
プ

ラ

マ
ー

ナ
プ

ー

ル

テ

イ

カ
に

お

け

る

a
n
n
p
a
l
a
b
d
h
i
に

つ

い
て

(
伊

原
)

プ

ラ

マ
ー

ナ

ブ

ー

ル

テ

ィ
カ

に

お

け

る

a
n
u
p
a
l
a
b
d
h
iに

つ

い
て

伊

原

照

蓮

法
構
は

ニ
ャ
ー
ヤ
ビ
ソ
ド

ゥ
に

諭

い

て

a
n
n
p
a
la
b
d
h
i(
不
可
得
)

の
説

明
に
關
連
し
て

「
事
物
が
存
在
す

る
場
合

に
は
、

そ
れ

(
=
不
可
得
)
は
起
ら

な

い
が
故

に
」

(
I
I
.
2
7
)
と
言
う
。
印

ち
法
檎

に
お
い
て
は
、

現
量

の
樹
象

は

存
在

の
み
で
あ
り
、

從

つ
て
常

に
現
量
智

は
肯
定

(v
id
h
i)

で

あ

つ

て
、
事

物

の
無
は
現
量

の
樹
象
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
例

え
ば

「
こ
こ
に
火
が
な

い
」
と
言
う
場
合
に
、
我

々
に
知
畳
さ
れ
る

の
は
室
盧
な
場
所

そ
の
他

で
あ

つ

て
、
な

い
火
を

こ
こ
に
知

畳
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
結
局

こ
れ
は
、
想
像
さ

れ
て
い
た
火
が

こ
こ
に
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
昧
す

る
に
外
な

ら
な

い
。
若
し

實
際

に
火
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

れ
は
現
に
そ
こ
に
認

め
ら
れ
得

る
も

の
で
あ

つ
て
、
「
こ
こ
に
火
が
な
い
」

と
は
言
わ
れ
得
な

い
。
こ

の
こ
と
を
更

に

押

し

つ
め
て
い
く
と
、

結
局

「
こ
こ
に
な

い
も

の
」
印

ち
現

に
こ
こ
に
は
認

め
ら
れ

な

い
も

の
と
は
、

「
想
像

さ
れ
た
火
」

に
外
な
ら
な

い
こ
と

に

な

る
。
而

し
て

「
想
像

さ
れ
た
火
」
と
は
換
言
す

れ
ば
、

火

の
観

念
で
あ
り
、

印
度
的
表
現
を

用
う

れ
ば
、
火

と

い
う
言
葉

の
意
味

(
s
a
b
d
a
-
a
r
t
h
a
)
で

あ
る
。

つ
ま

り

言

葉

の
意
味
は
不
可
得
で
あ

る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

ニ
ャ
ー
ヤ
ビ

ン
ド

ゥ
で
の

説

明
の
仕
方
は
、

量
或

は
否
定

の
因
と
し
て

の
不
可
得

の
読

明
で
あ

つ
て
、
語

の
意
昧
の
性
質

の
吟
味
と

い
う
形

で
は
説
か
れ
て

い
な

い
。
然
る
に
プ

ラ

マ
ー

ナ
プ
ー
ル
テ
ィ
カ
第

一
章

爲
自
比

量
品
に
お
い
て
は
、

量
と
し
て

の
不
可
得

の

読
明

の
箇
所
は
、

註
糧
家

に
よ

つ
て

「
語

の
考
察

(
s
a
b
d
a
-
c
i
n
t
a
)
」
の

中

に

含
め
し
め
ら
れ

て
い
る
。

何
故
な
ら

不
可
得

の
考
察

(a
n
n
p
a
l
a
b
d
h
i
-
c
i
n
t
a
)

は
語

の
意
味
の
性
質

の
吟
味
を
含

む
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
か
か
る
吟
昧
は
、

「
勝
因
等
は
存

在
し
な

い
。
不
可
得

の
故

に

(n
a
 sa
n
ti
 p
ra
d
h
a
n
a
d
a
y
o

n
n
p
a
la
b
d
h
e
h)」
と

い
う
陳

那
の
言
葉

の
槍
討
救
繹

に
關
蓮

し

て
行

わ

れ

(
1
)

