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良
算
の
唯
識
思
想

の
特
異
性

-
摂

用
帰
体
の
重
視
-

城

福

雅

伸

一

日
本
唯
識
は
貞
慶

(
一
一
五
五
-
一
二
一
三
)
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、

(1
)

良
遍

(
一
一
九
四
-
一
二
五
二
)
か
ら
大
き
く
変

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し

か
し
良
遍

は
貞
慶
か
ら
見
て
孫
弟
子
に
あ
た
り
、
貞
慶
と
良
遍

の
問
は

(
2
)

現
在
殆
ど
不
明
な
状
態
で
あ
る
。
貞
慶

に
は
良
算
(
-
)
と

い
う
極

め
て
優
れ
か
つ
独
創
的
気
風
を
有
し
た
高
弟
が

い
た
。
良
算
は
従
来
全

く
と
言
っ
て
よ
い
程
顧
り
み
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
良
算

こ
そ
貞
慶
と
良

遍
の
問
の
空
白
を
埋
め
る
極
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
学
僧
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼

の
思
想
を
検
討
し
、
も

っ
て
日
本
唯
識
の
展
開
の
三
端
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

二

良
算
に
は

『
転
識
(頼
耶
短
釈
』
(東
大
寺
図
書
館
所
蔵
、
以
下

『短
釈
』)

と
い
う
著
作
が
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
七
転
識
と
阿
頼
耶

識
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
問
答

の
論
草
で
あ

り
、
間
者
と
答
者
が
対

立
す
る
説
を
立
て
論
争
す
る
形
式
を
と
る
。

『
短
釈
』

で
は
両
説

の
相
違
も
さ
る
事
な
が
ら
所
説
に
相
違
の
生
じ
る

原
因
と
も
い
う
ぺ
き
考
え
方
の
相
違

へ
の
言
及
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

 
種
子
生
現
行

(以
下
種
生
現
)
の
時
、
『短
釈
』

の
間
者

は

諸
法
の
種

子
た
る
頼
耶
の
相
分
に
阿
頼
耶
識
自
体
分
が
力
を
与
え
て
転
識
の
現
行

が
あ
る
と
し
、
種
子

(頼
耶
の
相
分
H
用
)
を
親
因
縁
、
阿
頼
耶
識
の
自

体
分

(体
)
を
増
上
縁
と
し
二
因
縁
を
も

っ
て
論
じ
る
と

す

る
。

テ

ヲ

チ

ス

と
こ
ろ
が
良
算

(答
者
)
は

こ
れ
に

つ
い
て

「
以
二増
上
縁
一則
為
ニ

ト

ク

テ

ズ

ヲ
(
3
)

因
縁
一

恐
以
未
レ
得
二
至
理
一」
と
し
、
増
上
縁
と

因
縁

(親
因
縁
)
を
同

様
に
扱
う
様
な
間
者
の
説
を
批
難
す
る
。
良
算

は

「
ラ
ヤ
自
躰
を
諸
法

(
4
)

に
望
め
て
実
に
親
因
縁
」
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

表
面
的
に
み
れ
ば
種
生
現
の
関
係
に
つ
い
て
間
者
は
親
因
縁
と
増
上

縁
を
も

っ
て
説
き
、
答
者
は
そ
れ
を
否
定
し
親
因
縁

の
み
で
説
き
得
る

と
す
る
説
の
対
立
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
対
立
の
生
じ
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る
原
因
を
探
る
と
、
そ
れ
は
法
相
唯
識
の
考
え
方
の
根
本
と
も
い
う
べ

き
四
重
出
体
の
い
ず
れ
を
重
視
し
用
い
る
か
と
い
う
見
解
の
相
違
に
根

ざ
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
良
算
は
、

ス
レ
バ

ノ

(
5
)

摂
用
帰
体
 
種
子
即
頼
耶
自
体
也

と
注
目
す
べ
き
事
に
四
重
出
体
中
、
摂
用
帰
体
を
用

い
て
所
論
を
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
摂
用
帰
体
は
通
常
摂
相
帰
性
と
い
わ
れ
、
本

