
は
じ
め
に

一
、
こ
の
リ
ス
ト
は
完
全
で
は
な
い
。
最
近
の
十
年
の
間
に
出
版
さ
れ 

た
諸
宗
教
間
の
対
話
に
つ
い
て
の
神
学
の
本
の
多
数
に
ま
き
散
ら
さ 

れ
た
言
及
が
あ
る
。B

o
w
e
l
s

 

の
文
献
を
参
考
。

1

一、「

西
洋」

と
い
ぅ
よ
り
も
、「

日
本
以
外
の
学
者
が
西
洋
の
言
葉
で 

書
い
た」

も
の
を
対
象
に
し
た
。
実
際
、
私
が
用
意
し
た
リ
ス
ト
に 

は
广
5-C

h
e
n
-
K
u
o

㈣
が
唯
一
の
西
洋
人
で
な
い
f

で
あ
る
が
、
 

ア
メ
リ
カ
で
勉
強
し
て
い
る
若
い
韓
国
人
の
中
で
、
教
と
学
派
の
研 

究
を
し
て
い
る
人
も
い
る
の
で
、
将
来
、
そ
れ
ら
の
書
物
を
リ
ス
ト 

ア
ッ
プ
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

主
要
な
研
究

三
、
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
、
翻
訳
以
外
の
西
谷
の
主
な
著
作
に
基
づ 

く
；

ilfK

は
ま
だ
存
在
し
な
い
。W

a
l
d
e
n
f
e
l
s

の
本
⑶
や
そ
の
他
の 

論
文
も
も
っ
ぱ
ら
英
語
の
翻
訳
の
み
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
西

洋
に
お
け
る
西
田
の
研
究
と
は
違
い
ま
す
。

四
、
英
語
で
さ
れ
た
主
要
な
研
究
と
し
て
は
、w

u
s
s
e
l
l
n
.
B
o
w
e
r
s

 

⑴
し
か
な
い
。
未
刊
の
主
要
な
研
究
の
間
で
、
二
つ
の
博
士
論
文
を 

見
つ
け
た
。K

r
e
b
s

料

は『

宗
教
と
は
何
か』

の
最
初
の
英
訳
の
一 

部
の
み
を
使
用
し
て
い
る
。K

r
i
s
t
i
a
n
s
s

 

W
は

『

宗
教
と
は
何
か』 

の
全
訳
を
徹
底
的
に
読
ん
だ
上
で
、
神
と
空
に
焦
点
を
集
め
る
論
文 

で
す
。

五
、B

o
w
e
r
s

 

の
本
は Dallas 

Theological 

S
e
m
i
n
a
r
y

 

の
博
士
論 

文
そ
の
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
立
場
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と「

原
理 

主
義
的」

と
か「

福
音
主
義
的」

な
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
全 

て
無
か
、
と
い
う
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
本
流
の
態
度
で
あ
る
。
と
は 

い
う
も
の
の
、
物
理
主
義
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
無
神
論
的
な
実
存
主
義 

に
対
す
る
西
谷
の
批
判
を
共
通
の
広
場
と
す
る
が
、B

o
w
e
n
s

自
分 

自
身
に
と
っ
て
明
瞭
な
真
実
を
否
定
す
る
西
谷
の「

非
人
格
的
な
神 

概
念」
は
最
終
的
な
対
話
へ
の
障
害
と
な
る
。
本
書
は
哲
学
的
に
弱 

い
が
、
と
も
か
く
西
谷
の
声
が
ア
メ
リ
ヵ
の1

番
保
守
的
な
砦
の
中



で
こ
だ
ま
す
る
こ
と
で
十
分
な
貢
献
だ
と
思
わ
れ
る
。

全
体
的
な
印
象

六
、
西
谷
自
身
は
哲
■

と
の
対
話
を
熱
心
に
期
待
し
た
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、
彼
の
思
想
に
対
す
る
哲
学
的
な
反
応
は
、
今
ま
で
極
め
て
少 

数
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
西
谷
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
デ
カ
ル 