る
。

そ
れ
故

本
稿

で
は
そ
の
箇
所
に

つ
い
て
少
し
く
考
察
を
加
え

て
み
た

い
。

さ
て
上
述

の
法
構

所
引

の
陳
那

の
言
葉
は
正
理
門
論

に
も
見
出
さ
れ
る
。

そ

こ
で
今
便
宜
上
、

正
理
門
論

に
お
け
る
陳
那

の
所
読
を
先
ず
明

か
に
し
、

次

い

で
こ
れ
と
甥
比
し
な
が
ら
法
構

の
圭
張
を
み
て

い
き

た
い
と
思
う
。

陳
那

は
先

ず
次

の
よ
う
な
疑
問
を
提

出
す
る
。

印
ち
、
最

勝

(
=
勝
因
)
を

無
と
な
す
場

合

に
、
不
可
得

の
故

に
と
い
う

理
由
を
立
て
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う

か
と
。

何
故
な
ら

こ
の
論
謹
は
有

法

(
=
勝
因
)
を
成
立
せ
し
め
る
も

の
で
は
な

い
か

ら
で
あ
る
。

有
法
た
る
宗

は
立
者
敵
者
共
許

の
も

の
で
本
來
な
け

九
ば
な

ら
な

い
わ
け

で
あ
る
が
、

上
述

の
如
き
立

言
を
示
す
者
は
、
勝
因

を
認

め
て

い
な

い

の
で
あ

る
か
ら
、

そ

の
立
場
か
ら
か
く
言
う

こ
と
は
不
都

合
で
あ

る
よ
う

に
見

え
る
。

こ
れ
に
樹
し
て
陳
那
は
次

の
よ
う
に
答
え
る
。

こ

の
場
合
無
と
な
す

の

も
、

假

に
不
可
得

の
法
を
安
立
す

る

の
み
で
あ
り
、

そ
れ
故

有
法

の
過
も

な

い

の
で
あ
る
と
。
印
ち
勝
因

の
存
在
を
認
め
な
い
者

が
、
勝
因

と

い
う

宗

を

立
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て
、

不
可
得
故

と

い
う
理
由
を
墨
げ
る

の
は
、
假

に
そ
う
す
る

の
で
あ

つ
て
、

實

は
こ
れ
は
有

法
を
成

立
せ
し
め
る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ

る
。

法
稔
も
同

じ
く
こ

の
立
言
を
と
り
上
げ
る
。

そ
し
て
次

の
よ
う

に
問
う
。

樹

象
が
な

い
の
に
、

そ

の
勢
象
を
表
わ
す
表
現
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
換

言
す

れ
ば
勝

因
と

い
う

野
象

が
な
し
と
否
定
せ
ら
れ
る
場
合

に
、
勝
爵
と

い
う

有
法
を
表

わ
す
表

現
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
な

い
。
何
故
な
ら
所
詮

(v
a
o
y
a
)

な
く
し
て
能
詮

(v
a
o
a
k
a
)
の
用

い
ら
れ
る

こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た

鶏
象

が
な

い
の
に
そ

の
否
定
が
行
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
有
り
得
な

い
。

一
膿

勝
因
と

い
う
よ
う
な
非
有

の
言
読

(v
y
a
v
a
h
a
ra
)

は
如

何
に
し
て
成
立
す
る

の
か
。

ま
た
そ
れ

の
否
譜
疋
が
ど
う
し

て
あ
る

の
か
と
。

か
か
る
疑
問

に
封
し
て

法
構

の
答
え
る
と
こ
ろ
は
大
要
次

の
如
く
で
あ
る
。
語

の
意

昧
は
無
始
以
來

の

習
氣
よ
り
生
じ
た
分
別
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
た
も

の
で
あ

つ
て
、

そ
れ
が
有

と
無
と
有
無

の
爾
者
に
依
存
す

る
に
從

つ
て
三
種

の
性
質
を

持

つ
。
例

え
ば
有

に
依
存
す
る
ど
語
と
は
布
等

の
語
、

ま
た
無
に
依
存
す

る
も

の
と
は
兎
角
等

の

語
、

有
無

の
爾
者
に
依
存
す

る
語

と
は
、

勝
因
、

自
在
神

(i
sv
a
r
a
)
等

の
語

(
2
)

