房
は
、
自
分
道
遍
に
託
し
て
訴
訟
し
て
い
た
。
そ
し
て
当
時
は
、

鎌
倉
の
諸
人
を
『
選
択
集
』
に
よ
り
教
化
し
て
い
た
遵
西
が
帰
洛
す
る
直
前
だ
っ
た
。
自
分

道
遍
が
、
も
う
暫
く
逗
留
し
て
自
分
に
も
教
化
し
て
ほ
し
い
と
請
う
た
と
こ
ろ
、
遵
西
は
、

同
書
を
講
ず
る
た
め
に
は
帰
洛
を
四
、
五
日
延
引
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
答
え
た
。
そ

こ
で
所
要
日
数
短
縮
の
便
法
と
し
て
、
自
分
道
遍
は
学
者
で
あ
る
金
光
房
に
請
う
て
遵
西
の

同
書
講
読
に
同
座
さ
せ
、
そ
の
領
解
や
聞
書
な
ど
を
書
か
せ
た
、
と
。
な
お
、
旧
序
に
も
ほ

ぼ
同
文
が
あ
る
も
の
の
、
そ
ち
ら
で
は
『
選
択
集
』
と
い
う
書
名
が
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　

建
永
二
年
（
1
2
0
7
）
に
斬
首
さ
れ
た
遵
西
は
そ
れ
以
前
の
あ
る
時
期Ｍ
、
師
匠
源
空
の

埋
壁
の
誡
に
背
き
、
鎌
倉
で
『
選
択
集
』
を
講
読
し
諸
人
を
教
化
し
て
い
た
ら
し
い
。
同
書

を
諸
人
に
講
読
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
書
写
し
て
他
人
に
与
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
の
書
写
時
に
説
明
を
加
え
た
り
表
現
を
整
え
た
り
し
て
鎌
倉
周
辺
で
成
立
し
た
別
系

統
の
『
選
択
集
』
が
、
広
本
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
今
岡
が
広
本
の
延
べ
書
き
零
本
で
あ
る
覚
善
本
の
写
本
に
依
拠
し
て
、

「
案
ず
る
に
広
本
選
択
集
の
中
、
文
句
の
増
加
多
き
は
、
第
一
章
第
二
章
の
下
是
れ
な
り
、

爾
余
の
諸
章
は
文
句
の
加
減
極
め
て
少
く
し
てＮ
」
云
々
と
述
べ
て
い
た
。
覚
善
本
は
善
本
で

な
く
足
本
で
も
な
か
っ
た
た
め
、
残
欠
し
て
い
る
後
二
帖
後
七
章
に
不
同
が
少
な
い
と
の
今

岡
説
は
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
善
本
に
し
て
足
本
で
あ
る
三
宝
寺

本
に
よ
っ
て
、
第
三
章
以
降
に
略
本
と
の
不
同
が
少
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
遵

西
は
、
廬
山
寺
本
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
の
過
半
ま
で
を
執
筆
し
て
い
た
。
遵
西
の
執
筆
し

た
箇
所
と
不
同
の
多
い
箇
所
と
が
大
き
く
重
な
る
こ
と
は
、
偶
然
と
は
考
え
難
い
。

結
語

　

以
上
本
論
で
は
、
学
界
未
知
の
広
本
で
あ
る
三
宝
寺
本
を
紹
介
し
、
そ
の
親
本
な
ど
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
同
本
が
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
今
後
の
研
究
で

活
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註本
稿
で
用
い
た
史
料
の
書
誌
は
次
の
如
し
。
引
用
で
は
適
宜
字
体
と
句
読
を
改
め
、
訓
点
や
傍
点
、
傍
記
、

括
弧
、
頁
数
を
付
し
、
改
行
を
省
い
た
。

法
然
院
蔵
延
応
版
『
選
択
集
』、
義
山
募
刻
版
『
選
択
集
』
…
大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択

集
』
諸
本
の
研
究
』
資
料
編
影
印
（
文
化
書
院
）。『
四
巻
伝
』
…
法
然
上
人
絵
伝
集
成
（
浄
土
宗
）。『
守

護
国
家
論
』
…
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
（
総
本
山
身
延
久
遠
寺
）。『
浄
土
依
憑
経
論
章
疏
目
録
』
…
小

