
『
正
法

眼
蔵
』
に
お
け

る

「証

上

の
修
」

に

つ
い
て

粟

谷

良

道

一

道
元

の
説
く
修
証
論
は
、
周
知

の
通
り
、
本
証
妙
修

と
さ

れ

て
お

り
、
道
元
の
著
書
で
あ
る

『
正
法
眼
蔵
』
「弁
道
話
」
の

「修
証

一
等
」

な
い
し

は

「
証
上
の
修
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

筆
者

は
、
前

の
論
文

「『
正
法
眼
蔵
』
と
本

証
妙

修
」
(印
度
学
仏
教

学
研
究
第
四
三
巻
第
二
号
、

一
九
九
五
年
三
月
)
に
お
い
て
、
道
元

の
修
証

論
が
果
た
し
て

「証
上
の
修
」
と
い
う
点
で

一
貫
し
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
疑
義
を
提
し
、
道
元
の
修
証
論
に
は
修
か
ら
証

へ
の
方
向
性
が

示
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
道
元
の
修
証
論
に
つ
い
て
、
柏
田
大
禅
氏
と
板
橋
興
宗

氏
の
二
氏
に
よ
り
、
貴
重
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
柏
田
氏

は
、
論

文

「
道
元
禅
師

の
祗
管
打
坐

の
真
意
」
(道
元
思
想
大
系
八
、
一

九
九
五
年
四
月
、
同
朋
舎
出
版
刊
)
に
お
い
て
、
「
こ
の

「証
上
の
修
」
を
、

…
中
略

…
本
分
上
か
ら
の
み
解
釈
す
る
場
合
が
殆
ん
ど
で
あ
り
、
…
中

略
…
修
証
辺
か
ら
の
解
釈
は
皆
無
と
言

っ
て
良

い
」

(三
〇
二
頁
)
と
述

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

べ
て
お
り
、
曹
洞
宗
学
に
お
け
る

「証
上
の
修
」
の

一
面
的
解
釈
を
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
の
板
橋
氏
は
、

論
文

「悟
と
信
の
問
題
―

現
代
宗
学
に
対
す
る
批
判
―
」
(同
前
)
に
お
い
て
、

修
証

一
如
と
い
う
宗
旨
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
道
元
禅
師
の
正
伝
の
仏
法
は
あ

り
得
な
い
と
す
る
の
が
、
現
代
宗
学
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
道
元
禅
師
は
一
方
で
は
悟
る
た
め
に
坐
禅
せ
よ
と
力
説
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
現
代
の
宗
学
者
か
ら
は
、
納
得

の
ゆ
く
明
快
な
説
明
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。
(道
元
思
想
大
系
八

・
三一

四
頁
)

と
述
べ
て
お
り
、
現
代
の
宗
学
者
は

「
修
証

一
如
」
を
道
元
の
根
本
的

立
場
と
し
、
悟
る
た
め
の
坐
禅
を
強
調
し
て
い
る
道
元
の
立
場
に
つ
い

て
は
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
。
こ
の
二
者
の

立
場
は
、
道
元

の
修
証
論
を
考
え
る
場
合
、
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
こ

の
立
場
に
つ
い
て
は
道
元
の
修
証
論
を
確
認
す
る
た
め
に
も

一
考
を
加

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
下
、
本
論
文
で
は
、
道
元
の
根
本
的
修
証
論
と
さ
れ
て
い
る

「証

上
の
修
」

に
つ
い
て
筆
者
の
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

二
一

一
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『正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る

「証
上
の
修
」
に
つ
い
て

(粟

谷
)

二

道
元

の
根
本
的
修
証
論
と
さ
れ
る

「証
上

の
修
」
は
、

周
知

の
通

り
、
『
正
法
眼
蔵
』
「弁
道
話
」
の
巻
の
第
七
問
答

に
お
い
て
展
開
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
問
答
は
仏
法
証
会
後
の
修
行
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

