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チ
ベ
ッ
ト
の
葬
儀
と
そ
の
伝
統
文
化
に
つ
い
て

高

松

宏

寶
（
ク
ン
チ
ョ
ッ
ク
・
シ
タ
ル
）

　

人
が
亡
く
な
っ
た
時
、
家
族
や
近
親
者
が
集
ま
り
、
死
者
を
弔
う
た
め
の
儀
式
を
行
う
。
そ
れ
は
、
古
来
よ
り
世
界
中
で
続
い
て

い
る
習
慣
で
あ
り
、
現
代
の
生
活
に
お
い
て
も
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
儀
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
式
を
行
う
場
合
、
仏
教
が
根

付
い
て
い
る
日
本
や
チ
ベ
ッ
ト
で
は
お
寺
で
執
り
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
内
容
も
似
て
い
る
点
が
多
い
。

　

智
山
伝
法
院
の
総
合
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
『
伝
統
の
創
造
』
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
宗
教
儀
礼
と
し
て
古
く
か
ら
多
く
の
人
々
に

定
着
し
て
い
る
葬
儀
に
着
目
し
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
文
化
を
交
え
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

　

大
乗
仏
教
徒
が
大
半
を
占
め
る
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
輪
廻
転
生
を
深
く
信
仰
し
て
お
り
、
儀
式
に
も
そ
の
影
響
が
強
く
反
映
さ
れ
て

い
る
。
一
方
近
年
の
日
本
の
葬
儀
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
な
印
象
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
が
、
儀
式
の
た
め
に
僧
侶
を
招
く
な
ど
仏
教
と

の
関
わ
り
は
深
く
続
い
て
い
る
。
し
か
し
亡
く
な
っ
た
人
を
大
切
に
思
い
、
安
ら
か
に
送
り
出
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
日
本
も

チ
ベ
ッ
ト
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
亡
く
な
っ
た
人
を
ど
の
よ
う
な
儀
礼
で
弔
い
、
他
界
へ
送
り
出
す
の
か
。
そ
し
て
、

そ
の
儀
礼
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
行
わ
れ
る
の
か
。
現
在
の
チ
ベ
ッ
ト
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、
彼
ら
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が
も
つ
信
仰
心
と
宗
教
儀
式
の
関
係
に
も
触
れ
な
が
ら
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
葬
送
儀
礼
は
鳥
葬
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
大
き

な
特
徴
が
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
輪
廻
転
生
を
深
く
信

仰
し
て
い
る
た
め
、
死
の
瞬
間
を
非
常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。

そ
れ
は
、
死
の
瞬
間
の
心
の
状
態
が
、
次
の
生
ま
れ
変
わ
り
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
と
考
え
、
古
く
か
ら
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
家
族
も
含
め
て
、
そ
の
瞬
間
を
大

切
に
取
り
扱
う
。
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
い
る
習
慣
で

あ
り
、
不
慮
の
死
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は
、
家
族
や
近
親
者
た
ち
は
当
人

が
亡
く
な
る
直
前
か
ら
準
備
を
始
め
、
安
ら
か
に
息
を
引
き
取
れ
る
よ
う
に
環
境

を
整
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
家
族
に
よ
っ
て
葬
儀
の
手
配
が
行
わ
れ
、
儀
式

そ
の
も
の
は
僧
侶
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
は
家
族
が
行
う

役
割
と
僧
侶
が
行
う
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
、
そ
の
後
の
法
要
な
ど
は
両
者
が
話

し
合
い
な
が
ら
決
め
て
い
く
。

１
．家
族
が
行
う
役
割

家
族
や
近
親
者
な
ど
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で
弔
い
の
準
備
を
進
め
て
い
く
。

⑴
死
を
迎
え
る
た
め
の
環
境
を
整
え
る

　

死
に
ゆ
く
人
の
心
を
動
揺
さ
せ
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
う
。
安
心
し
て

写真１　灯明（その１）
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死
の
瞬
間
を
迎
え
る
た
め
に
、
執
着
や
心
配
、
ま
た
心
残
り
が
起

き
な
い
よ
う
に
、
子
供
な
ど
当
人
の
心
が
強
い
衝
動
を
受
け
る
者

は
近
づ
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
信
仰
の
対
象
を
念
じ
さ
せ

る
た
め
に
、
バ
ル
ト
ト
ゥ
テ
ル
（
死
者
の
書
）
を
読
経
す
る
こ
と

も
あ
る
。

　

そ
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
古
く
か
ら
あ
る
習
慣
の
通
り
に
、
死
に

ゆ
く
人
の
末
期
の
こ
と
ば
（
遺
言
）
を
聞
き
取
り
、
リ
ン
セ
ル
（
仏

舎
利
）
を
加
え
た
末
期
の
食
事
を
与
え
、
加
持
さ
れ
た
浄
水
を
末

期
の
飲
み
物
と
し
て
飲
ま
せ
る（
１
）。

ま
た
、
当
人
の
識
を
浄
化
し
、

他
界
へ
行
く
た
め
の
準
備
を
円
満
に
整
え
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、

家
族
や
近
親
者
の
心
に
死
に
ゆ
く
人
を
見
送
る
た
め
の
重
要
な
役

割
を
精
一
杯
務
め
た
の
だ
と
い
う
自
負
を
生
じ
さ
せ
、
大
き
な
後

悔
を
持
つ
こ
と
な
く
、
死
者
を
見
送
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
息
を
引
き
取
っ
た
後
、
そ
の
遺
体
の
そ
ば
に
、
出
来
る

か
ぎ
り
多
く
の
灯
明
を
供
え
る
。
こ
れ
は
、
供
養
を
数
多
く
行
う

こ
と
で
亡
く
な
っ
た
人
の
功
徳
を
増
益
さ
せ
る
た
め
に
行
う
。
ま

た
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
暗
い
場
所
に
遺
体
を
安
置
す
る
と
悪
霊
が
入

写真２　灯明（その２）
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る
と
古
く
か
ら
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
必
ず
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
土
着
宗
教
の
ボ
ン
教
と
後
に
イ
ン
ド