ト
の
批
判
、
ま
た
彼
の
ハ
ィ
デ
ッ
カ
！
思
想
と
の
取
り
組
み
は
ほ
と 

ん
ど
欠
け
て
い
る
。

七
、
む
し
ろ
西
谷
の
思
想
に
対
す
る
関
心
は
ま
ず

一
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の 

間
で
注
意
を
引
き
付
け
た
。
⑴
仏
教
と
の
対
話
を
求
め
る
キ
リ
ス
ト 

教
徒
と
⑵
西
洋
の
哲
学
の
教
育
を
受
け
て
、
仏
教
に
興
味
を
持
っ
て 

い
る

学
者
。

仏
教
と
の
対
話
を
求
め
る
キ
リ
ス
卜
教
徒

八
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
学
者
の
間
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
者
は
早
い 

段
階
か
ら
最
も
大
き
い
興
味
を
も
っ
た
。
こ
れ
は
、
西
洋
に
お
い
て 

カ
ト
リ
ッ
ク
が
一
般
に
対
話
で
リー

ド
を
と
っ
て
い
る
事
実
と
関
係 

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
興
味
は
現
在
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学 

世
界
一
般
ま
で
広
が
っ

て

き

た

。

九
、
キ
リ
ス
ト
教
の
利
害
関
係
は
主
に
神
と
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
に
焦 

点
を
合
わ
せ
る
。
こ
れ
は 

一
一◦
世
紀
の
後
半
の
中
心
的
な
神
学
の
問 

題
で
あ
っ
た
し
、
西
谷
のK

S
0
S
1
S

論
は
人
格
性
を
超
え
る
神
概
念 

と
し
て
大
き
な
注
目
を
呼
ん
だ
に
違
い
な
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、

阿
部
正
雄
先
生
が
長
年
、
西
谷
の
キ
リ
ス
ト
論
を
多
く
の
西
洋
人
に 

紹
介
し
た
こ
と
は
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

一0
、

も
う
一
つ
の
関
心
の
理
由
は
、
今
世
紀
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教 

の

「

神
秘
主
義」

や

「

宗
教
体
験」

へ
の
関
心
に
あ
る
。
こ
れ
と
関 

連
し
て
西
谷
の
ヱ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
興
味
は
重
要
で
あ
る
。
上
田 

閑
照
の
ド
ィ
ツ
語
と
英
語
の
論
文
も
西
谷
の
思
想
に
注
目
を
呼
ん
だ
0 

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
ヱ
ク
ハ
ル
ト
の
原
文
に
こ
だ
わ
る
神
秘
主 

義
の
専
門
家
は
、
今
ま
で
大
体
の
西
谷
の
解
釈
を
無
視
し
て
き
た
。

1

一
、
も
う
一
点
。
西
谷
の
思
想
が
西
洋
に
紹
介
さ
れ
た
時
は
、「

神 

の
死」

の
神l

A
l
t
i
z
e
r

と
も
つ
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
仏
教 

の「

無
神
論」

やAltizer

自
身
の
西
谷
へ
の
興
味
で
あ
る
。『

宗
一 

教
と
は
何
か』

の
最
初
の
書
評
を
出
版
し
た
の
はA

l
t
i
z
e
r

で

あ

っ

13 

た
。
彼
の
哲
学
的
立
場
は
西
谷
の
と
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
た
し(

A
l
t
i
z
e
r

一
 

は
主
に
へー

ゲ
ル
思
想
に
基
づ
く
が)

、
結
局
彼
は
、
西
谷
の
思
想
と
の 

取
り
組
み
を
早
く
止
め
た
。

西
洋
の
哲
学
の
教
育
を
受
け
て
、
仏
教
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
学
者

1

一一、

西
谷
思
想
に
対
す
る
一
般
の
哲
学
的
な
無
関
心
の
中
で
最
も
例 

外
的
な
の
は『

ニ
ヒ
リ
ズ
ム』

の
英
訳
の
受
け
止
め
で
あ
っ
た
。
訳 

者G
r
a
h
a
m

 