「証
上

の
修
」
が

「
修
証

一
等
」
の
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

は
言

う
ま
で
も
な
い
。

修
証
を

一
等
と
す
る
立
場
は
、
こ
の
第
七
問
答
以
外
に
も
見
い
だ
す

こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
同
巻
に
は
、

も
し
凡
流
の
お
も
ひ
の
ご
と
く
、
修
証
を
両
段
に
あ
ら
せ
ば
、
お
の
お
の
あ

ひ
覚
知
す
べ
き
な
り
。
も
し
覚
知
に
ま
じ
は
る
は
、
証
則
に
あ
ら
ず
。
証
則

に
は
迷
情
お
よ
ぼ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
(道
元
禅
師
全
集
上
七
三
二
頁
)

と
あ
り
、
修
証
を
両
段
に
分
け
る
こ
と
は
凡
流
の
迷
情
で
あ
る
と
述
べ

て

「修
証

一
等
」
の
立
場
を
主
張
し

て
い
る
。
ま
た
、
『
正
法
眼
蔵
』

「
自
証

三
昧
」

の
巻
に
は
、

他
の
た
め
に
法
を
説
き
、
法
を
修
す
る
は
、
生
生
の
と
こ
ろ
に
法
を
き
き
、

法
を
あ
き
ら
め
、
法
を
証
す
る
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
五
五
四
頁
)

と
あ
り
、
法
を
修
す
る
こ
と
は
法
を
証
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
こ

の
箇
所

に
お
い
て
も

「修
証

三
等
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
主
張
か
ら
も

「修
証

一
等
」

の
立
場
を
道
元

の
基
本
的
な
修
証
論
と

し
て
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
に
お
い
て
修
と
証
を
論
じ
る
場
合
、
証
の
立
場
が

二

一

二

「
仏

」

の

立
場

を

述

べ

て

い
る

こ
と

は
言

う

ま

で
も

な

い
。

す

な

わ

ち
、

修

証

を

一
等

と
考

え

る

こ

と

は
、

証

の
立

場

だ

け

で

は

な

く

、

修

の
立

場

を

も

「
仏
」

の

立
場

と

し

て

述

べ

て

い

る

こ
と

に
な

る
。

こ

の
立

場

は
、

『
正

法

眼

蔵

』

「
唯

仏

与

仏

」

の
巻

の
、

仏
法

は
、
人
の
知

る
べ
き

に
は
あ
ら
ず
。

こ
の
故
に
昔

し
よ
り
、
凡
夫

と
し

て
仏
法

を
悟

る
な
し
、
二
乗
と

し
て
仏
法
を
き

は
む

る
な

し
。
独

り
仏

に
さ

と
ら

る
る
故

に
、
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽

と

云

ふ
。

(道
元
禅
師
全
集
上
七

八
○
頁
)

と

あ

る

箇

所

、

あ

る

い
は

『
正

法

眼

蔵

』

「
嗣

書
」

の
巻

の
、

仏
仏
か
な
ら
ず
仏
仏
に
嗣
法
し
、
祖
祖
か
な
ら
ず
祖
祖

に
嗣
法
す

る
、

こ
れ

証
契
な
り
、

こ
れ
単
伝

な
り
。

こ
の
ゆ
え

に
、
無
上
菩
提
な
り
。
仏

に
あ
ら

ざ

れ
ば

仏
を
印
証
す

る
に
あ

た
は
ず
、
仏

の
印
証

を
え
ざ
れ
ば
仏
巴
な
る

こ

と
な
し
。
仏
に
あ
ら
ず

よ
り

は
、

た
れ
か
こ
れ
を
最
尊

な
り
と
し
、
無
上
な

り
と
印
す

る
こ
と
あ
ら

ん
。
仏

の
印
証

を
う
る
と
き
、
無

師

独

悟

す

る

な

り
、
無
自
独
悟
す
る
な
り
。

こ
の
ゆ

へ
に
、
仏
仏
証

嗣
し
、
祖
祖
証

契
す
と

い
ふ
な
り
。

こ
の
道
理

の
宗
旨

は
、
仏
仏

に
あ

ら
ざ

れ
ば
あ
き

ら
む
べ
き

に

あ
ら
ず
。

い
は
ん
や
十

地

・
等
覚

の
所
量
な
ら

ん
や
、

い
か

に
い
は
む
や
経

師

い
論
師
等

の
測
度
す

る
と

こ
ろ
な

ら

ん

や
。

(道
元
禅
師
全
集
上
三
三
七

頁
)