で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
今
、

勝
因

と
い
う
語

の
意
味
を
外
的
事
物

を
質
量
因
と
し

て
持

つ
も

の
と
考

え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
不
可
得
で
あ
る
。

然
し
な

が
ら
こ
の

場
合
、

勝
因
と

い
う
語

の
意
味

が
否
定
さ
れ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
。
語
を

使
用
す
る
と

い
う

こ
と
は
、

そ
の
意
味
を
相
手
に
想
起
せ
し

め

る

爲

で

あ

る

故
、

語
が
使
用
さ
れ
る
以
上
、
語

の
意
昧
が
な

い
と

い
う
こ
と
は
な

い
。

こ
れ

を
今

の

「
勝
因
は
存

在
し
な

い
。

不
可
得

の
故
に
」
と

い
う
例
に

つ
い
て
言

え

ば
、

若
し

こ
の
立
言
が
勝
因

と
い
う
語

の
意
昧
を
否
定
す

る

の
で
あ
れ
ば
、

勝

因
と

い
う
有
法

の
語

そ

の
も

の
が
不
成
立
に
な

つ
て
し
ま
う
故

に
、

こ

の
立
言

に

お
け
る
有
法
と
法

の
全
鐙

が
不
成
立

に
な

つ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
う

で

は
な
く
し
て
、
語

が
使

用
さ
れ
る
か
ら

に
は
、

語

の
意
味
は
分
別
と
し
て
は
有

で
あ

る
が
、

敷
用
性

(a
r
t
h
a
k
r
i
y
a
)
な

き

が
故

に
、
外
的

に
は
無

で
あ

る
と

い
う

に
す
ぎ
な

い
。

そ
れ
故

「
勝
因
は
存
在
し
な

い
。
不
可
得

の
故

に
」
と
い

う

立
言
は
、

前
述

の
如
く
外
的
事
物
を
質
量
因
と
す
る
も

の
と
し
て
は
認
め
ら

れ
な

い
、
と

い
う
意
味
に
解
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
始
め

て
成

立
す

る

の

で

あ

る
。

こ
こ
で

「
な
し
」
と
否
定
せ
ら
れ
る
の
は
、

分
別
と
し

て
有

で
あ
る
語

の

意
味
で
は
な
く
し
て
、
外
的
事
物
に
依
存
す
る

と
解
さ
れ
た
、

勝
咽
と

い
う
語

,

の
意
味
樹
象

で
あ
る
。
然

し
か
く

の
如

く
理
解
ず
る

こ
と

に
よ

つ
て
成
立
す
る

こ
の
論
謹
も
、
超

経
験
的
な
も

の
と
し
て

の
勝
因

の
無
を

示
す
も

の
で
は
勿
論

な

い
。
超

経
験
的
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
我

々
の
論

理
の
立
場

か
ら
、

そ

の
有

無
を
決

定
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
法
構

の
所
論

の
大
要

で
あ
る
。

こ
こ
で
先
ず

注
意

さ
れ
る
べ
き

は
、

陳
那
に
お

い
て
事
物

の
問
題

で
あ

つ
た
も

の
が
、

法
構

に
お

い
て
は
語

の
問
題

と
さ
れ
て

い
る

こ
と
で
あ

る
。
陳
那
に
あ

つ
て
は
、
勝
因

の
存

在
を
否
定
す
る

の
に
、

こ
の
よ
う
な
、

甥
象

と
し

て
は
存
在
し
な

い
と
こ
ろ

の
勝
因

を
有

法
と

し

て
表
現
す
る

の
は

不
都
合
で
あ

る
と
さ
れ
た
。

そ
れ
故

か
か
る
立
言
は
假

に

示
さ

れ
る

の
で
あ

つ
て
、
實

は
有
法
を
成
立
せ
し
め
る
も

の
で
は
な

い
と
言
わ

れ
た
の
で
あ

る
。