山
正
文
「
寛
永
二
十
一
年
本
『
浄
土
依
憑
経
論
章
疏
目
録
』」（『
同
朋
大
学
論
叢
』
六
二
、
1
9
9
0
）。

『
選
択
密
要
決
』（
浄
土
三
番
箱
）
…
西
教
寺
正
教
蔵
蔵
。『
本
尊
聖
教
録
』（
祐
師
本
尊
聖
教
録
）
…
中
山

法
華
経
寺
聖
教
殿
所
蔵
日
蓮
聖
人
御
真
跡
（
法
華
経
寺
）。
龍
谷
山
本
願
寺
蔵
室
町
末
期
書
写
本
『
浄
典

目
録
』
…
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
本
願
寺
出
版
社
）。『
浄
土
三
国
仏
祖
伝
集
』、『
授
手
印
決
答
見
聞
』
…

正
続
浄
土
宗
全
書
（
山
喜
房
仏
書
林
）。『
直
牒
見
聞
』
…
正
保
四
年
（
1
6
4
7
）
版
。『
選
択
要
決
』（
請

求
記
号
「
浄
教
寺
二
三
」）、
永
仁
七
年
（
1
2
9
9
）
書
写
本
『
決
疑
鈔
』（
請
求
記
号
「
〇
九
三
・
一
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‐
二
一
」）、
寛
永
年
間
（
1
6
2
4
〜
4 

4
）
前
後
古
活
字
版
『
観
経
散
善
義
伝
通
記
』（
請
求
記
号
「
〇

九
三
・
一
‐
一
三
」）
…
仏
教
大
学
付
属
図
書
館
蔵
。『
私
集
鈔
』
…
享
保
元
年
（
1
7
1
6
）
版
。『
浄

土
宗
要
集
』
…
慶
安
四
年
（
1
6
5
1
）
版
。『
伝
通
記
糅
鈔
』
…
明
暦
元
年
（
1
6
5
5
）
版
。『
黒
谷

上
人
語
燈
録
』
…
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
（
浄
土
宗
）。

（
1
） 　

古
写
本
『
選
択
集
』
の
書
目
と
し
て
は
、
藤
堂
祐
範
編
『
選
択
集
大
観
』（
中
外
出
版
、
1

 

9

 
2
 

 
2
）
や
同
「
選
択
集
書
誌
」（『
専
修
学
報
』
三
、
1
9
3
6
）、
同
「
浄
土
教
稀
覯
書
目
第
三
」（『
専

修
学
報
』
九
、
1
9
4
1
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
後
二
者
は
『
旧
書
目
』
よ
り
後
に
刊
行
さ
れ

た
が
、
三
宝
寺
本
を
著
録
し
て
い
な
い
。

（
2
） 　

三
宝
寺
の
建
立
年
は
、
一
糸
文
守
の
中
正
院
日
護
伝
（
寛
永
十
八
年
﹇
1
6
4
1
﹈
成
立
）
に
よ

る
。
同
伝
は
道
友
の
文
守
が
日
護
か
ら
許
諾
を
得
て
生
前
に
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
信
憑
す
べ
き
で

あ
る
。日
護
と
同
伝
に
つ
い
て
は
、宮
崎
英
修
『
波
木
井
南
部
氏
事
跡
考
』（﹇『
日
蓮
宗
史
研
究
』
一
﹈、

孔
官
堂
出
版
部
、
1
9
5
0
）
参
照
。

（
3
） 　

古
典
籍
の
員
数
単
位
の
帖
と
冊
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
書
誌
学
で
も
定
説
が
な
い
よ
う
で