識
と
種
子
の
関
係
を
論
じ
る
時
は
摂
用
帰
体
と
も

い
わ
れ

る

と

さ

れ

る
。
法
相
唯
識
で
は
本
来
、
性
相
の
決
択
に
主
眼
が
お
か
れ
る
た
め
四

重
出
体
中
性
用
別
論

の
立
場
に
よ

っ
て
所
論
が
展
開
さ
れ
る
の
が
通
規

で
あ
り
、
摂
用
帰
体
は
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

間
者
は
答
者
を
難
じ
、

(6
)

ハ

ル

ト

ヲ

ク

ハ

テ

ニ

ク

ナ
リ

ノ

ヲ

宗
家
錐
レ立
二四
出
躰
叩
多

由
二性
用
別
論
門
叩
説
二
諸
法
性
相
叩

と
法
相
唯
識
で
は
性
用
別
論
の
立
場
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
。

つ
ま
り
間
者
の
立
場
こ
そ
伝
統
説

の
立
場
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
所

(7
)

論
は
性
用
別
論
門
に
よ

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
良
算
は

「
た
だ
摂
用
帰
躰

の
尺
に
ま
か
せ
て
互
為
因
縁

の

(8
)

義
を
成
ぜ
ん
と
欲
ず
」
と
述
べ
、
摂
用
帰
体
を
専
ら
に
用
い
る
立
場
に

自
ら
が
あ
る
事
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て

(9
)

サ
バ

ヲ

デ

シ

ノ

ナ
ル

若
又
許

互
為
因
縁
之
旨
一

定
可
二摂
用
帰
躰
意
一

と
し
、
種
生
現
も
現
行
薫
種
子
も
互
為
因
縁
の
義
を
論
ず
な
ら
ぽ
す
べ

て
摂
用
帰
体
で
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ま
で
言
い
切
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
良
算

の
思
想
は
徹
底
し
た
摂
用
帰
体
重
視
思
想
と
言
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
法
相
唯
識

の
通
規

を
破

っ
た
も
の
に
他
な

ら
な
い
。

そ
し
て
良
算
は
間
者

つ
ま
り
伝
統
説

の
立
場
に
対
し
真
向
か
ら
批
難

を
あ
び
せ
る
の
で
あ
る
。

(1
0
)

ノ

ナ
ル
ヲ

ゾ

リ

テ

ヲ

ス
ヤ

ノ

ゴ
レ

以
二四
出
躰
共
是
真
実
性
相
一
也
。
何
独
以
二性
用
別
論

為
二諸
法
至
極
一

こ
れ
は
性
用
別
論

の
み
を
偏
重
し
て
来
た
伝
統
説

の
あ
り
方

に
対
し

て
の
痛
烈
な
批
判
に
他
な
ら
ず
、
当
時
と
し
て
は
破
天
荒
な
主
張
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
良
算
は
摂
用
帰
体
を
専
ら
に
用

い
る
と
い
う
伝
統
的
立

場
を
破

っ
た
極
め
て
特
異
な
思
想
的
立
場
に
よ

っ
て
論
を
展
開
す
る
。

良
算
は
摂
用
帰
体
の
説
が
仮
説
で
な
く
実
義
で
あ
る
事
を
重
ね
て
論
じ

摂
用
帰
体
の
説
を
積
極
的
に
教
学
上
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
む
し
ろ
伝
統
的
な
性
用
別
論
の
立
場
に
あ
る
間
者

の
説
を

「
性
用
別

(1
1
)

論
門
に
因
縁

の
義
な
し
」
と
退
け
て
し
ま
う
。

最
後
に
良
算
は
、
上
綱

(蔵
俊

真
興

)
も
伝
承
の
義
よ
り
摂
用

(1
2
)