P
a
r
k
s

は
ニ
ー
チ
ヱ
の関
心
か
ら
西
谷
に
目
を
注
い 

だ
が
、
そ
の
結
果
、

一
般
の
ニ
ー
チ
ユ
学
者
は
も
は
や
西
谷
の
貢
献 

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
お
も
う
が
、
哲
学
的
な
レ
ス
ボ
ン 

ス
•

プ
ロ
。ハ
ー
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。



一
ニ
ー
、
私
個
人
と
し
て
は
来
年
の
春
のT

h
e

 J
o
u
r
n
a
l

 

o
f

 

Religion 

に
出
る
論
文
の
中
で
西
谷
の
デ
カ
ル
ト
の「

自
我」

の
理
解
を
問
う 

こ

と

も

あ

る

。

一
四
、
西
谷
思
想
に
興
味
を
持
っ
て
き
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
学
者
は
、
 

仏
教
を
研
究
し
て
い
る
宗
教
哲
学
者
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の 

は
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
若
い
学
者
は
、
西
洋
の
哲
学
の
本
流 

か
ら
か
な
り

離
れ
た
と

こ

ろ
で
自
分
な
り

の

専
門
を
定
義
し
よ

う

と
 

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、S

.
H
e

3'e,s.〇
d
i
n
,
D
.
s
h
a
n
e
r

は
代
表
的 

で
あ
る
。

一
五
、
総
じ
て
、
西
谷
の
本
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
風
な
哲
学
論
文
と
し
て 

受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
。
ハ

イ

デ
ッ
ガー
の
s
es-u

n
d

 

z
s.
t
が
神 

学
セ

ミ
か
ら
生
じ
た
本
で
あ

る

と
関
連
し
て
、
か
れ
の
ニ
〇
世
紀
の 

神
学
へ
の
影
響
は
強
い
が
、
西
谷
の
主
な
影
響
も
宗
教
界
に
対
し
て 

で

あ

る

と

は

驚

く

べ

き
で
は
な
い
。
し
か
し
宗
教
以
外
の
分
野——

 

解
釈
学
、
脱
構
築
論
、
美
術
学
、
言
扭
學
な
ど——

へ
の
影
響
は
ハ 

イ

デ
ッ
ガ
ー

と

く

ら

べ
て
西
谷
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た

。

仏
教
学
と
国
家
主
義

1

六
、
仏
教
学
者
の
中
で
、
数
少
な
い
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
 

そ
れ
ら
は
西
谷
の
著
作
を
表
面
的
に
し
か
読
ん
で
い
な
い
か
も
知
れ 

な
い
が
、
日
本
の
精
神
史
か
ら
み
て
、
京
都
学
派
の
い
わ
ゆ
る「

国 

家
主
義」

と
か「

全
体
主
義」

の
維
持
を
論
じ
て
、
西
洋
の
宗
教
界 

の
西
谷
思
想
へ
の
関
心
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ

た

。

一
七
、
京
都
学
派
と
国
家
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
ど
こ
か
ら
始
ま
っ 

た
か
と
い
う
と
、

一
一
つ
の
源
泉
が
あ
る
。
第

一

に
は
、
西
洋
の
歴
史 

家
が
ニ
〇
年
あ
ま
り
前
か
ら
日
本
の
歴
史
家
を
徹
底
的
に
、
し
か
も 

原
文
か
ら
読
み
、
左
翼
の
精
神
史
と
そ
の
戦
争
批
判
に
注
目
を
与
え 

た
。
第
一
一
に
は
、
京
都
学
派
の
書
物
が
十
年
ち
ょ
っ
と
前
か
ら
次
か 

ら
次
へ
と
英
訳
に
出
て
、
宗
教
界
の
関
心
を
引
き
止
め
た
。
そ
し
て 

そ
の
二
つ
の
方
向
を
衝
突
さ
せ
た
の
は
、
何
よ
り
も
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー 

の
ナ
チ
関
係
の
発
見
で
あ
っ
た
。

一
八
、K

y
o
t
o

 Ze
n

 S
y
m
p
o
s
i
u
m

 
か
，-

ま
れ
た
-

R
u
d
e

 
b
s
a
r
i
n
g
s 

は
そ
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
結
果
の1

つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

私
個
人
と
し
て
は
、『

中
央
公
論』

の
座
談
会
の
中
の
西
谷
の
コ
メ
一
 

ン
ト
を
全
て
英
訳
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
未
刊
で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
14 