と

あ

る
箇

所

に
お

い
て
確

認

す

る

こ

と
が

で
き

る

。

す

な

わ

ち
、

前

者

で

は
、

凡

夫

と

二
乗

は
仏

法

を
悟

り
究

め

る

こ
と
が

な

い
と

述

べ
、

仏

法

を
悟

る

の

は
仏

の

み

で
あ

る

こ
と

を

主

張

し

て

い

る

。

ま

た

、

後

者
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で
は
、
仏
で
な
け
れ
ば
仏
を
印
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
、
こ

の
道
理

の
宗
旨
を
究
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
仏
仏
で
あ
り
、
十
地
や

等
覚

の
所
量
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
元

が
証

に

つ
い
て
述
べ
る
場
合
、
仏
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
述
べ
て

お
り
、
凡
夫

・

一乗

・
十
地

・
等
覚
な
ど
が
修
行
し
て
証
を
得
て
仏
に

な
る
と

は
述
べ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
証
ば
か
り
で
は
な
く
、
修
行

の
場
合

に
つ
い
て
も
仏
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
道
元
は
修
行
を
仏
と
し
て
の
修
行
と
考
え
る
と
こ
ろ

に
自
ら

の
立
場
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
果
た
し
て
道
元
は
仏
と
凡
夫
と
の
境
界
を
如
何
な
る
と
こ
ろ
に
設

定
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道

元

は

『
正
法
眼
蔵
』
「諸
法
実
相
」

の
巻
に
お
い
て
、

初
発
心
に
成
仏
し
、
妙
覚
地
に
成
仏
す
。
無
量
百
千
万
億
度
作
仏
せ
る
菩
薩

あ
り
。
作
仏
よ
り
の
ち
は
、
行
を
廃
し
て
さ
ら
に
所
作
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い

ふ
は
、
い
ま
だ
仏
祖
の
道
を
し
ら
ざ
る
凡
夫
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
三

六
八
頁
)

と
述
べ
て
お
り
、
妙
覚
地
に
お
け
る
成
仏
ば
か
り
で
は
な
く
、
初
発
心

に
お
け
る
成
仏
を
も
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
成
仏
以
後

の
仏
と
し
て
の
修
行
を
も
同
時

に
主
張
し
て
い
る
点

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
と
し
て
の
修
行
を
展
開
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
当
然
、
修
行
の
出
発
点
に
成
仏
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る

「証
上
の
修
」
に
つ
い
て

(粟

谷
)

と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
道
元
は
初
発
心
に
お
け
る
成
仏
を
主
張
し
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、

道
元
は
凡
夫
と
仏
と
の
境
界
を
初
発
心
に
お

い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
初
発
心
の
成
仏
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
『正

法
眼
蔵
』
「弁
道
話
」

に
は
、

お
ほ
よ
そ
諸
仏
の
境
界
は
不
可
思
議
な
り
、
心
識
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら

ず
、
い
は
ん
や
不
信
劣
智
の
し
る
こ
と
を
え
ん
や
。
た
だ
正
信
の
大
機
の

み
、
よ
く
い
る
こ
と
を
う
る
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
七
三
三

頁
)

と
あ
り
、
諸
仏
の
境
界
に
入
る
こ
と
が
で
き

る
の
は

「正
信
の
大
機
」

の
み
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
仏

の
境

界
に
入
る
こ
と
の
で
き
な
い

「不
信
の
劣
智
」
を
斥
け
て
お
り
、
不
信

の
劣
智
を

「
凡
夫
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
正
信
の
大
機
を

「
仏
」
と
し
て
規
定
し
て
い

る
こ
と
で
も
あ
り
、
「正
信
」
こ
そ
が

「仏
」

の
境
界
を
示
す

重
要
な

要
因
に
な
っ
て
い
る
と
三言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「仏
」
と

「凡
夫
」
の
境
界
は

「
正
信
」

の
有

無
に
あ

る

と
言
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
巻
に
お
い
て
、

人
ま
さ
に
正
信
修
行
す
れ
ば
、
利
鈍
を
わ
か
ず
、
ひ
と
し
く
得
道
す
る
な

り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
七
四
五
頁
)