よ
り
伝
来
し
た
仏
教
が
融
合
し
て
、
こ
の
よ
う
な
習
慣
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
灯
明
に
は
、

悲
し
み
を
意
味
す
る
植
物
油
が
使
わ
れ
、
動
物
か
ら
作
ら
れ
る
バ
タ
ー
な
ど
の
油
は
使
わ
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
四
十
九
日
が
終
わ
る
ま
で
の
間
、
遺
族
た
ち
は
髪
を
ほ
ど
き
、
顔
を
洗
う
こ
と
も
な
く
、
装
飾
品
を

身
に
付
け
る
こ
と
も
せ
ず
、
黒
い
衣
服
を
着
て
過
ご
す
。
そ
し
て
、
自
宅
の
屋
上
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
幟
を
お
ろ
し
、
歌
舞
音
曲
を

慎
む
。
ま
た
、
故
人
の
茶
碗
に
お
茶
と
食
事
を
入
れ
て
供
え
、
ツ
ァ
ス
ル
と
呼
ば
れ
る
施
餓
鬼
を
毎
晩
行
い
、
テ
ィ
ン
シ
ャ
（
小
銅

鈸
）
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る（
２
）。

　

供
養
さ
れ
た
灯
明
が
一
面
に
広
が
る
光
景
は
、
日
本
の
葬
儀
で
よ
く
行
わ
れ
る
花
で
飾
ら
れ
た
祭
壇
の
様
子
と
非
常
に
よ
く
似
て

い
る
と
感
じ
る
。
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
に
は
距
離
が
あ
る
が
、
表
現
の
方
法
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
り
、
興
味
深
い
と
感
じ
る
。

⑵
占
星
術
で
遺
体
安
置
の
日
時
、
方
角
を
決
め
る

　

遺
体
を
自
宅
か
ら
鳥
葬
場
な
ど
遺
体
安
置
所
に
運
び
出
す
日
時
は
、
占
星
術
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
残
さ
れ
た
家
族
な
ど
に
悪

い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
占
星
術
師
に
依
頼
を
し
、
亡
く
な
っ
た
本
人
の
干
支
と
死
亡
し
た
年
月
日
に
基
づ
き
占
っ
た

結
果
か
ら
、
遺
体
を
運
び
出
す
日
時
や
方
角
な
ど
を
決
定
す
る（
３
）。

　

こ
れ
は
遺
体
を
明
る
い
部
屋
に
安
置
す
る
習
慣
と
同
様
、
チ
ベ
ッ
ト
の
土
着
宗
教
で
あ
る
ボ
ン
教
と
、
後
に
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
し

た
仏
教
が
融
合
し
た
形
の
習
慣
で
あ
る
。
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⑶
湯
灌

　

ト
ク
デ
ン
（rtog ldan

）
と
よ
ば
れ
る
専
門
の
湯
灌
師
が
、
鳥
葬
や

火
葬
に
備
え
て
遺
体
を
洗
う
。
ト
ク
デ
ン
は
専
門
の
湯
灌
師
で
は
あ
る
が
、

生
業
と
し
て
行
う
こ
と
は
な
い
。
集
落
の
役
割
を
代
々
担
い
、
無
報
酬
で

執
り
行
う
立
場
の
人
を
ト
ク
デ
ン
と
呼
ぶ
。
同
じ
集
落
の
人
で
あ
っ
て
も
、

専
門
の
道
具
が
必
要
で
あ
る
こ
と
や
内
容
を
熟
知
し
て
い
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
容
易
に
取
り
組
め
る
仕
事
で
は
な
い
。
彼
ら
は
地
域
社
会
に
お
い

て
、
不
可
欠
な
役
割
を
担
っ
た
重
要
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る（
４
）。

　

湯
灌
師
の
仕
事
の
中
に
あ
る
遺
体
を
洗
う
作
業
は
、
香
り
の
良
い
ハ
ー

ブ
入
り
の
ぬ
る
ま
湯
や
、
サ
フ
ラ
ン
水
、
樟
脳
水
を
使
い
、
丁
寧
に
遺
体

を
洗
い
、
そ
の
後
の
儀
式
に
備
え
て
遺
体
の
姿
を
整
え
る
。
一
説
に
は
、

き
れ
い
に
洗
わ
れ
た
遺
体
は
ハ
ゲ
タ
カ
が
早
く
食
べ
に
く
る
と
い
わ
れ
て

お
り
、
鳥
葬
の
準
備
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

⑷
野
辺
送
り

　

一
般
的
に
は
鳥
葬
を
行
う
が
、
感
染
病
な
ど
特
殊
な
病
気
の
場
合
は
土

葬
を
行
う
。
ま
た
、
身
分
が
高
い
死
者
は
火
葬
を
行
っ
た
後
、
ス
ト
ゥ
ー

パ
を
建
立
し
骨
を
安
置
す
る
こ
と
も
あ
る
。

写真３　鳥葬
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鳥
葬
は
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
死
者
を
弔
う
方
法
で
あ
り
、
一

見
す
る
と
非
常
に
残
酷
な
光
景
で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
が
根
付
い

て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
死
を
迎
え
た
後
に
お
い
て
も
他
者
に
対

し
て
布
施
を
行
う
こ
と
で
、
亡
く
な
っ
た
人
の
功
徳
が
増
益
す
る

も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
高
地
特
有
の
厳
し
い
自
然
環
境
も
鳥
葬
が
定
着
し
て
い

る
要
因
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
木
々
な
ど
燃
料
が
少
な
い

環
境
で
は
簡
単
に
火
葬
が
で
き
ず
、
ま
た
極
度
の
寒
冷
地
で
は
、

遺
体
が
土
へ
還
る
に
は
長
い
時
間
を
必
要
と
す
る
た
め
、
場
合
に

よ
っ
て
は
環
境
負
荷
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
鳥
葬
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
は
排
除
で
き
、

厳
し
い
自
然
環
境
に
お
い
て
も
、
ハ
ゲ
タ
カ
な
ど
の
野
生
動
物
は

食
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
環
境
の
保
全
に
貢
献
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
お
い