あ
り
、
本
稿
で
は
山
本
信
吉
の
「
料
紙
を
糊
で
貼
り
合
わ
せ
た
本
を
「
帖
」
と
い
い
、
糸
で
綴
っ
た

本
を
「
冊
」
と
呼
ぶ
」
と
い
う
理
解
（『
古
典
籍
が
語
る
│
│
書
物
の
文
化
史
│
│
』、
八
木
書
店
、

2
0
0
4
、
七
九
頁
）
に
従
う
。
帖
は
粘
に
通
じ
て
糊
付
け
を
意
味
し
、
冊
は
簡
冊
の
類
の
糸
綴
じ

を
意
味
す
る
と
理
解
す
れ
ば
、
意
よ
く
通
ず
る
。

（
4
） 　

な
お
、
文
永
十
一
年
（
1
2
7
4
）
成
立
の
望
西
楼
了
恵
編
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
は
、
巻
第
四
、

第
五
に
そ
れ
ぞ
れ
「
選
択
本
願
念
仏
集
本0

」「
選
択
本
願
念
仏
集
末0

」
を
収
録
し
て
い
た
ら
し
い
。

こ
れ
は
、
了
恵
が
本
末
二
帖
本
を
一
帖
ず
つ
収
録
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
一
帖
本
を
本
末
に
二
分
し

て
収
録
し
た
の
か
不
明
。

（
5
） 　
『
選
択
密
要
決
』
が
示
導
に
よ
り
偽
作
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
良
潤
・
稲
田
順
学
・

加
藤
義
諦
「『
三
十
八
巻
鈔
』
は
本
山
義
開
祖
康
空
示
導
の
著
」（『
深
草
教
学
』
九
、
1
9
8
9
）

参
照
。

（
6
） 　
『
選
択
要
決
』
の
撰
者
や
成
立
年
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
選
択
要
決
』
撰
者
弁
証
」（『
早
稲
田
大

学
高
等
研
究
所
紀
要
』
一
三
、
2
0
2
1
）
参
照
。

（
7
） 　

覚
善
識
語
に
つ
い
て
は
、
日
下
無
倫
「
親
鸞
聖
人
見
写
の
選
択
集
及
び
そ
の
延
書
」（﹇
第
二
編
第

一
章
、
初
出
1
9
2
3
﹈、
平
楽
寺
書
店
、
1
9
3
1
、
四
一
二
頁
）
参
照
。

（
8
） 　
「
観
経
義
」
に
つ
い
て
は
、
井
上
慶
淳
「『
選
択
集
』
広
本
の
基
礎
的
研
究
│
│
存
覚
相
伝
本
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
│
│
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
五
、
2
0
2
3
、
一
四
〜
六

頁
）
参
照
。『
浄
典
目
録
』
に
も
「『
観
経
義
』
四
巻
常
ニ
ハ
『
疏
』
ト
云

　
　
　
　
　
　
　
　

」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） 　

藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」、『
選
択
集
大
観
』（
前
掲
）、
三
ウ
。

（
10
） 　

安
達
俊
英
「
選
択
本
願
念
仏
集
／
選
択
集
」、
仏
教
大
学
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
教
典
籍
目
録
』、

仏
教
大
学
総
合
研
究
所
、
2
0
1
1
、
三
七
五
頁
。

（
11
） 　

春
本
龍
彬
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
と
他
本
の
関
係
」（﹇
本
篇
第
三
章
、
初
出
2
0
2
1
﹈、『
選

択
集
の
成
立
と
展
開
│
│
廬
山
寺
本
を
中
心
に
│
│
』、
法
蔵
館
、
2
0
2
4
）
や
井
上
慶
淳
「『
選

択
集
』
広
本
の
研
究
│
│
略
本
と
の
成
立
前
後
に
つ
い
て
│
│
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
七
〇
‐

一
、
2
0
2
1
）、
下
端
啓
介
「
法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
の
「
古
層
」
の
検
討
│
│
「
前
」・「
後
」

の
指
示
語
に
注
目
し
て
│
│
」（『
仏
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』
二
八
、
2
0
2
3
）
な
ど
参
照
。

（
12
） 　

井
上
慶
淳
「『
選
択
集
』
広
本
の
基
礎
的
研
究
」（
前
掲
）、
一
頁
。

（
13
） 　

藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
前
掲
）、
五
ウ
。
た
だ
し
、
稿
者
が
伝
正
中
版
を
実
見