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
正
信
に
基
づ
い
た
修
行
で
あ
れ
ば
得
道
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
利
根
鈍
根
の
範

疇
を
排
除
し
て
お
り
、
正
信
を
獲
得
で
き
る

か
ど
う
か
が
仏
と
凡
夫
を

二
一
三
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『正
渋
眼
蔵
』
に
お
け
る

「証
上
の
修
」
に
つ
い
て

(粟

谷
)

分
け
る
境
界
線
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

道
元

の
修
証
論
は
正
信
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
正
信
の
修

行
に
お
い
て
道
元
の
修
証
論
が
完
結
し
て
い
る
と
い
う

こ
と

で
は
な

い
。
『
正
法
眼
蔵
』
「弁
道
話
」

の
冒
頭

の
部
分

に
は

「
い
ま
だ
修
さ
ざ

る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な

し
。」
(道
元
禅
師

全
集
上
七
二
九
頁
)
と
述
べ
て
お
り
、
修
は

「証
上
の
修
」
な
の
で
あ
る

が
、
あ
え
て
修
と
証
を

「あ
ら
は
れ
る
」
と

「う
る
」
と
の
異
な

っ
た

表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
修
と
証
に
異
な
っ
た
問
題
を
有
し
て
い
る

と
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

道
元

の
主
張
が
修
を
証
上
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
な
ら
ば
、
修

の
あ

る
と
こ
ろ
は
全
て
が
証
で
あ
り
、
改
め
て
証
が
問
題
に
な
る

こ
と

は

な
い
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
道
元
は

『正
法
眼
蔵
』

「大
悟
」

の
巻
に
お
い
て
、

臨
済
院
慧
照
大
師
云
、
大
唐
国
裏
、
覓

一
人
不
悟
者
難
得
。
…
…
中
略
…
…

い
は
く
、
し
ば
ら
く
臨
済
に
問
す
べ
し
、
不
悟
者
難
得
の
み
を
し
り
て
、
悟

者
難
得
を
し
ら
ず
ば
、
未
足
為
足
な
り
、
不
悟
者
難
得
を
も
参
究
せ
る
と
い

ひ
が
た
し
。
(道
元
禅
師
全
集
上
八
三
頁
)

と
述
べ
て
お
り
、
臨
済
の

「
不
悟
者
難
得
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
批

判
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
元
の
批
判
は

「不
悟
者
難

得
」
ば

か
り
で
は
い
け
な
い
と
い
う
点
に
あ
り
、
臨
済
に
欠
落
し
て
い

二
一

四

る

「悟
者
難
得
」
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
修
を

「証
上
の
修
」
と

認
識
す
る
だ
け
で
は
不
完
全
で
あ
り
、
証
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
も
考

え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
元

は

『
正
法
眼
蔵
』
「説
心
説
性
」
の
巻
に
お
い
て
、

証
契
は
迷
者
の
は
じ
め
て
大
悟
す
る
を
の
み
証
契
と
い
ふ
と
参
学
す
べ
か
ら

ず
。
迷
者
も
大
悟
し
、
悟
者
も
大
悟
し
、
不
悟
者
も
大
悟
し
、
不
迷
者
も
大

悟
し
、
証
契
者
も
証
契
す
る
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
三
六
一
頁
)

と
述
べ
て
お
り
、
証
契
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
道
元
の
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
。
通
例
、
迷
者
が
大
悟
す
る
こ
と

を
証
契
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
道
元
は
通
例
の
解
釈
に
対

し
て
批
判
的
な
見
解
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
悟
す

る
の
は
迷
者
ば

か
り
で
は

な
く
、
悟
者
も
大
悟
す
る
こ
と
を
明
確
に
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
元
は
、
修
行
の
結
果
と
し
て
求
め
る
証
果
、
す
な
わ
ち
凡
夫
が
修