帰
体
が
論
意
に
か
な
う
と
言
わ
れ
貞
慶
も
こ
の
説
を
存
じ
て
お
ら
れ
た

と
し
こ
の
二
人

の
訓
旨
に
よ
っ
て

『短
釈
』
を
著
し
た
と
す
る
。
換
言

す
れ
ぽ
わ
ざ
わ
ざ
上
綱
や
貞
慶
も
存
じ
て
お
ら
れ
る
な
ど
と
断
わ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
程
、
摂
用
帰
体
を
用
い
る
説
が
当
時
特
異
な
説

で
あ

っ
た
事

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

良
算
の
唯
識
思
想
の
特
異
性

(城

福
)

-97-



良
算
の
唯
識
思
想
の
特
異
性

(城

福
)

三

『同
学
砂
』
や
貞
慶
の

『
尋
思
砂
別
要
』
(以
下

『別
要
』)
の

「転
識

頼
耶
」
を
見
る
と
摂
用
帰
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
が
見
え
る
。
す
る

と

『同
学
妙
』
等
に
も
、
『短
釈
』
の
良
算
説
と
同
旨
の
摂
用
帰
体
に

よ
る
所
論
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
不
審
な

点
が
存
す

る
の
で
あ
る
。
先
の
検
討
結
果
よ
り
増
上
縁
を
立
て
る
の
は

性
用
別
論

の
立
場
の
は
ず
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が

『
同
学
砂
』

の
所
説

シ

ラ
バ

ニ

ズ

ノ

ヲ
(
1
3
)

を
見

る
と

「若
依
二増
上
縁
門
幻
論
二摂
用
帰
艦
義

」

等
と
あ
り
増
上

縁
は
摂
用
帰
体
の
立
場
で
論
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
貞
慶

の

『
別
要
』
の

「転
識
頼
耶
」
の
所
説
は
不
分
明

で

は
あ

る

が
、

問
答

の
答

に
お
い
て

(
1
4
)

テ

ヲ

ニ

ニ

ニ

シ

ナ
ル

以
一現

行
頼
耶
一直
望
二転
識
現
行
一
(中
略
)
偏
可
増
上
縁
一

と
記
さ
れ
て
お
り
増
上
縁
を
用
い
る
性
相
別
論
の
立
場
で
あ
る
か
の
よ

ズ
ル

ノ

ヲ

ニ

う
に
見
え

る
。
が
重

意

云

で

は

「
論
二
用
末
帰
之
辺
一者
偏
増
上
縁

(
1
5
)

也
」
と

し
、
さ
ら
に

マ

マ

ゾ
テ

ヲ

ヤ

ノ

ヲ

パ

カ
ル

源
 
(
1
6
)

誰
言
二
摂
用
帰
躰

一不
レ
許

二
増
上
縁
根
本
功
力
噛
不
レ爾
争
知

二
摂
深

一哉
。

と
、

摂

用

帰

体

の
立

場

で
増

上

縁

が

論

じ

ら

れ

る

旨

を

述

べ

て

い

る
。

こ

の
不

可
解

は
事

は
何

故

起

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

『
短

釈
』

を

見

る
と

(
1
7
)

ソ

テ

ニ

ノ

ハ

ル

ジ

凡
於

二摂
用
帰
躰

一諸
教
所

説
不

レ同
。

と
あ
る
事
か
ら
摂
用
帰
体

の
解
釈
自
体
が
当
時

一
定
し
て
い
な
か
っ
た

事
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
摂
用
帰
体
自
体
匠
対
す

る
解
釈
の
相
違
が
各
説

で
の
増
上
縁
と
摂
用
帰
体
の
関
係

の
相
違
と
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
摂
用
帰
体
の
各
解
釈
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
。

ま
ず

『短
釈
』

の
問
者
は
摂
用
帰
体
匠
つ
い
て

「
相

従

仮

説

の

一

(
1
8
)
バヘ

ノ

ヲ

ビ

ヲ

ツ

ル

(
1
9
)

門
」
と
い
い
、
ま
た

「摂
用
了

隠
レ用
呼
レ躰
立
二其
名
一也
」
と
い
う
。

ノ

ハ

リ

エ

ノ

『
別
要
』

の
末
云
で
は
摂
用
帰
体
と
は

「能
生
親
用
在
ニ種
子
殉
能
生

ハ

リ

ニ
(
20
)

