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「
法
華
経
の
価
値
」
の
開
示

ニ
ル
マ
ラ
・
シ
ャ
ル
マ

　
﹁
創
価
﹂
と
は
﹁
価
値
創
造
﹂
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
未
来
志

向
の
概
念
は
、
牧
口
常
三
郎
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

牧
口
は
、﹁
価
値
創
造
﹂
が
幸
福
な
人
生
を
も
た
ら
す
と
考
え
て

い
た
の
で
す
。
１
９
２
８
年
、
牧
口
は
法
華
経
に
基
づ
く
日
蓮

仏
法
に
出
会
い
、
こ
の
経
の
中
に
彼
の
﹁
価
値
哲
学
﹂
を
見
出

し
ま
し
た
。
そ
し
て
﹁
価
値
創
造
の
た
め
の
教
育
︵
創
価
教
育
︶

の
シ
ス
テ
ム
﹂
を
提
唱
し
た
の
で
す
。

　

彼
が
法
華
経
の
価
値
へ
の
確
信
を
深
め
る
に
つ
れ
て
、
自
由

を
抑
圧
す
る
当
時
の
政
府
の
軍
国
主
義
路
線
と
激
し
く
対
立
し

て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て
軍
部
政
府
に
よ
っ
て
、
牧
口
と
そ
の

弟
子
・
戸
田
城
聖
は
投
獄
さ
れ
、
牧
口
は
獄
死
し
ま
し
た
。
戸

田
は
、
獄
中
で
法
華
経
に
つ
い
て
、
ふ
た
つ
の
深
き
認
識
に
達

し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
﹁
仏
と
は
生
命
で
あ
る
﹂
こ
と
を
洞
察
し
、

﹁
私
自
身
が
地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
﹂
と
深
く
自
覚
し
た
の
で
す
。

「
価
値
論
」
と
「
生
命
哲
学
」
と
の
結
合

　

こ
う
し
て
戸
田
は
法
華
経
の
教
え
を
弘
め
る
決
意
を
し
ま
し

た
が
、
そ
の
恩
師
・
牧
口
こ
そ
、
生
命
と
価
値
を
結
び
つ
け
た

初
め
て
の
哲
学
者
で
し
た
。

　

19
世
紀
ま
で
価
値
に
つ
い
て
の
一
般
理
論
は
存
在
せ
ず
、
そ

の
発
見
は
、
19
世
紀
最
大
の
哲
学
的
快
挙
と
さ
れ
、﹁
価
値
論
﹂

︵
独: A

xiologie

／
英: axiology

︶
と
い
う
哲
学
用
語
が
作
ら
れ
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ま
し
た
。
価
値
論
は
発
展
し
、﹁
現
実
存
在
と
価
値
と
の
関
係

と
は
﹂
な
ど
、
い
く
つ
も
の
考
察
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ

の
神
学
者
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
︵A

lbrecht R
itschl

／

１
８
２
２
～
１
８
８
９
年
︶
は
、
価
値
を
中
心
に
神
学
を
論
じ
ま
し

た
。﹁
価
値
の
判
断
﹂
と
﹁
事
実
の
判
断
﹂
の
区
別
、
前
者
の
後

者
に
対
す
る
優

越
と
い
う
現
代

の
考
え
方
は
、

彼
が
論
じ
た
も

の
で
す
。

　

牧
口
は
、
形

而
上
学
や
自
然

科
学
の
議
論
か

ら
離
れ
て
、
価

値
が
生
命
の
仕

組
み
そ
の
も
の

に
本
来
具
わ
っ

て
い
る
と
し
た

点
で
、
異
彩
を

放
っ
て
い
ま
す
。
価
値
は
、
人
間
の
心
に
存
在
し
、
人
間
の
行

動
に
お
い
て
機
能
す
る
﹁
リ
ア
ル
﹂
な
も
の
で
あ
る
と
し
、

﹁︵﹁
善
﹂
の
価
値
な
ど
の
︶
あ
る
べ
き
理
想
が
、
現
実
を
左
右
す
る
﹂

と
い
う
価
値
の
力
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

　
﹁
創
価
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
、
中
国
の
表
意
文
字
文
化
が
反
映

さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
語
は
表
語
文
字
︵
表
意
文
字
の
う
ち
、
一
字

が
一
語
を
表
す
文
字
︶
で
あ
る
漢
字
を
使
用
し
、
単
語
の
文
法
変

化
が
な
い
た
め
、
中
国
の
思
想
は
具
象
性
、
現
実
主
義
、
簡
明

さ
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
中
国
文
化
の
内
実
は
、
目
と
耳
を
通