陳
那
は
勝
因

と
い
う
も

の
、
封
象
に

つ
い
て
か
く
説
く

の
で

あ
る
。

こ
れ
に
封

し
て
法
構
は
、
有

法
た
る
勝
因
は
實
は
語

に
外
な
ら
な

い
と

す

る
。

そ
し

て
語

の
意
味
は
分
別

に
基

い
た
存
在

で
あ
り
、

語
が
使
用
さ
れ
る

か
ら
に
は
語

の
意
味
は
否
定
さ
れ
な
い
も

の
で
あ
る
故
、

假
令
も

の
或
は
翼
象

と
し
て
の
勝
因

が
存

在
し
な
く
と
も
、

勝
因
と

い
う
語
を
用

い
る

こ
と
は

一
向

に
差
支
え
が
な

い
。

か
く
考
え
れ
ば
、

所
詮
な
く
し
て
能
詮

が
用

い
ら
れ
る

こ

と
は
な

い
、

と
い
う
反
駁
は
安
當

し
な
く
な
る
。

勝
因
と

い
う
語

の
所
詮
、
即

ち
意

味
は
分
別
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
存

在
で
あ

つ
て
、

も

の
或
は
饗
象

で
は

な

い
か
ら
で
あ

る
。
從

つ
て
ま
た
、
勝
因

の
存
在
を
認
め
な

い
立
場

の
者
が
、

プ

ラ

マ
ー

ナ
ゾ

ー

ル

テ

ィ

カ

に
お

け

る

a
n
n
p
a
la
b
d
h
i
に

つ

い
て

(
伊

原

)
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プ

ラ

マ
ー

ナ
ゾ

ー

ル

テ

ィ

カ
に

お

け

る
a
n
u
p
a
l
a
b
d
h
i
に

つ

い
て

(
伊

原
)

勝

因
と

い
う
有

法
を
立

て
る

こ
と
は
決
し
て
不
都

合
で
は
な

い
。
勝
因

と
い
う

の
は
語

だ
か
ら
で
あ

る
。
以
上

の
如
き
、

陳
那
と
法
構

に
お
け
る
所
論
の
差
異

は
、

前
者
が
、
勢
象

と
し
て
の
勝
因

の
有
無
と

い
う
形

で
問
題
を
論
ず

る
に
野

し

て
、
後
者

は
、
勝
因

と
い
う
語

の
意
味
内
容

の
分
析

と
い
う
形
で
こ

の
問
題

を
解
決
ぜ

ん
と
す

る
と
い
う
、

爾
者

の
態
度

の
相
異
に
露
着
す
る
と
言
う

こ
と

が

で
き
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、

法
構
に
あ

つ
て
は
、
所
分
別

で
あ
る
と
共

に
個
人

の
随

意
的

分
別
を

は
な
れ
た
、

印
ち
超
個
人
的
な

語

の
意

味

の
領
域

-
何

故
な

ら
語

は
意
味
を
他

に
想
起
さ
せ
る
爲
に
用
い
ら
れ
る

の
で
あ

る
か

ら
-
換

言
す

れ
ば
概

念
の
領
域

が
確
立
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
と
も
み
ら

れ
よ
う
。

さ
て
上
述

の
如

く
法
構

に
と
つ
て
、
勝
因
は
語
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か

ら
、

陳
那
の
示
す

「
不
可
得

の
故

に
」

と
い
う
理
由
は
、
法
禰
に
と

つ
て
は
、

勝
因
と

い
う
語

の
意
味
が

不
可
得

で
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な

つ
て
し
ま
う
。

然

る
に
勝
因

と

い
う
語

が
用

い
ら
れ

て
い
る
以
上
、

勝
因
と

い
う
語

の
意
味
が
無

で
あ
る

こ
と
は
で
き

な

い
。
そ
こ
で
、
陳
那

の
言
う

「
不
可
得
」

は
、
事
物

に

依
存
す
る

こ
と
な
き
も

の
、
換

言

す

れ

ば

所
分
別

(k
a
lp
it
a
)