て
も
、
鳥
葬
が
存
在
す
る
意
味
は
非
常
に
重
要
な
の
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

写真４　火葬時の仏舎利塔
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⑸
ツ
ァ
ツ
ァ

　

高
僧
な
ど
身
分
の
高
い
死
者
は
火
葬
を
行
う
こ
と
が

多
く
、
火
葬
の
後
に
残
る
骨
を
用
い
た
ツ
ァ
ツ
ァ
と
呼

ば
れ
る
仏
像
を
た
く
さ
ん
作
る
。
こ
れ
は
、
火
葬
の
後

に
残
っ
た
骨
を
砕
き
、
土
と
合
わ
せ
て
団
子
状
に
丸
め
、

更
に
他
の
仏
舎
利
を
合
わ
せ
入
れ
て
形
を
整
え
た
後
、

仏
像
の
刻
印
を
押
し
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
家
族
や
近
親
者
が
行
う
内
容
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
死
期
の
迫
っ
た
当
人
の
心
を
安
ら
か
に
保
ち
、

他
界
後
の
生
を
守
ろ
う
と
す
る
愛
情
を
込
め
た
大
切
な

行
為
で
あ
る
が
、
善
趣
へ
赴
く
た
め
の
方
向
を
決
定
す

る
に
は
、
当
人
が
行
っ
た
心
身
の
罪
障
の
浄
化
や
祈
願

が
必
要
で
あ
り
、
宗
教
の
力
が
重
要
と
な
る
。
そ
こ
で

儀
礼
を
熟
知
し
た
僧
侶
や
行
者
に
葬
儀
を
依
頼
し
、
転

移
（
ポ
ワ
）
の
儀
式
な
ど
執
り
行
っ
て
も
ら
う
の
で
あ

る
。

写真５　ツァツァ
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２
．僧
侶
が
行
う
儀
式
・
役
割

　

こ
こ
か
ら
は
、
僧
侶
が
行
う
役
割
、
具
体
的
に
は
、
転
移
（
ポ
ワ
）
と
死
者
の
身
口
意
を
浄
化
す
る
た
め
の
仏
教
儀
礼
に
つ
い
て

述
べ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
追
善
供
養
で
あ
り
、
祈
願
（
ム
ン
ラ
ム
）
と
浄
化
儀
礼
の
２
種
類
が
あ
る
。

⑴
転
移
（
ポ
ワ
）

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
的
に
は
、
精
神
が
肉
体
を
離
れ
た
状
態
を
死
と
す
る
。
息
を
引
き
取
っ
た
状
態
で
、
一
見
死
ん
だ
よ
う
に
見
え
る

状
況
で
あ
っ
て
も
呼
吸
や
心
臓
が
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
、
意
識
は
身
体
に
残
り
、
瞑
想
状
態
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ

の
た
め
、
３
日
間
は
遺
体
を
外
に
出
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
家
族
も
多
い
。

　

ま
た
、
そ
の
意
識
が
外
へ
出
る
際
、
身
体
の
ど
の
場
所
か
ら
出
る
か
に
よ
っ
て
、
転
生
の
結
果
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、

意
識
を
頭
頂
へ
導
き
、
出
来
る
限
り
そ
の
場
所
か
ら
外
へ
出
す
た
め
に
、
古
代
イ
ン
ド
密
教
の
ナ
ロ
ー
六
法
と
い
う
行
法
に
基
づ
い

て
、
転
移
（
ポ
ワ
）
と
い
う
意
識
を
引
導
す
る
た
め
の
儀
式
を
行
う
。

　

こ
れ
は
、
家
族
が
高
僧
や
密
教
行
者
に
頼
む
儀
式
で
あ
り
、
お
礼
を
渡
し
て
執
り
行
っ
て
も
ら
う
。
遺
体
安
置
さ
れ
て
い
る
場
所

に
僧
侶
が
招
か
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
お
寺
に
い
る
僧
侶
が
場
所
を
移
動
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
で
行
う
場
合
も
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
儀
式
は
、
全
て
の
家
族
が
依
頼
す
る
内
容
で
は
な
い
。
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⑵
僧
侶
が
行
う
法
要
お
よ
び
葬
儀

①
祈
願
儀
式

　

チ
ベ
ッ
ト
の
葬
儀
で
は
、
自
宅
に
僧
侶
を
招
い
て
行
う
法
要
と
、
お
寺
に
出
向
い
て
行
う
法
要
が
あ
る
。
こ
の
法
要
は
、
死
の
直

後
の
識
を
安
楽
に
さ
せ
、
浄
土
や
仏
門
な
ど
に
導
く
た
め
の
祈
願
（Pran

4idhāna

）
で
あ
り
、
宗
派
に
依
ら
ず
行
う
儀
式
で
あ
る
。

　

宗
派
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
ゲ
ル
ク
派
に
お
い
て
は
９
つ
の
祈
願
の
経
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
別
な
楽
器
や
声
明
な
ど
を
伴
う

こ
と
な
く
、
祈
願
の
お
経
の
み
を
ゆ
っ
く
り
唱
え
る
。

　

こ
の
祈
願
を
唱
え
る
前
に
は
、
十
分
な
灯
明
を
用
意
し
祭
壇
を
作
る
。
そ
し
て
、
三
宝
の
帰
依
お
よ
び
発
菩
提
心
の
経
文
を
唱
え

て
か
ら
、
七
支
分
の
供
養
や
礼
拝
な
ど
の
行
法
を
行
い
、
三
十
五
仏
の
懺
悔
の
経
文
（spyi bshags / ltungs bshags

）
や
、
極

楽
浄
土
な
ど
の
祈
願
文
を
唱
え
る
。
真
言
宗
や
天
台
宗
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
十
三
仏
が
出
て
く
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
八
大

菩
薩
や
無
量
光
の
二
大
弟
子
が
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

　

こ
の
祈
願
文
は
、
死
者
が
死
後
の
世
界
、
つ
ま
り
バ
ル
ト
を
通
し
て
浄
土
へ
行
く
た
め
に
唱
え
る
も
の
で
あ
り
、
バ
ル
ト
の
時
に
、