さ
な
け
れ
ば
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
中
国
語
の
仏
教
用

語
は
、
人
生
と
生
活
の
具
体
的
事
実
に
根
ざ
し
た
表
現
と
な
り

ま
し
た
。
抽
象
的
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
、
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
複
雑
な
概
念
も
、
具
体
的
な
比

喩
に
変
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、﹁
完
全
﹂
は
﹁
円
﹂
と
な
り
、﹁
本
質
﹂
は
﹁
眼
目
﹂

あ
る
い
は
﹁
眼
睛
﹂
と
な
り
、﹁
本
性
﹂
は
﹁
本
来
の
面
目
﹂
と

な
っ
て
い
ま
す
。
以
上
の
例
は
、
中
村
元
博
士
の
﹃
東
洋
人
の

思
惟
方
法
﹄
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
仏
教
は
、
地
方
で
も
広
く
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。
僧
た

美術史・仏教学を研究するシャルマ教授。著書に『クマーラ
ジーヴァ（鳩摩羅什）』などがある
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ち
が
、
医
薬
や
飢
饉
救
援
の
穀
物
、
優
れ
た
水
車
、
イ
ン
ド
式

の
搾
油
機
な
ど
を
も
た
ら
し
て
、
耕
作
地
を
拡
大
し
、
ま
た
門

前
市
の
開
催
で
遠
方
か
ら
商
品
を
集
め
た
り
、
新
し
い
職
業
を

生
ん
だ
り
、
と
い
っ
た
実
益
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
す
。

　

仏
教
は
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
門
前
市
で
は

官
吏
と
農
民
が
身
分
に
か
か
わ
り
な
く
交
流
し
ま
し
た
。
そ
の

そ
ば
に
は
、
見
事
な
伽
藍
が
美
し
い
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。

　

唐
の
詩
人
・
白
楽
天
は
、
８
１
４
年
︵
元
和
９
年
︶、
あ
る
僧

院
︵
西
安
市
近
郊
の
王
順
山
に
あ
る
悟
真
寺
︶
を
訪
れ
て
、
こ
う
詠

じ
ま
し
た
。

　

前
に
は
対
す
多
宝
塔
、
風ふ

う

鐸た
く　

四し

端た
ん

に
鳴
る
。

　
　
　
　
　

⋮
⋮　

⋮
⋮

　

西
に
は
開
く
玉
像
殿
、
百
仏
森し

ん

と
し
て
肩
を
比な
ら

ぶ

　
　
　
　
　

⋮
⋮　

⋮
⋮

　

逼せ
ま

り
て
観
れ
ば
鬼き

功こ
う

か
と
疑
ふ
、
其そ

の
跡　

雕ち
ょ
う

鐫せ
ん

に
非
ず
。

　
　
　
︵
亭
の
前
に
は
、
多
宝
塔
が
向
き
合
い
、
風
鐸
が
四
方
の
軒
端
に

鳴
っ
て
い
る
⋮
⋮
西
に
は
玉
像
殿
が
開
き
、
百
体
の
仏
像
が
お

ご
そ
か
に
肩
を
並
べ
て
お
ら
れ
⋮
⋮
近
寄
っ
て
よ
く
観
れ
ば
、

鬼
神
の
技
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
御
姿
は
、
と
て
も
人

の
手
で
彫
刻
し
た
も
の
で
は
な
い
︶

［﹁
悟
真
寺
に
遊
ぶ
詩
一
百
三
十
韻
﹂︵
白
氏
文
集
・
巻

六
︶
か
ら
。
岡
村
繁
著
﹃
新
釈
漢
文
大
系
98　

白
氏
文

集　

二
上
﹄
明
治
書
院
。
新
字
に
改
め
、
一
部
表
記
を

改
変
し
た
］

　

牧
口
常
三
郎
は
、
経
典
の
概
念
を
具
象
的
な
も
の
に
置
き
換

え
る
中
国
の
偉
大
な
伝
統
に
則
っ
て
、﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
を
体
系

的
に
示
す
、
斬
新
で
鋭
い
法
華
経
解
釈
へ
の
道
を
見
事
に
開
き

ま
し
た
。
従
来
の
日
蓮
解
釈
を
、
現
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
も

の
へ
と
発
展
さ
せ
た
の
で
す
。

法
華
経
を「
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」の
魂
に

　