し
た
と
こ
ろ
、
本
文
と
刊
記
で
墨
色
の
明
ら
か
な
異
な
り
は
認
め
難
か
っ
た
。
了
延
が
願
主
と
な
っ

て
『
選
択
集
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
を
開
版
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
大
尾
に
刊
記
を
捺
し
た
、
と
い
う
こ
と

は
有
り
得
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

藤
堂
は
伝
正
中
版
の
開
版
時
期
を
、「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」
で
は
「
所
謂
建
武
中
興
時
代

復
古
の
気
風
起
り
し
時
」（
五
ウ
）
と
し
て
い
た
が
、
八
年
後
の
『
浄
土
教
版
の
研
究
』（
大
東
出
版

社
、
1
9
3
0
）
で
は
「
鎌
倉
の
中
期
も
し
く
は
そ
れ
已
前
」（
九
七
頁
）
と
し
、
六
年
後
の
「
選

択
集
書
誌
」（
前
掲
）
で
は
「
正
中
以
前
鎌
倉
初マ

マ

期
頃
」（
一
四
頁
）
と
し
た
。
ま
た
近
年
、
春
本
龍

彬
は
伝
正
中
版
を
鎌
倉
前
期
の
建
暦
版
に
比
定
し
た
（「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
と
他
本
の
関
係
」﹇
前

掲
﹈、
三
七
六
〜
七
頁
）。
し
か
し
、
末
帖
に
首
題
「
選
択
本
願
念
仏
集
末
」
を
置
い
た
伝
正
中
版
の

よ
う
な
『
選
択
集
』
が
開
版
さ
れ
た
の
は
、
鎌
倉
前
中
期
で
な
く
後
期
以
降
で
あ
ろ
う
（
本
論
第
二

項
参
照
）。

　

伝
正
中
版
に
は
印
記
や
識
語
が
な
く
、
江
戸
時
代
以
前
の
来
歴
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
西
村

兼
文
『
古
梓
一
覧
』（
明
治
十
五
年
﹇
1
8
8
2
﹈
自
跋
）
に
正
中
二
年
十
月
日
付
比
丘
了
延
刊
記

の
あ
る
『
安
楽
集
』
と
『
選
択
集
』
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
西
村
は
嘗
て
東
寺
校
倉
に
入
っ
て
得
た

知
見
も
用
い
て
同
書
を
編
ん
だ
と
い
う
た
め
、
あ
る
い
は
伝
正
中
版
も
東
寺
校
倉
に
蔵
さ
れ
て
い
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
同
版
が
後
に
久
原
文
庫
や
京
都
帝
国
大
学
古
梓
堂
文
庫
を
経
て
大
東
急
記
念
文

庫
の
蔵
に
帰
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
春
本
龍
彬
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
と
他
本
の
関
係
」（
三

七
四
頁
）
参
照
。

（
14
） 　

藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
前
掲
）、
五
ウ
。

（
15
） 　

兼
岩
和
広
「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」、『
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
』（『
仏
教
大
学
総

合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
）、
2
0
0
2
、
二
二
五
頁
。
な
お
本
論
前
述
の
如
く
、
伝
正
中
版
な
ど
『
選

択
集
』
の
本
帖
末
帖
を
「
本
巻
」「
末
巻
」
と
称
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
16
） 　

春
本
龍
彬
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
と
他
本
の
関
係
」（
前
掲
）、
三
二
五
頁
。

（
17
） 　

広
本
が
二
箇
所
で
「
弥
陀
」
で
な
く
「
釈
迦
」
に
作
る
こ
と
を
、
た
だ
の
誤
り
だ
ろ
う
と
臆
断
す

べ
き
で
な
い
。
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
善
導
の
夢
中
に
現
れ
て
玄
義
を
指
授
し
た
僧
が
弥
陀
の
応
現
で

あ
れ
ば
、
弥
陀
の
応
現
が
弥
陀
の
化
身
に
玄
義
を
指
授
し
た
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。
広
本

が
二
箇
所
で
「
弥
陀
」
を
「
釈
迦
」
に
改
め
た
の
は
、
こ
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