根
本
在
レ躰
」
と
し
根
本
と
親
用
を
分
け
て
考
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

テ

キ

ノ

ヲ

ノ

ニ

ノ

ム

(
2
1
)

ま
た

「
先
立
置
二躰
用
名
一其
上
可
レ有
二帰
義
一
也

帰
者
譲
レ
一
留
レ
一
」

と
さ
れ
る
。
以
上

の
事
か
ら
摂
用
帰
体
が

「相
従
」
・
「
用
を
隠
し
体
を

呼
ぶ
」
・
「
譲
る
」
・
「
留
め
る
」
等
と
い
う
表
現

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い

る
事
が
わ
か
る
。
こ
の
事
か
ら
問
者
等
の
伝
統
的
立
場
で
は
摂
用
帰
体

と
は
体
と
用
を
前
提
的
に
別
物
と
し
て
設
定
し
、
別
物
な
る
体
と
用
に

つ
い
て
相
従
す
る
、
留
む
、
譲
る
、
隠
す
等
と

い
う
操
作
を
行
う
事
と

理
解
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

で
は
良
算
の
理
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
良
算
は
現
蕪
種

の
時
、
転

ト

ノ

(
2
2
)

識
の
相
分

(用
)
を
自
体
分

(体
)
に
望

め
ば

「
体
用
不

一
異
」
と
し

ノ

ニ

て
い
る
。
種
生
現
の
時
も

「体
用
相
望
既
非

一
異
」
で
あ
る
故
に

「摂

ノ

ノ

(
2
3
)

ノ

用
帰
躰
種
子
即
頼
耶
自
体
」
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
躰
用
不

ハ

ズ

ヲ
(
2
4
)

一
異
猶
レ論
二摂
用
帰
之
旨
一」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
事
か
ら
良
算
の

摂
用
帰
体
理
解
は
、
不

一
不
異
、
非

一
異
、
不

一
異
と
表
現
さ
れ
る
体

と
用
と
の
関
係
を
前
提
に
成
立
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
さ
ら
に

「体
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(
2
5
)

用
の
不
異
が
も
し
仮
設
に
非
れ
ば
摂
用
帰
体
は
実
義
し
と
論
じ
て
い
る

事
、
問
者

の
よ
う
な
疑
問
が
起
る
の
は

「体
用
不
二
の
旨
を
説
か
ず
に

(
2
6
)

似
た
り
」
と
し
て
い
る
事
等
か
ら
、
特
に
体
用
の
不
異
、

不
二
の
強
調

に
立
脚
し
て
摂
用
帰
体
が
理
解
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

 
す
な
わ
ち
良
算

の
摂
用
帰
体

の
理
解
は
、
本
来
的
に
体
と
用
は
不
二

不
異
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
た
め
、
摂
用
帰
体
す
れ
ば
、
体

(増
上
縁
)
と
用

(親
因
縁
)
と
い
う
明
確
な
区
別
自
体
が
な
く
な
る
わ

け
で
あ

る
。
「用
功
と
し
て
自
体
の
因
縁
を
論
ず
故
に
汎
爾

の
摂
帰
に

(
2
7
)

異
な
る
。
」

(傍
点
稿
者
)

と
い
う
所
論
か
ら
も
こ
の
事
は
明
ら
か
で
あ

る
。と

こ
ろ
が

『
同
学
砂
』
等
の
摂
用
帰
体
理
解
で
は
あ
く
ま
で
も
体
と

用
を
別

々
に
考
え
る
性
用
別
論
的
な
摂
用
帰
体
で
あ
る
た
め
、
用
を
体

に
帰
し
て
も
体
の
中
や
背
後
に
体
と
別
物
で
あ
る
用
が
存
在
す
る
よ
う

な
発
想
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
摂
用
帰
体
し
な
が
ら
も
用
を
親
因
縁
、

体
を
増
上
縁
と
す
る
様
な
考
え
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
同

学

妙
』

や

『
短
釈
』

の
間
者
、
先
に
見
た

『
別
要
』
の
所
論
は
皆
こ
の
立
場
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
事
か
ら
良
算