阿
弥
陀
如
来
と
そ
の
二
大
弟
子
や
八
大
菩
薩
た
ち
が
現
れ
て
、
救
済
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
願
う
内
容
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ツ
ォ

ン
カ
パ
大
師
の
『
極
楽
往
生
願
文
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
臨
終
に
お
い
て
、
無
量
光
仏
（
阿
弥
陀
仏
）
と
菩
薩
衆
が
現
前
さ
れ
、
そ

の
と
き
私
は
勝
者
（
仏
）
と
菩
薩
た
ち
に
対
し
て
強
い
信
心
を
お
こ
し
、
ひ
ど
い
悲
し
み
と
い
う
苦
し
み
が
な
く
、
信
心
の
対
象
を

忘
れ
る
こ
と
な
く
念
じ
て
、
私
は
速
や
か
に
死
を
変
容
し
、
八
大
菩
薩
の
神
変
に
よ
っ
て
、
極
楽
浄
土
の
宝
な
る
蓮
華
か
ら
、
大
乗

の
種
姓
の
利
根
の
者
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
（
５
）

と
説
か
れ
た
内
容
が
あ
る
。

　

一
方
で
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
の
行
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
願
う
お
経
と
し
て
『
普
賢
行
願
讃
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
経
文
の
中
の

「
私
が
死
ぬ
時
に
な
っ
た
な
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
有
情
た
ち
に
多
く
の
利
益
を
為
し
ま
す
よ
う
に
」
（
６
）

ま
で
の
四
偈
頌
が
引
用
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さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

ゲ
ル
ク
派
で
は
、
こ
の
よ
う
な
経
文
を
九
種
類
唱
え
る
。
次
に
、
大
乗
仏
教
の
実
践
（
菩
薩
の
祈
願
）
や
誓
願
の
祈
願
文
の
一
覧

を
示
す
。
（
７
）

Ⅰ
「
普
賢
行
願
讃
」

Ⅱ
「
聖
弥
勒
祈
願
文
」

Ⅲ
「
極
楽
浄
土
の
祈
願
」

Ⅳ
「
初
、
中
、
後
の
（
善
な
る
）
祈
願
」

Ⅴ
「
入
菩
薩
行
の
廻
向
の
祈
願
」

Ⅵ
「
釈
迦
牟
尼
に
至
る
ま
で
の
祈
願
」

Ⅶ
「
弥
勒
色
の
祈
願
」

Ⅷ
「
主
な
勝
者
の
祈
願
（
八
大
菩
薩
へ
の
祈
願
）」

Ⅸ
「
大
楽
自
然
成
就
の
祈
願
」

　

た
だ
し
、
極
楽
浄
土
の
祈
願
は
宗
派
に
よ
っ
て
経
文
の
内
容
が
違
う
。
し
か
し
、
ど
の
宗
派
に
お
い
て
も
無
量
寿
経
と
阿
弥
陀
経

の
２
つ
に
基
づ
い
て
お
り
、
宗
派
ご
と
に
短
く
集
約
さ
せ
た
形
を
と
っ
て
経
文
と
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
の
研
究
は
、
現
在

は
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。

②
死
者
の
浄
化
儀
礼
（gShin po sbyang chog

）

　

葬
儀
で
は
、
死
者
の
身
口
意
を
浄
化
す
る
た
め
に
様
々
な
密
教
儀
式
を
執
り
行
う
が
、
そ
の
由
来
は
お
釈
迦
様
の
時
代
に
説
か
れ
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た
「
悪
趣
浄
化
タ
ン
ト
ラ
」
で
あ
る
。
そ
の
経
典
を
受
け
て
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
も
伝
統
的
に
同
様
の
儀
礼
を
行
う
習
慣
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
悪
趣
浄
化
タ
ン
ト
ラ
―D

urgatipariśodhana tantra

」（
８
）は
、
帝
釈
天
が
、
自
己
の
知
己
で
亡
く
な
っ
た
イ
ン
ド
の
神
ヴ

ィ
マ
ラ
マ
ニ
プ
ラ
バ
が
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
お
釈
迦
様
に
尋
ね
た
際
、
そ
の
境
遇
の

内
容
を
知
り
、
恐
れ
お
の
の
い
た
帝
釈
天
が
、〝
ヴ
ィ
マ
ラ
マ
ニ
プ
ラ
バ
や
悪
趣
に
苦
し
む
全
て
の
者
た
ち
が
、
苦
悩
の
連
続
か
ら

逃
れ
る
た
め
の
術
を
説
い
て
く
だ
さ
い
〟
と
お
釈
迦
様
に
懇
願
し（
９
）、
そ
の
願
い
に
対
し
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
イ
ン
ド
中
期
密
教
の
経
典
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
儀
式
は
、
密
教
行
者
や
僧
侶
が
死
者
の
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
金
剛
阿
閦
如
来
（rGyal ba rdo rje m

i ‘khrugs 

pa

）
や
普
明
大
日
如
来
（kun rig rnam
 par snang m

dzad

）、
ま
た
は
、
薬
師
如
来
や
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
の
儀
軌
（
文
献
）
と
、

そ
の
他
に
は
、『
白
傘
蓋
』、『
尊
勝
仏
母
儀
軌
の
陀
羅
尼
』
な
ど
の
経
典
に
基
づ
い
た
様
々
な
浄
化
儀
礼
が
存
在
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
葬
儀
で
は
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
を
葬
儀
の
中
で
執
り
行
う
。
今
回
、
筆
者
は
金
剛
阿
閦
如
来
の
浄
化
儀
礼
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
た
。

　

こ
の
浄
化
儀
礼
は
、
密
教
儀
礼
と
同
様
に
僧
侶
や
行
者
た
ち
が
、
自
分
自
身
を
金
剛
阿
閦
と
し
て
観
想
す
る
。
そ
し
て
、
曼
荼
羅