の
意
味

に
理

解

さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
法
禰

は
言
う
。

か
く
し

て
陳
那

の
読
く

「
勝
因

不
可

得
」

は
、
法
構
に
よ
れ
ば

「
勝
因

所
分
別
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
而
も
勝
因

と

い
う
所
分
別
は
外
的
事

物
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
が
故

に
、

法
構

は
こ
れ
を
不
可
得
と
な
す

の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
つ
て
法
構

の
言

う
不
可

得
が
所
分
別
に
外
な
ら
ず
、

從

つ
て
そ
れ
は
語

の
意
味
で
も
あ
る
故

に

「
不
可

得

の
考
察
」

が

「
語

の
考
察
」

の
中

に
含
ま
れ

て
い
る
所
以
も
首
肯
さ
れ
る

こ

と
と
思
う
。

所
分
別
を
特
に
實
在

へ
の
依
存
な
き
も

の
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら

え
て
、

こ
れ
を
不
可
得
を
り

と
な
す
法
構

の
見
解
は
、
現
量

の
封
象
が
有

の
み

で
あ

つ
て
無
は
現
量

の
樹
象

と
は
な
ら
な

い
と
な
す
彼

の
根
本
的
立
場
か
ら
當

然
蹄
結
す
る
圭
張
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

ま
た
法
構
は
不
可
得
を
特
に
因

の

一

つ
に
藪

え
て
い
る
が
、

こ
の
因
は
そ
れ
が
事
物

と
し
て

の
無
を
讃
す

る
も

の
で

あ
り
、
敵

者

の
圭
張
を
破
す
る
に
好
都

合
な
因

で
あ

る
こ
と
も
看
過
さ
る

べ
き

で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

語

の
意
昧
が
比
量
、
所
分
別

に
外
な
ら
な

い
こ
と
は
既

に
陳
那

に
よ

つ
て
力

読

さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ

つ
た

(
集
量
論
第

五
章

の
所
読
)
。
が

そ

れ

に
も
拘
わ

ら
ず
、

勝
因

の
無

の
論
謹

に
お
い
て
彼

は
勝
因
と

い
う

封
象

の
有
無
を
問
題

に

し
て
、
そ
れ
が
所
分
別
に
外
な
ら
な

い
と

い
う
見
解
は
こ
こ
で
は
採
用
さ

れ
て

い
な

い
。

こ
れ
に
勢
し
て
法
構
は
、

勝
因
を
所
分
別
と
し
て
の
語

に
外
な
ら
ず

と
な
し
、

從

つ
て
事
物

と
し

て
は
無

で
あ
る

と
読

い
た
わ
け
で
あ

る
。

こ
れ
は

陳

那
に
お
い
て
は
、

語
は
所

分
別
と
さ
れ
な

が
ら
、

そ
れ
が
充

分
徹
底
せ

ら
れ

て
お
ら
な

か
つ
た
、
換
言
す

れ
ば
、

語

乃
至
概
念

の
領
域
が
確

立
さ
れ
て
お
ら

な
か

つ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
法
構

の
な
し
て

い
る
如

く
本
來
は
爲
自
比
量

の
問
題

と
せ
ら

る
べ
き

ア
ポ
ー

ハ
読
が

陳

那

に

お

い

て

は
、

別
に
論
ぜ
ら
れ
て
爲
自
比
量
品
に
含

ま
し
め
ら
れ
な
か

つ
た
黙

に

つ
い
て

も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
勝
論

の
句
義

に
鞠
す

る
批
釧

の
中
に
も
同
檬
な
態

度
が

見
出
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
即

ち
陳
那
は
正
理
門
論

で
、
實
句
義
を
他

の
徳
業

有
句
義
等
と
共

に
似
現
量
と
な
し
て

い
る
。

こ
れ
に
樹

し
て
寂
護
及
び
蓮
華
戒

は
、
自
性
不
可
得
因
を
以

て
實
句
義
を
否
定
す
る
論
謹

を
、
佛
教
論
理
學
派
に

お
け
る
從
來

の
圭
張
と
し
て

示

し

て

い
る

(
T
S
.
 