か
ら
出
版
す
る

よ

う
に
頼
ま
れ
て
き
た
が
、
考
え
て
お

り

ま

す

。と
一 

に
か
く
、
こ
れ
か
ら
の
外
国
の
京
都
学
派
を
研
究
す
る
も
の
は
、
西 

谷
の
著
作
の
原
文
の
み
な
ら
ず
、
現
代
日
本
の
精
神
史
や
日
本
に
お 

け

る
京
都
学
派
に
対
す
る
批
判
も

原
文
で
読
ま
な
い
と
歴
史
的
な
判 

断
は
で
き
な
い
、
と

い

う
こ
と
は
西
洋
に
常
識
と
な
っ
て
き
た
。

未
探
検
の
領
域

一
九
、
深
層
心
理
学
に
対
す
る
哲
学
上
の
反
応
は
西
洋
に
お
い
て
は
半 

世
紀
あ
ま
り
前
か
ら
で
す
が
、
そ
の
学
者
は
ま
だ
西
谷
と
取
り
組
ん 

だ
こ
と
が
な
い
し
、
西
谷
の
思
想
を
研
究
す
る
外
国
人
は
ま
だ
そ
の 

側
面
に
十
分
注
目
を
し
て
い
な
い
。



1
1
0
、

西
田
思
想
とWh

i
t
e
h
e
a
d

哲
学
と
の
比
較
研
究
は
か
な
り
前 

か
ら
あ
っ
た
が
、
自
然
や
科
学
に
深
い
関
心
を
持
っ
た
西
谷
と
ホ
ヮ 

ィ

ト

へ

ッ

ド

哲
学
と
の
つ
な
が
り
は
十
分
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
ま 

た
、『
過
程
と
現
実』

の
ま
と
め
に
畲
い
て
あ
る

W
h
i
t
e
h
e
a
d

の
神 

概
念
と
西
谷
の
神
概
念
と
の
比
較
は
示
唆
的
な
研
究
に
な
り
う
る
か 

も
し
れ
な
い
。

ニ
ー
、
脱
構
築
の
立
場
か
ら
の
西
谷
批
判
は
曰
木
g

に
お
い
て
は
、 

ま
だ
で
す
。

注
目
を
終
え
る

ニ
ニ
、G

e
o
r
g
e

 

Bataille

が
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て

「

ニー

チ
ェ
の
思 

想
を
特
定
な
方
向
づ
け
か
ら
使
用
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
と
い
わ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ニ

 
I
チ
ユ 

は
す
べ
て
の
方
向
、
す
べ
て
の
視
野
や
立
場
を
徹
底
的
に
批
判
す
る 

か
ら
で
あ
る
。
西
洋
の
西
谷
の
受
け
止
め
か
ら
み
て
、
あ
る
意
味
で
、 

西

谷

の「

空
の
立
場」

も
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
批
判
的
な
役
割 

以
外
は
、
i

的
な
刺
激
は
少
な
い
。
外
国
に
お
い
て
は
、
西
谷
の 

著
作
を
文
献
的
に
、
あ
る
い
は
論
理
的
に
批
判
す
る
学
者
が
少
な
い 

理
由
は
、
翻
訳
の
少
な
さ
だ
け
で
は
な
い
。
彼

の

「

東
洋
人
と
し
て 

の」

哲
学
の
ス
タ
ィ
ル
は
こ
う
言
っ
た
よ
う
な
批
判
を
刺
激
し
な
い 

か
ら
で
あ
る
。
西
谷
自
身
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
理
想
的
で
な
か
っ 

た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
欠
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
京
都
学 

派
を
研
究
す
る
若
い
日
本
人
の
と
の
夂
⑩
は
必
然
的
で
あ
る
。

竹
村
牧
男
著

『

唯
識
の
構
造

』

『

唯
識
の
探
求

——

唯
識
三
十
頌
を

読む

』

以上、春
秋
社

『

知
の
体
系

-
-
迷
い
を
超
え
る
唯
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム™

佼成出版社

『「

覚

り」

と「

空」』

講
談
社
現
代
新
書