行
し
た
結
果
と
し
て
成
仏
を
得
る
と
考
え
る
立
場
に
つ
い
て
は
厳
し
い

批
判
を
加
え
て
お
り
、
修
を

「証
上
の
修
」

と
す
る
立
場
を
主
張
し
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

修
を

「証
上
の
修
」
と
す

る
証
上
の
修
行
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
戒
め
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
道
元
が

『正
法
眼
蔵
』
「現
成
公
案
」

の
巻
に
お
い
て

「
悟
上
に
得
悟
す
る
漢
あ
り
」
(道
元
禅
師
全
集
上
七
頁
)

と
述
べ
て
い
る
の
は
道
元
の
主
張
で
あ
る

「
悟
上
」

の
み
と
す
る
立
場

を
戒
め
て

「得
悟
」
の
立
場

の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
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が
で
き
る
の
で
あ
る
。

道
元
が

「証
上
の
修
」
を
強
調
す
る
の
は
証
を
修
の
結
果
と
す
れ
ば

証

の
後

の
修
行
は
継
続
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
証
会
の

後
も
修
行
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
考

え
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

修
行
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
は
有
効

に
機
能
す
る
理
論
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
修
行
が
証
に
基
づ
い
て
い
る
と
い

う
自
覚

を
得
る
た
め
に
は
不
完
全
な
理
論
で
あ
る
こ
と
を
道
元
は
認
識

し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す

な

わ
ち
、
『
正
法
眼

蔵
』
「
夢
中
説
夢
」
の
巻
に
は
、

証
中
見
証
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
夢
中
説
夢
な
り
。
こ
の
夢
中
説
夢
処
、
こ
れ
仏

祖
国
な
り
、
仏
祖
会
な
り
。
仏
国
仏
会

・
祖
道
祖
席
は
、
証
上
而
証
、
夢
中

説
夢
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
二
四
〇
頁
)

と
あ
り
、
道
元
が
考
え
て
い
た

「証
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
見
い
だ
す

こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「証
中
見
証
」
あ
る
い
は

「証

上
而
証
」
と
述
べ
て
お
り
、
証
中
に
お
い
て
証
を
見
、
証
上
に
お
い
て

証
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
『
正

法
眼
蔵
』
「無
情
説
法
」
の
巻
に
は
、

曩
祖
道
、
我
説
法
汝
尚
不
聞
、
何
況
無
情
説
法
也
。
こ
れ
は
、
高
祖
た
ち
ま

ち
に
証
上
に
な
ほ
証
契
を
証
し
も
て
ゆ
く
現
成
を
、
曩
祖
ち
な
み
に
開
襟
し

て
、
父
祖
の
骨
髄
を
印
証
す
る
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
四
〇
二
頁
)

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
証
上
に
お
い
て
証
す
べ
き
で

『正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る

「証
上
の
修
」
に
つ
い
て

(粟

谷
)

あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ

ち
、
こ
こ

に
は

「証
上
の
証
」
と
も
言
う

べ
き
理
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
修
証
論
は

「証
上
の
修
」
に
お
い
て
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

「証
上
の
証
」
と
い
う
理
論
の
展
開
に
お

い
て
補
完
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

四

道
元
の
修
証
論
は

「仏
の
立
場
」
と
し
て
の
修
行
で
あ
る

「証
上
の

修
」
を

「正
信
」
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
時
点
に

お
い
て

「凡
夫
の
立
場
」
か
ら

「仏
の
立
場
」

へ
と
展
開
し
て
い
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
正
信
と
は

発
心
を
意
味
し
て
お
り
、
修
行
が
証
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る

こ
と
で
凡
夫
か
ら
訣
別
し
て
仏
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に

「証
上
の
修
」
を
行
ず

る

こ
と

に
よ
り

「証
上
の
証
」
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
道
元

の
修
証
論
は

「発
心
」
と
し
て
の

「正
信
」
か
ら

「修
行
」
と
し
て
の

「証
上
の
修
」

へ
と
展
開
し

て
お
り
、
更
に
、
そ

の
修
証
論
は

「修
行
」
と
し
て
の

「
証
上
の
修
」
か
ら

「証
果
」
と
し

て
の

「証
上
の
証
」

へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

正
法
眼
蔵
、
道
元
、
正
信
、
証
上
の
修
、
証
上
の
証
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