に
入
り
戒
律
を
受
け
て
、
金
剛
阿
閦
の
本
尊
瑜
伽
の
儀
軌）

1（
（

に
基
づ
き
浄
化
儀
礼
を
行
う
。
そ
の
後
、
七
支
分
の
供
養
の
準
備
を
行
う
。

　

こ
の
儀
礼
の
主
た
る
目
的
は
、
死
者
の
身
口
意
全
て
の
罪
障
と
様
々
な
障
害
を
浄
化
し
清
め
、
浄
土
や
阿
閦
如
来
の
境
地
に
導
く

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
僧
侶
や
行
者
た
ち
は
、
こ
の
儀
軌
を
行
う
た
め
次
に
示
す
前
行
を
行
う）

11
（

。

　

•

　

死
者
を
椅
子
に
座
ら
せ
る
な
ど
瞑
想
の
姿
に
整
え
、
手
を
合
掌
さ
せ
て
か
ら
、
亡
骸
に
死
者
自
身
の
蘊
、
処
、
界
を
明
確
に

そ
し
て
、
完
全
に
生
き
て
い
る
も
の
の
姿
と
し
て
招
い
て
、
そ
の
姿
の
形
で
安
置
す
る
（
図
１
）。
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•

　

そ
の
状
態
で
、
金
剛
阿
閦
の
曼
荼
羅
の
尊
格
や
三
宝

の
加
持
、
五
智
如
来
の
真
言
や
印
相
、
そ
し
て
念
誦

な
ど
に
よ
っ
て
完
全
に
加
持
す
る
。

　

•

　

死
者
の
意
識
に
呼
び
か
け
を
行
い
、
亡
骸
に
そ
の
意

識
を
入
れ
、
実
際
に
そ
の
中
に
い
る
と
観
想
し
な
が

ら
、
密
教
行
者
自
身
の
胸
か
ら
光
が
放
た
れ
る
と
観

想
す
る
。

　

•

　

死
者
の
生
前
の
名
前
の
最
初
の
一
文
字
を
取
り
、
そ

れ
を
本
人
の
姿
と
し
て
考
え
、
そ
こ
に
意
識
を
入
れ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
全
て
の
苦
し
み
か
ら
救
済
さ

れ
ま
す
よ
う
に
と
祈
願
す
る
。

　

•

　

死
者
の
頭
頂
、
喉
、
胸
にom

4, āh, hūm

4

の
三
つ
の

種
字
を
そ
れ
ぞ
れ
荘
厳
し
観
想
す
る
。
そ
し
て
、
真

言
を
唱
え
加
持
力
を
授
け
た
と
考
え
る
。

　

こ
の
前
行
が
終
わ
っ
た
後
、
忿
怒
尊
を
虚
空
に
お
招
き
し

て
、
死
者
の
罪
障
を
浄
化
す
る
。
そ
し
て
、
マ
ー
ラ
ー
に
対

し
て
、「
他
界
へ
転
移
（
転
生
）
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
全
て

図１　死者の瞑想の姿
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の
障
害
を
与
え
な
い
で
下
さ
い
」、「
邪
魔
を
し
な
い
で
下
さ
い
」
と
命
令
し
、
ト
ル
マ
供
養
を
し
て
お
祓
い
を
す
る
。

　

そ
の
後
、
前
行
に
よ
る
心
身
の
浄
化
が
終
っ
た
死
者
を
仏
門
に
導
き
、
善
趣
や
浄
土
、
ま
た
は
仏
国
土
な
ど
に
導
く
た
め
、
次
に

示
す
浄
化
儀
礼
の
幾
つ
か
を
行
う
こ
と
が
多
い）

12
（

。

　

Ⅰ
．
密
教
護
摩
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

Ⅱ
．
陀
羅
尼
と
真
言
の
念
誦
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

Ⅲ
．
浄
水
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

Ⅳ
．
灌
頂
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

Ⅴ
．
仏
国
土
に
導
く
浄
化
儀
礼

　

こ
れ
ら
の
浄
化
儀
礼
の
内
容
を
次
に
示
す
。

Ⅰ
．
密
教
護
摩
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

観
想
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

•

　

死
者
の
足
の
下
に
風
輪
が
あ
る
。

　

•

　

そ
の
風
輪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
死
者
の
臍
の
と
こ
ろ
へ
流
れ
、
臍
に
あ
る
智
慧
の
火
を
燃
え
さ
せ
、
胸
に
あ
る
種
字
、
罪
障
を

示
す
黒
い
パ
ム
字
に
当
た
り
、
燃
え
て
焼
き
尽
く
さ
れ
る
。

　

•

　

更
に
足
の
下
の
風
輪
か
ら
風
が
出
て
、
そ
れ
が
火
と
な
り
、
胸
の
パ
ム
字
に
あ
た
る
。
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•

　

パ
ム
字
に
あ
た
っ
た
も
の
は
鼻
か
ら
光
と
し
て
出
て
き
て
、
ゴ
マ
の
如
く
小
さ
な
粒
と
な
り
、
護
摩
材
と
な
る
。

　
•

　

護
摩
材
が
護
摩
焚
き
に
溶
け
込
み
、
焼
き
尽
く
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
観
想
し
、
死
者
の
罪
が
浄
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る）

13
（

。

Ⅱ
．
陀
羅
尼
と
真
言
の
念
誦
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

陀
羅
尼
や
念
誦
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
の
罪
障
、
特
に
三
悪
趣
に
落
ち
な
い
よ
う
に
浄
化
を
行
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

特
別
な
姿
を
得
ら
れ
、
仏
門
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
最
後
に
悟
っ
て
い
く
過
程
を
観
想
す
る
。
そ
し
て
、
す
み
や
か
に
世
尊
金
剛
阿

閦
の
仏
国
土
に
導
く
こ
と
を
祈
願
す
る）

1（
（

。

Ⅲ
．
浄
水
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

罪
障
の
浄
化
が
目
的
で
あ
る
。
曼
荼
羅
を
浄
水
に
よ
っ
て
浄
化
し
、
死
者
の
身
口
意
の
罪
障
を
浄
化
す
る
た
め
に
、
尊
格
の
金
剛