5
5
6)
。
印
ち
徳
及
び
部
分

(
=
極
微
)
以
外

の
、
實
薩

と
い
う
別

の
も

の
は
、

経
験

の
領
域
内

に
お
い
て

は
認

め
ら
れ
な

い
故

に
存

在
し
な

い
と
言
う

の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
實
句
義

は
不

可
得
所
分
別
な
り

と
な
す
わ
け

で
あ
る
。

か
か
る
見
地
よ
り
す

る
實
句
義

の
批
到

は
、
寂
護
並
に
蓮
華
戒

の
叙
述

の
仕
方
、

及
び
論
鐙

の
内
容

か
ら
見

て

法
稻

以
來

の
も

の
と
思
わ
れ
る
。

陳
那

は
語

の
意
味
を
所
分
別
と
し
な

が
ら
、
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而
も
實
句
義
を
似
現
量

の
中
に
含
ま
せ
て
い
る
。
も

つ
と
も
陳
那

に
器
い
て
似

現
量
と
は
分
別
の
加
わ

つ
た
も

の
と
さ
れ
る
。
然

し
な

が
ら

そ
れ
は
陽
焔
を
水

と
見
誤

る
如
く

に
、
境

に
封
し
て
分
別
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、

從

つ
て
實
句

義

が
似
現
量
な
り
と
言

わ
れ
る
時
、

分
別

の
加
え
ら
れ
る
何
等

か
の
も

の
、
封

象

が
そ

こ
に
は
考
え
ら
れ
て

い
る
わ
げ
で
あ
る
。

こ
れ

に
樹

し
て
實
句
義
が
不

可
得
な
り
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
實
句
義

は
全
く

の
語

で
あ
り
、

從

つ
て
そ
れ

は
所
分
別
と
し
て
有

で
あ
る
が
、
事
物
と
し
て
は
無

で
あ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ

に
も
、

或
る
意
昧
で
陳
那

の
不
徹
底
な
態
度

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

こ

れ
に
野

し
て
法
構
は
所
分
別
不
可
得

と
し
て

の
語

の
意
味

乃
至
概

念
の
領
域
を

確
立

し
た
と
み
る

こ
と
が
で
き

よ
う
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
上
述

の
、
陳
那

の

所
読

に
勢
す
る
法
構

の
訂
正
救
繹

の
中
に
も
充
分
認
め
得
る

よ
う

に
思
う
。

ま

た
所
分
別
、
即

ち
語

の
意
味
内
容
を
實
在
と

の
關
蓮

に
、お
い
て
分
析
す
る

法
構

の
態
度
は
、

今
日

の
論
理
實

謹
圭
義
な
ど
と
樹
比
し
て
も
甚
だ

興
味
深

い
も

の

が
あ
る
。

1
.
 P
v
.
2
0
7D
-
2
1
5
A

(
但
し

K
a
rn
a
k
a
g
o
m
in

の
繹

を
附
し

た
出

版
本

に

ょ

る
)
。
こ

の
箇

所

は
R
a
h
u
l
aの
科

丈

に

ょ

れ
ば
、
S
a
b
d
a
-

o
in
ta

の
中

に
含
ま
れ

る

(
P
V
.
 
頚

の
み
、
及

び

M
a
n
o
ra
th
a
-n
a
n
d
in

繹
を
附
じ
た
P
V
.
の
出
版
に
お

い
て
竜
同
檬
)
。
R
a
h
u
l
a
は

こ
の
科
丈
を
、

諸

々
の
註
糧

に
基

づ

い
て
行

つ
た
竜
の
で
あ

る

と
言

う
。
o
f
.
 
A
p
p
e
n
d
ix

to
 J
D
O
R
S
.
 vo
l.
 X
X
I
V
.
 
P
re
fa
o
 
X
I
.

2
.
 M
a
n
o
r
a
th
a

の
掲
げ

る
例

(
本
稿
に

つ
い
て
は
宗

教
研
究

に
近
く
掲
載

豫
定

の
拙
稿
参
照
。

本
稿

は
昭

和

二
十
八
年
度
丈
部
省
科
學

研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成

果
」報
告

の

一
部

で

あ
る
)
。

プ

ラ

マ
ー

ナ

ゾ

ー

ル
テ

ィ

カ
に

お

け

る

a
n
u
p
a
la
b
d
h
i
に

つ

い
て

(
伊

原

)
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