な
お
、
禿
庵
文
庫
蔵
古
写
本
の
当
該
「
弥
陀
」
二
箇
所
に
傍
記
「
尺
迦
」
が
あ
る
こ
と
は
、
先
行

研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
康
楽
寺
旧
蔵
古
刊
本
（
大
東
急
記
念
文
庫
現
蔵
、
函
架
番
号

「
二
五
‐
六
三
‐
一
〇
八
八
」）
と
岩
田
淳
慶
旧
蔵
古
刊
本
（
龍
谷
大
学
図
書
館
現
蔵
、
請
求
記
号
「
〇

二
一
‐
一
五
一
‐
二
」）
に
は
「
釈
迦
」
な
ど
の
傍
記
が
よ
り
多
く
見
え
る
。
今
後
の
研
究
で
は
、

こ
れ
ら
古
刊
本
の
書
き
入
れ
に
も
注
意
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
18
） 　

伝
正
中
版
の
特
異
な
字
句
の
多
く
は
、
兼
岩
和
広
「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」（
前
掲
）
に

出
校
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
失
校
も
あ
る
。



三
宝
寺
本
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
広
本

（9）120

（
19
） 　

拙
稿
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
初
期
浄
土
宗
│
│
形
見
か
ら
初
学
書
、
そ
し
て
付
法
書
へ
│
│
」、

『
仏
教
史
学
研
究
』
六
二
‐
二
、
2
0
2
0
、
後
註
二
四
。

（
20
） 　

伊
藤
唯
真
は
、
二
尊
院
蔵
「
七
箇
条
制
誡
」
の
遵
西
自
筆
署
名
と
廬
山
寺
本
『
選
択
集
』
第
一
筆

の
筆
跡
を
対
照
し
、「
第
一
筆
は
安
楽
房
遵
西
で
あ
る
こ
と
は
相
伝
の
通
り
と
認
め
ら
れ
る
」
と
述

べ
て
い
る
（「
選
択
本
願
念
仏
集
」、
浄
土
宗
出
版
編
『
法
然
上
人
聚
英
』、
浄
土
宗
・
浄
土
宗
宗
務
庁
、

2
0
1
5
、
三
〇
四
頁
）。
ま
た
、
第
三
筆
が
証
空
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
田
良
準
「『
選
択

集
』
草
稿
本
第
三
筆
は
西
山
上
人
証
空
」（『
西
山
学
報
』
三
二
、
1
9
8
4
）
参
照
。

（
21
） 　

今
岡
達
音
「
広
本
選
択
集
延
書
」（
第
一
篇
第
二
章
第
一
節
、
初
出
1
9
2
1
）、
大
正
大
学
浄
土

学
研
究
会
編
『
今
岡
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』（『
浄
土
学
』
五
・
六
）、
1
9
3
3
、
二
四
五
頁
。

（
22
） 　

三
田
全
信
は
、
道
遍
と
遵
西
、
金
光
房
が
鎌
倉
で
会
っ
た
時
期
を
正
治
元
年
（
1
1
9
9
）
前
後

と
考
証
し
て
い
る
（「
住
蓮
・
安
楽
に
つ
い
て
」﹇
改
訂
篇
第
十
章
、
初
出
1
9
3
5
﹈、『
浄
土
宗
史

の
諸
研
究
』
改
訂
増
補
、
山
喜
房
仏
書
林
、
1
9
8
0
﹇
初
版
1
9
5
9
﹈、
二
九
〇
〜
一
頁
）。

（
23
） 　

今
岡
達
音
「
広
本
選
択
集
延
書
」（
前
掲
）、
二
四
五
頁
。

付
記　
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
C
、
課
題
番
号
「
二
二
K
〇
〇
一
一
四
」）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
三
宝
寺
本
の
書
誌
情
報
の
引
用
の
た
め
、
現
蔵
者
の
石
川
武
美
記
念

図
書
館
か
ら
翻
刻
掲
載
許
可
書
を
取
得
し
て
い
る
。

追
記　
稿
者
は
過
日
、
遵
西
に
つ
い
て
も
論
じ
た
論
文
を
某
誌
に
投
稿
し
た
。
も
し
同
稿
が
査
読
を
通
過

し
て
年
内
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
稿
末
に
三
宝
寺
本
の
巻
首
書
影
を
掲
載
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
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