な
る
身
口
意
を
浄
化
し
た
と
観
想
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
死
者
が
金
剛
な
る
身
口
意
を
得
る
よ
う
に
祈
願
す
る
。

　

こ
の
時
、
死
者
の
身
体
そ
の
も
の
、
ま
た
は
浄
化
し
た
名
前
、
そ
れ
ら
が
な
い
場
合
は
、
人
形
や
写
真
な
ど
死
者
と
類
似
す
る
も

の
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
用
意
し
、
そ
れ
を
浄
化
儀
礼
の
対
象
と
し
て
儀
式
を
行
う
。
こ
の
儀
礼
の
目
的
は
、
大
乗
仏
教
の
六
波

羅
密
の
障
害
と
な
る
六
の
煩
悩
の
浄
化
で
あ
る）

15
（

。

Ⅳ
．
灌
頂
に
よ
る
浄
化
儀
礼

　

灌
頂
に
よ
る
浄
化
儀
礼
に
お
い
て
は
、
死
者
が
生
前
に
密
教
の
灌
頂
を
受
け
た
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
に
再
び
灌
頂
を
授
け
る
。
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受
け
て
い
な
い
人
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
完
全
な
灌
頂
を
授
け
ず
、
菩
薩
戒
と
三
昧
耶
戒
を
授
け
て
、
曼
荼
羅
の
秘
密
を
守
る
た
め
の

誓
い
を
立
て
さ
せ
、
曼
荼
羅
に
入
壇
す
る
許
可
を
与
え
、
本
尊
を
紹
介
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
功
徳
を
積
む
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
死
者
を
本
尊
と
し
て
生
起
し
、
そ
の
人
の
識
を
阿
字
と
し
て
完
成
し
、
そ
こ
か
ら
世
尊
金
剛
阿
閦
に
な
っ
た
と
観
想
を
行

い
、
本
尊
の
名
前
を
聞
い
た
だ
け
で
悉
知
を
完
成
し
た
と
考
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
方
法
で
死
者
が
功
徳
を
円
満
に
し
た
の
で
、
大
き
な
利
益
を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
浄
化
儀
礼
を
行
い
、
死
者
の
心
身

を
清
ら
か
に
し
て
浄
土
に
導
く
、
ま
た
は
完
全
な
る
阿
閦
如
来
の
悟
り
の
世
界
に
導
く
と
観
想
を
行
う）

1（
（

。

Ⅴ
．
仏
国
土
に
導
く
浄
化
儀
礼

　

こ
こ
で
は
、
死
者
に
浄
土
や
仏
国
土
の
荘
厳
さ
れ
た
世
界
観
と
そ
の
功
徳
を
言
い
聞
か
せ
、
強
い
信
心
と
善
趣
へ
転
生
す
る
こ
と

の
強
い
願
い
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
行
者
が
金
剛
阿
閦
如
来
に
礼
拝
と
帰
依
を
行
い
、
こ
の
死
者
を
仏
国
土
に
今
こ
そ
逝
か
せ

て
く
だ
さ
い
と
三
宝
に
強
く
祈
願
す
る
。

　

実
際
の
行
動
は
、
死
者
の
識
を
本
尊
と
し
て
生
起
し
、
世
尊
金
剛
阿
閦
如
来
か
ら
放
た
れ
る
光
の
鉤
に
よ
っ
て
引
導
し
、
そ
の
識

が
頭
頂
か
ら
出
て
仏
国
土
に
障
害
な
く
導
き
、
世
尊
阿
閦
如
来
の
蓮
華
台
の
生
化
と
な
り
、
菩
薩
た
ち
が
迎
え
入
れ
る
。
そ
し
て
、

死
者
が
世
尊
阿
閦
如
来
と
直
接
出
会
い
、
供
養
を
し
て
帰
依
と
礼
拝
を
行
い
、
説
法
を
聴
聞
し
、
仏
門
に
完
全
に
入
る
。
そ
の
後
、

死
者
は
衆
生
を
助
け
る
た
め
に
誓
願
を
立
て
発
心
を
起
こ
し
、
利
他
行
を
行
う
た
め
の
準
備
を
行
っ
て
い
く）

17
（

。

　

こ
の
よ
う
に
護
摩
な
ど
の
浄
化
儀
礼
に
お
け
る
祈
願
は
、
根
本
的
に
は
護
摩
の
薪
火
に
よ
っ
て
浄
化
す
る
内
容
で
あ
り
、
死
者
に

次
の
よ
う
な
美
し
い
言
葉
で
語
り
掛
け
る
。
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〝
五
蘊
の
薪
に
よ
っ
て
五
智
如
来
の
智
慧
の
火
が
つ
け
て
い
く
〟

〝
四
大
の
薪
に
よ
っ
て
四
人
の
母
尊
の
智
慧
の
火
を
つ
け
る
〟

〝
六
根
の
薪
に
よ
っ
て
諸
々
の
菩
薩
た
ち
の
智
慧
の
火
が
燃
え
て
、
六
境
の
薪
に
よ
っ
て
六
人
の
明
妃
の
智
慧
の
火
が
燃
え
る
〟

〝
身
口
意
の
薪
に
よ
っ
て
仏
陀
の
三
金
剛
の
火
が
燃
え
る
〟

〝
そ
し
て
、
三
仏
身
と
五
智
を
伴
っ
て
利
他
行
を
行
う
よ
う
に
〟

　

と
祈
願
す
る）

18
（

。
こ
れ
は
、
五
大
要
素
と
煩
悩
な
ど
の
心
を
一
体
化
さ
せ
た
密
教
的
な
観
法
だ
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
護
摩
の
火
と
加
持
し
た
浄
水
と
聖
な
る
言
葉
（
真
言
）、
最
勝
な
る
灌
頂
、
仏
国
土
へ
の
導
き
に
よ
っ
て
死
者
を

救
済
す
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
を
２
～
３
時
間
か
け
て
盛
大
に
行
う
。
こ
の
時
の
ご
本
尊
は
僧
侶
や
行
者
の
立
場
に
よ
っ
て