の
用

い
た
摂
用
帰
体
自
体
が
当
時
の
摂
用
帰
体

の
考
え
方

の
一
般
と
異
る
特
異
な
も

の
で
あ

っ
た
事
が
明
ら
か
と
な

っ

た
。
た
と
え
先
述
の
様
に
貞
慶
や
上
綱
が
良
算
の
奉
じ
る
摂
用
帰
体
の

考
え
方
を
知

っ
て
い
た
と
し
て
も
以
上

の
事
か
ら
理
解

の
主
流
を
な
し

て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
良
算
自
身

「
汎
爾
」
つ
ま
り
普
通

の
摂
帰

で

は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
事
も
こ
れ
を
よ
く
示
す
。
従
来
の
摂
用
帰
体

の
考
え
方
で
は
性
用
別
論
と
基
本
的
発
想
が
同

じ
で
あ
る
た
め
、
摂
用

帰
体
を
用
い
て
も
教
学
に
変
革
を
生
じ
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
体
用
不
異
に
基
づ
く
摂
用
帰
体
を
用
い
れ
ば
柔
軟
な
学
説
の
展
開
が

可
能
な
事
を
良
算
は
見
抜
き
用
い
た
と
考
え
得

る
。
す
る
と
良
算
に
よ

り
初
め
て
こ
の
摂
用
帰
体
重
視
と
そ
の
真
価
の
認
識
と
発
揮
が
な
さ
れ

た
と
い
え
よ
う
。

 
江
戸
期
の
法
相
宗
を
代
表
す
る
大
学
僧
高
範

(
一
六
五
五
-
一
七
二
三
)

も
転
識
頼
耶
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ

こ
で
の
摂
用
帰
体
の
理

(
2
8
)

解
は
良
算

の
所
説
と
同
じ
で
あ
る
。

良
遍
の

『唯
識
観
用
意
』
で
は
、
摂
用
帰
体

を
用
い
れ
ば
非
情
の
成

仏
や
論
廻
も
説
き
得
る
と
し
、
摂
用
帰
体
を
駆
使
し
て
教
学
を
飛
躍
的

(
2
9
)

に
発
展
さ
せ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
良
遍

の
摂
用
帰
体
の
理
解
は
相

従
、
隠
す
、
な
ど
で
は
な
い
。
非
情
も
仏
智

の
用
で
あ
る
か
ら
摂
用
帰

体
す
る
と
す
べ
て
仏
の
体
そ
の
も
の
に
な
る
等
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら

わ
か
る
様
に
良
算

の
体
用
不
二
、
不
異
に
基
づ
く
摂
用
帰
体
の
発
想
を

継
承
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
事
か
ら
良
算
を
境
に
し
て
摂
用
帰
体

の
考
え
方
自
体

の
主
流

が
変

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
良
算
は
従
来
の
主
流
と
異
る
摂

用
帰
体
の
考
え
方
を
用
い
、
か
つ
そ
の
真
価
を
法
相
唯
識
教
学
上
に
お

い
て
積
極
的
に
見
出
し
た
か
ら
こ
そ
、
伝
統
説
と
異
る
摂
用
帰
体
重
視

と
い
う
特
異
な
立
場
を
立
て
得
た
と
も
い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
四
重

良
算

の
唯
識
思
想
の
特
異
性

(城
 
福
)
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良
算
の
唯
識
思
想
の
特
異
性

(城

福
)

出
体
と
も
真
実

の
性
相
と
い
い
、
性
用
別
論
偏
重
の
伝
統
に
と
ら
わ
れ

な
い
良
算

の
思
想
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

日
本
唯
識
は
良
遍
か
ら
変

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
良
遍
の
特
異
な
学

説
は
殆
ん
ど
摂
相
帰
性

(摂
用
帰
体
)
の
立
場
に
拠

っ
て
い
る
事

は
す

(
3
0
)