こ
の
牧
口
の
思
想
は
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ

ナ
ル
︶
会
長
の
非
凡
な
資
質
と
情
熱
に
よ
っ
て
、
驚
異
的
な
活
力

を
得
て
、
世
界
中
に
広
ま
り
ま
し
た
。
池
田
会
長
は
、
大
海
の

よ
う
に
深
い
法
華
経
の
哲
学
を
偉
大
な
高
み
へ
と
導
き
、
平
和
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と
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
と
慈
悲
の
共
生
社
会
を
た
ゆ
み
な
く
追
求

し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
現
代
の
際
限
な
き

貪
欲
や
先
端
技
術
の
破
壊
的
な
ま
で
の
肥
大
の
な
か
で
、
私
た

ち
人
類
が
道
を
踏
み
外
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
願
い
か
ら

で
す
。

　

池
田
会
長
の
代
表
作
﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄
は
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の
原
典
か
ら
天
台
の
円
融
の
教
義
へ
、
そ
し
て
日
蓮
大
聖

人
に
よ
る
革
新
的
な
解
釈
へ
と
、
法
華
経
を
﹁
新
た
な
人
間
主

義
﹂
の
魂
と
し
て
展
開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

天
台
宗
の
慧
文
︵
初
祖
。
竜
樹
を
祖
と
し
た
場
合
は
第
二
祖
︶
は

一
心
三
観
を
会
得
し
、
こ
こ
か
ら
一
念
三
千
と
い
う
中
心
的
な

教
義
が
発
展
し
ま
し
た
。
大
聖
人
は
、
そ
れ
を
﹁
一
念
の
浄
化

に
よ
っ
て
︵
国
土
も
含
め
た
︶
生
命
全
体
を
変
革
す
る
﹂
と
い
う
、

全
世
界
を
救
済
す
る
教
え
に
進
化
さ
せ
ま
し
た
。
池
田
会
長
は
、

法
華
経
に
よ
る
内
面
の
変
革
を
﹁
人
間
革
命
﹂
と
呼
び
、
そ
の

究
極
の
目
的
は
平
和
な
世
界
で
あ
り
、
人
類
の
幸
福
の
実
現
で

あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

池
田
会
長
に
と
っ
て
、
生
命
の
尊
厳
、
人
間
の
尊
厳
こ
そ
が

法
華
経
の
実
践
の
究
極
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
命
哲
学
の

実
行
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
会
長
の
倫
理
的
な
世
界
主
義
は
、

社
会
の
道
義
的
境
涯
を
高
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
会
長
は
、

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
︵
寂
天
／
７
～
８
世
紀
の
イ
ン
ド
の
中
観

派
の
僧
︶
が
﹃
入
菩
提
行
論
﹄
で
述
べ
て
い
る
﹁
一
切
衆
生
の
幸

福
﹂
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
今
も
、
人
生
の
す
べ

て
を
捧
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

私
は
﹃
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
︵A N

ew
 H

um
anism

︶﹄
と

題
さ
れ
た
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
諸
大
学
講
演
集
︵
英
語
版
。
日
本

語
の
講
演
集
は
﹃
21
世
紀
文
明
と
大
乗
仏
教
﹄︶
を
読
ん
で
、
胸
が

躍
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
智
慧
が
語
ら
れ
て
い

ま
す
。

民
衆
：
池
田
会
長
は
、
中
国
の
明
代
の
思
想
家
・
王
陽
明
の
英

知
を
引
い
て
、﹁
文
化
の
発
展
と
社
会
の
安
定
の
基
盤
は
﹃
民
衆
﹄

に
こ
そ
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
︵
１
９
９
０

年
５
月
の
北
京
大
学
で
の
講
演
﹁
教
育
の
道　

文
化
の
橋

─
私
の
一

考
察
﹂︶。

　

さ
ら
に
、
以
下
の
詩
で
、
感
動
的
に
民
衆
を
讃
嘆
し
て
い

ま
す
。
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民
衆
よ

─

君
こ
そ　

現
実
だ

　

⋮
⋮　

⋮
⋮

君
の
い
な
い
科
学
は
冷
酷

─

　

⋮
⋮　

⋮
⋮

君
の
い
な
い
宗
教
は
無
慙

─︵﹃
青
年
の
譜
﹄
所
収
﹁
民
衆
﹂︶

　

池
田
会
長
は
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
は
、
人
間
の
心
と
知

性
を
文
化
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

振
り
返
り
、﹁
地
球
を
包
む
精
神
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
で
人
と
人

の
心
を
つ
な
ご
う
と
、
生
涯
を
か
け
て
邁
進
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
現
実
の
結
晶
が
Ｓ
Ｇ
Ｉ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