変
わ
る
た
め
、
以
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
薬
師
如
来
や
大
日
如
来
、
金
剛
薩
埵
な
ど
様
々
お
ら
れ
る
。

　

葬
儀
が
行
わ
れ
た
後
、
家
族
や
近
親
者
た
ち
は
身
を
慎
む
行
動
を
と
り
、
お
供
え
を
し
、
施
餓
鬼
な
ど
を
行
う
。
僧
侶
や
行
者
た

ち
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
中
隠
法
要
と
一
周
忌
な
ど
の
儀
式
（
年
忌
）
を
行
う
の
で
あ
る
。

３
．中
隠
法
要
と
年
忌

　

チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
中
隠
法
要
と
年
忌
は
、
亡
く
な
っ
た
日
か
ら
一
週
間
後
（
初
七
日
）、
二
週
間
後
、
三
週
間
後
、
四
週
間
後
、

合
わ
せ
て
四
回
の
追
善
供
養
を
行
う
。
こ
れ
は
、
死
者
が
三
善
趣
や
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
祈
願
し
、
功
徳
を
積
む
た
め
に

行
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
倶
舎
論
』
に
よ
る
と
、
識
が
中
有
に
な
く
な
る
の
は
第
三
週
目
で
あ
り
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
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こ
の
時
期
に
該
当
す
る
三
週
間
後
の
法
要
は
盛
大
に
行
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
七
週
間
後
（
四
十
九
日
）
に
は
、
中
有
の
生
の
期
間
が
な
く
な
り
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
、
ツ
ォ
ク
コ
ル
（
供
養
儀

式
）
と
盛
大
な
る
灯
明
供
養
を
行
う
。
家
族
や
近
親
者
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
無
事
に
済
ん
だ
と
受
け
止
め
、
感

謝
と
喜
び
を
も
っ
て
多
く
の
供
養
を
行
う
こ
と
が
多
い
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
葬
儀
に
関
わ
っ
た
全
て
の
人
々
に
対
し
て
、
家
族
が
お
礼
を
渡
し
て
い
く
。
僧
侶
に
は
お
布
施
を
、
親
戚
や

友
人
に
は
お
礼
の
カ
タ
ー
を
差
し
上
げ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る）

19
（

。

　

一
周
忌
で
は
、
家
族
や
親
戚
、
友
人
な
ど
数
人
が
僧
院
に
出
向
い
て
灯
明
な
ど
の
供
養
を
す
る
。
ま
た
家
に
数
人
の
僧
侶
を
招
き
、

祈
願
と
儀
式
を
お
願
い
し
て
修
法
し
て
も
ら
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
家
だ
け
で
は
な
く
僧
院
に
お
い
て
も
、
祈
願
の
読
経
を
あ
げ

て
も
ら
う
。
経
典
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
も
の
が
多
い
が
、
亡
く
な
っ
た
時
の
よ
う
な
盛
大
な
法
要
は
時
間
も
費
用
も
か
か
る
た
め
、

お
寺
の
状
況
や
家
族
の
経
済
的
な
負
担
な
ど
を
考
え
、
実
際
に
は
控
え
め
な
儀
式
を
執
り
行
う
こ
と
が
多
い
。

　

今
回
は
、
死
者
を
弔
う
と
き
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
ど
の
よ
う
な
葬
送
儀
礼
を
行
う
の
か
に
つ
い
て
、
在
家
の
家
族
や
近
親
者
、
そ
し

て
僧
侶
や
行
者
の
二
つ
の
立
場
か
ら
考
察
を
し
て
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
亡
く
な
っ
た
人
の
家
族
は
、
追
善
供
養
を
行
う
た
め
に
多
く
の
財
産
を
布
施
し
、
亡
く
な
っ

た
時
点
で
、
素
早
く
沢
山
の
お
寺
に
数
多
く
の
灯
明
を
布
施
す
る
。
こ
の
時
は
、
宗
派
に
依
る
こ
と
な
く
布
施
を
行
う
こ
と
が
一
般

的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
族
か
ら
依
頼
を
受
け
た
僧
侶
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
に
沿
っ
て
祈
願
と
誓
願
を
行
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
死
者
が
他
界
の
善
趣
や
極
楽
浄
土
に
障
害
な
く
赴
く
た
め
で
あ
り
、
密
教
行
者
や
僧
侶
た
ち
が
密
教
の
教
え
に
基
づ
き

な
が
ら
様
々
な
浄
化
儀
礼
を
行
う
こ
と
で
、
死
者
の
意
識
を
大
乗
仏
教
的
な
高
い
レ
ベ
ル
の
仏
門
の
道
に
導
き
、
解
脱
や
悟
り
の
境
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地
ま
で
救
済
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
社
会
で
は
死
後
の
世
界
も
今
生
と
同
じ
よ

う
に
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え
、
在
家
、
僧
侶
と
も
に
相
互
扶
助
の
関
係
で
葬
儀
を
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
、
家
族
の
死
も
自
分
の
人
生
の
一
部
と
し
て
責
任
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
亡
く

な
っ
た
後
、
よ
り
良
い
世
界
へ
見
送
る
の
は
、
残
っ
た
人
の
義
務
で
あ
り
、
愛
情
を
示
す
行
為
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
与
え
ら
れ
た

そ
の
義
務
を
精
一
杯
務
め
る
こ
と
は
、
残
っ
た
人
の
後
悔
も
自
然
と
少
な
く
な
り
、
現
代
に
お
け
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
人
々
の
習
慣
的
な
儀
礼
と
な
っ
た
葬
儀
に
お
い
て
も
、
仏
教
と
い
う
宗
教
信
仰
が
長
く
続
く
中
で
、
そ
の
影
響
が
反
映

さ
れ
て
き
た
と
見
受
け
ら
れ
、
興
味
深
い
内
容
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

註（
１
）Cf. Sangay T

. （1974

）；
P. 1. （kha skad la: “gtam

 gyi tha 
m

a kha chem
s dang/ zas kyi tha m

a ‘phel gdung dang/ 
btung ba’i tha m

a byin rten red”// ces zer srol yod pa 
red

）；
O

noda Sh. （1992

）；
P. 206.