で
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
良
算
は
す
で
に
摂
用
帰

体

を

重

視

し
、
し
か
も
良
遍
に
は
良
算
の
摂
用
帰
体
の
発
想
を
継
承
し
て
い
る
形

跡
が
見
ら
れ
た
。
す
る
と
日
本
唯
識
は
良
遍
か
ら
変

っ
た
と
い
う
よ
り

も
、
良
算

か
ら
変

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
良
算
が
重
視
し
主
張
し
た
体
用
不
二
、
不
異
の
強
調
に
基
づ
く
摂
用

帰
体
理
解

の
流
れ
が
日
本
唯
識
を
変
え
た
原
因
の
一
つ
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

四

良
算
は
伝
統
説
の
立
場
で
は
重
き
を
お
か
れ
な
か

っ
た
摂
用
帰
体
を

極
め
て
重
視
し
て
用
い
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
良
算
か
ら
摂
用
帰
体
の

考
え
方
自
体
の
主
流
が
変

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
体

用
不
二
不
異
に
基
づ
く
摂
用
帰
体

の
説
に
注
目
し
、
そ
の
価
値
を
見
出

し
た
か
ら

こ
そ
摂
用
帰
体

の
重
視
と
い
う
漸
新
な
立
場
を
う
ち
出
し
得

た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
唯
識
は
貞
慶
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ

良
遍
か
ら
変

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

し
か
し
貞
慶
と
良
遍

の
の
間
に
位

置
す
る
良
算
の
思
想
や
法
相
宗
の
通
規
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
発

想
や
姿
勢
自
体
が
変
革
の
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
 
良
遍

に

つ
い
て
は
山
崎
慶
輝
氏
、

北
畠

典
生
氏
、

太

田
久
紀
氏
等

の
諸

著
諸
論
文

を
参
考

に
さ
れ
た
い
。

2
 
良

算

に
つ
い
て
は
拙
稿

「
鎌
倉
初

期

の
法
相
宗

の
学
僧
良
算

に
つ
い
て
」
(
『
宗
教
研
究
』
第

二

七

一
号
)
参

照
。
 

3
・

4

『
短
釈
』
五
-
五

答
、
最

初

の
五
問
答

の
第

五
問
答

の
答

の
意
、

以
下

こ
れ
に
准
ず
。

5

『
短

釈
』

五
-
三

答
。

6

『
短
釈
』

五
-
五

問
。

7

『
短
釈
』
五
-
四

間
。

8

『
短
釈
』
五
-
四

答
。

9
 

3
に
同
じ
。

10
 

3
に
同
じ
。

1
1
『

短
釈
』
十
-
四
。
 

12

『
短
釈
』
尾
。

高
範

に
よ
る
と
貞
慶

の
意

は
性
用
別
論
門
に
あ

っ
た
と

い

う
。

(龍
谷

大
学
図
書
館
所
蔵

『
成
唯
識

論

口
伝
紗

』
第

二

巻
)
等
参
照
。

13
 
大
正

六
六
、

一
六

一
c
 

14
・

15
・

16
 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵

『
別

要
』
第

二
巻

「
転
識
頼
耶
」

17
 

8
に
同
じ
。

18
 

7
に
同
じ
。

19
 

6
に
同
じ
。
 

20
・
21
 

14
に
同
じ
。

22
 

3
に
同
じ
。

23
 

5

に
同
じ
。

24
 

8
に
同
じ
。

25
・

26
 

3
に
同
じ
。

27
 

8
に
同

じ
。

28
 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵

『
成
唯
識

論
訓
読
記
』
第

二
巻
参
照
。

29
 

日
蔵

六
八
・

一
八
八
上
-

下
。

30
 

山
崎
慶
輝
氏
稿

「
良
遍

の
唯
識

数
学

の
特
異
性
-
事

理

の
不
即
不
離

に
関
連

し
て
-

」
(
『仏
教

学
研

究
』
第

一
六
・

一
七
号
)
等
参
照
。

〈

キ
ー
ワ
ー
ド
〉

良
算
、
貞
慶
、

良
遍
、

摂
用
帰

体
、

四
重

出
体

(
龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
)
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