池
田
会
長
は
、
日
常
性
と
超
越
性
が
と
も
に
花
開
く
﹁
宇
宙

的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
に
よ
っ
て
人
類
を
豊
か
に
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。﹁
人
間
第
一
﹂
を
強
調
し
、﹁
微
笑
み
の
力
﹂
を
説
く

会
長
の
思
想
の
砦
に
拠
っ
て
こ
そ
、
人
類
は
互
い
に
助
け
合
い

な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

「
わ
れ
わ
れ
」
と
調
和
：
池
田
会
長
は
、﹁
わ
れ
﹂
よ
り
も
﹁
わ

れ
わ
れ
﹂
を
、
分
断
よ
り
も
調
和
を
、
と
﹁
共
生
の
エ
ー
ト
ス
﹂

を
提
唱
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
創
立
以
来
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
こ
の
﹁
調

和
へ
の
意
思
﹂
を
メ
ン
バ
ー
の
中
に
醸
成
し
て
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
、
す
べ
て
の
事
象
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
﹁
縁
起
﹂

の
思
想
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
差
異
や
争
い
を
凌
駕
す
る
、
新
た
な

秩
序
が
創
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
自
然
：
人
間
が
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
と
自
然
は
荒
廃
し
、

大
災
害
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
近
代
化
が
、
人
間
を
自
然
や
宇

宙
か
ら
遠
ざ
け
て
い
ま
す
。
池
田
会
長
は
仏
教
の
﹁
縁
起
﹂
観

に
基
づ
い
て
、
自
然
を
神
聖
な
も
の
と
し
、
人
間
が
こ
う
し
た

生
命
の
全
体
性
と
の
一
体
化
を
取
り
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
語
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
華
経
︵
薬
草
喩
品
︶
で
説
く
、
あ
ら
ゆ

る
所
に
新
た
な
生
命
を
芽
吹
か
せ
る
慈
雨
に
通
じ
ま
す
。
こ
れ

は
万
物
の
共
生
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
す
。

　
内
在
す
る
宝
塔
：
池
田
会
長
は
、
詩
的
な
表
現
と
深
い
叡
智
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を
も
っ
て
、﹁
人
類
の
一
人
ひ
と
り
が
内
面
の
宝
塔
を
輝
か
せ
、

大
我
に
目
覚
め
よ
﹂
と
い
う
祈
り
へ
と
、
私
た
ち
を
い
ざ
な
い

ま
す
。

生
命
の
永
遠
の
リ
ズ
ム
：
﹁
ガ
ン
ジ
ー
主
義
と
現
代
世
界
﹂
と

い
う
テ
ー
マ
を

語
っ
た
際
、
会

長
は
、
永
遠
な

る
生
命
の
律
動

︵
リ
ズ
ム
︶
が
、

万
人
に
、
そ
し

て
宇
宙
そ
の
も

の
に
活
力
を
与

え
て
い
る
と
し

て
い
ま
す
︵
１

９
９
２
年
２
月

の
ガ
ン
ジ
ー
記

念
館
で
の
講
演

﹁
不
戦
世
界
を
目

指
し
て

─
ガ
ン
ジ
ー
主
義
と
現
代
﹂︶。
私
た
ち
は
こ
の
宇
宙
の
リ

ズ
ム
か
ら
外
れ
る
こ
と
な
く
、
き
ら
び
や
か
な
物
品
へ
の
執
着

を
超
え
て
、
生
命
を
護
り
、
他
者
を
愛
す
る
た
め
に
、
仏
界
へ

の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
：
武
力
・
政
治
権
力
・
技
術
官
僚
支
配
と
い

っ
た
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
は
、
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う

ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
を
テ
ー
マ
に
し
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で

の
講
演
︵
１
９
９
１
年
９
月
の
﹁
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
の
時
代
と
哲
学
﹂︶

は
、
内
的
に
結
ば
れ
合
う
未
来
へ
と
、
私
た
ち
の
意
識
を
一
新

し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

　

私
に
と
っ
て
、
池
田
会
長
こ
そ
現
代
の
偉
大
な
る
見
者
︵
マ

ハ
・
リ
シ
︶
で
す
。
エ
マ
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、﹁
あ
な
た

を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
が
よ
り
崇
高
な
も
の
に
生
ま
れ

変
わ
る
﹂
の
で
す
。

︵N
irm

ala Sharm
a

／
イ
ン
ド
文
化
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー
教
授
︶

連日、多くの市民が訪れた「法華経─平和と共生のメッセー
ジ」展（東京展、2012年5月1日）