（
２
）Cf. Sangay T

.  （1974

）；
P. 5. O

noda Sh. （1992

）；
P. 210.

（
３
）Cf. O

noda Sh. （1992

）；
P. 210‑11.

（
４
）Cf. Sangay T

. （1924

）；
P. 1（‑11

（
５
）Cf. Sherig P. （2004

）；
“nam

 zhig tshe yi ‘du byed gtong 
ban a/ ‘khor tshogs rgya m

tshos bskor ba’i ‘od dpag 

m
ed// m

ig gi lam
 du gsal bar m

thong gyur te// dad 
sogs snyings rjes bdag rgyud gang bar shog// bar do’i 
snang ba shar ba gyur m

a thag// rgyal sras brgyad kyis 
m

a nor lam
 bstan te// bde ba can skyes nas sprul ba 

yis// m
a dag zhing gi ‘gro ba ‘dren gyur cig”// P. 469, l.5

～1（.
（
６
）Cf. Sherig P. （2004

）；
“bdag ni ‘chi ba’i dus byed gyur pa 

na/ sgrib pa tham
s cad dag ni phyir bsal te/ m

ngon sum
 

snang ba m
tha’i yas de m

thong nas// bde ba can gyi 
shing der rab tu ‘gro / P. 492, lb2‑493, l.5
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（
1（
）Y

ongs ‘dzin Y
e shes G. （T

BRC

）；
bCom

 ldan ‘das rdo rje 
m

i ‘khrugs pa’i sgo nas sbyang chog bay ba’ i tshul/ T
har 

pa’I lam
 ston zhes bya ba// T

oh. N
o. 6039

（
11
）Y

ongs ‘dzin Y
e shes G （T

BRC

）；
P. 356. l5‑358. l4.

（
12
）
浄
化
儀
礼
の
実
際
（
本
行
）
に
は
五
種
類
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

１
）sBying sreg gi sgo nas sdig sgrib sbyang ba/

　
　
　

２
） phyir bzlog brab sN

gags kyi sgo nas sdig sgrib 
sbyang ba/

　
　
　

３
）K

hrus kyi sgo nas sdig sgrib sbyang ba/

　
　
　

４
）sM

in byed dbang gi sgo nas dig sgrib sbyang ba/

　
　
　

５
） Grol byed spor chog gi sgo nas dig sgrib sbyang ba// 

T
BRC

（yongs ‘dzin Y
e She G.

）. P. 361‑375.

（
13
）Y

ongs ‘dzin Y
e shes G. （T

BRC

）；
P. 358

（
1（
）
同　

P. 361L3‑362L5.

（
15
）
同　

P. 362L5‑364L1.

（
1（
）
同　

P. 364L1‑371L2.

（
17
）
同　

P. 371L2‑372L2.

（
18
）
同　

“gson cig dgongs shig/ rigs kyi bu/ X
2/ phung po 

lnga yi bud shin la/ rGyal ba lnga’i m
e sbar ro// ‘byung 

ba bzhi yi bud shin la/ lham
o bzhi yi m

e sbar ro// dbang 
po drug gi bud shin la/ byang chub sem

 dpa’i m
e sbar 

ro// yul rnam
 drug gi bud shin la/ lham

o drug gi m
e 

sbar ro// lus ngag yid gsum
 yi bud shin la/ rG

yal ba’i 

（
７
）
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
ゲ
ル
ク
派
の
葬
儀
に
お
い
て
唱
え
る
祈
願
文
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

Ⅰ
．sPyi bshags / lT

ung bshags // T
oh. N

o. 6839.

　
　
　

Ⅱ
．bZang po spyod pa’i sm

on lam
 gyi rgyal po// T

oh. N
o. 

6940.

　
　
　

Ⅲ
． ‘Phags pa byam

s pa’i sm
on lam

 / /M
aitreya‑pranidhana ; 

T
oh. N

o. 6941.

　
　
　

Ⅳ
．bD

e ba can du skye ba’i sm
on lam

/ / T
oh. N

o. 6944.

　
　
　

Ⅴ
．Thog m

tha’ bar gyi sm
on lam

 // T
oh. N

o. 6943.

　
　
　

Ⅵ
． sPyod ‘jug sm

on lam
/ （Bodhicaryavātara

）；
T

oh. N
o. 

6942.

　
　
　

Ⅶ
．Ji srid thub m

chog m
a/ T

oh. N
o. 6945.

　
　
　

Ⅷ
．bY

am
s pa’i sku gzugs // T

oh. N
o. 6946.

　
　
　

Ⅸ
．gT

so rgyal m
o// T

oh. N
o. 6939

　
　
　

Ⅹ
．bD

e chen lhun grub m
a// T

oh. N
o. 6947.

（
８
）『
悪
趣
浄
化
タ
ン
ト
ラ
―D

urgatipariśodhana tantra
』
に
つ
い

て
は
多
く
の
研
究
論
文
お
よ
び
翻
訳
が
あ
る
が
、
今
回
は
桜
井
宗
信

氏
の
研
究
、
特
に
死
者
に
関
す
る
追
善
供
養
を
参
考
に
し
て
い
る
。

英
訳
に
お
い
て
はcf. Skorupski T

. （1983

）
の
著
作
も
あ
る
。

　
　
　

こ
の
経
文
の
詳
細
は
、Sakurai M

. （2005

） P. 131‑160.

で
解
説

し
て
い
る
。
ま
た
、
中
島
のN

akashim
a K

. （2012

） 
Buddhaguhya

やĀ
nandagarbha

の
注
釈
を
中
心
に
、
詳
し
い

研
究
論
文
が
あ
る
。

（
９
）Cf. Sakurai M

. （2007

）；
P. 137‑138.
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sku gsum
 m

e sbar ro/ sku gsum
 ye shes lnga ldan du/ 

‘Gro ba’I don du ‘gyur bar shog // P. 374l4‑l6.‑
（
19
）
同　

P. 372L2‑374L3.
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