
【
書
　
評
】

『
教
会
と
国
家
』
（
デ
ン
ツ
ラ
ー
編
著

一
九
八
五
年
）

霜
田
　
美
樹
雄

＊

　
本
書
（
B
6
討
匪
＝
二
頁
・
新
教
出
版
社
版
）
は
ゲ
オ
ル
ク
．
・
デ
ソ
ツ
ラ
ー
（
O
①
自
α
q
U
Φ
昌
』
興
）
編
著
の
『
閑
跨
。
げ
Φ
§
山
ω
寅
鉾
9
自

U
凶
ω
鼠
づ
N
“
三
ω
8
ユ
ω
o
げ
Φ
巷
蚕
簿
軍
帽
Φ
＝
Φ
勺
虫
ω
℃
①
算
ぞ
Φ
質
・
〆
α
ω
Φ
〒
＜
①
二
p
ゆ
q
●
竃
ロ
ロ
。
ゲ
①
P
お
謡
』
の
邦
訳
で
あ
る
。
相
沢
好
則
上
智

大
教
授
を
監
訳
者
と
す
る
同
大
学
の
学
際
的
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
協
力
作
業
で
あ
っ
た
。

　
デ
ソ
ツ
ラ
i
（
パ
ソ
ベ
ル
グ
大
学
教
会
史
教
授
）
も
言
う
如
く
、
教
会
と
国
家
と
い
う
の
は
大
き
な
広
が
り
を
も
っ
た
複
雑
な
概
念
で

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
あ
て
は
ま
る
と
こ
ろ
の
教
会
と
国
家
の
関
係
を
解
決
す
る
手
が
か
り
と
い
う
も
の
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
各
時
代
の
人
び
と
が
、
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
と
と
も
に
、
そ
の
時
代
に
制
約
さ
れ
た
規
制
を
見
つ
け
出
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
し
か
も
変
化
す
る
も
の
は
国
家
だ
け
で
は
な
い
。
教
会
も
ま
た
、
時
の
移
る
に
つ
れ
て
そ
の
様
相
を
変
え
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
状
況
で
は
、
教
会
を
国
家
の
利
益
に
し
た
が
わ
せ
る
国
家
教
会
主
義
か
ら
始
ま
っ
て
、
教
会
国
家
主
義
ま
で
い
ろ

い
ろ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
色
と
り
ど
り
の
変
化
は
本
書
第
一
部
の
歴
史
的
論
文
の
中
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
以
下
論
題
だ
け
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を
示
す
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
教
会
と
国
家
（
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ブ
ラ
ン
ク
）
、
古
代
教
会
に
お
け
る
教
会
と
国
家
（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

ゲ
ッ
セ
ル
）
、
中
世
に
お
け
る
教
会
と
国
家
ー
カ
ノ
ッ
サ
へ
の
道
（
カ
ル
ロ
・
ゼ
ル
ヴ
ァ
ツ
ィ
ウ
ス
）
、
教
会
と
国
家
ー
マ
ル
テ
ィ
ソ

・
ル
タ
ー
の
理
解
（
マ
ソ
フ
レ
ー
ト
・
ヤ
ー
コ
ブ
ス
）
、
啓
蒙
時
代
に
お
げ
る
教
会
と
国
家
（
カ
ー
ル
・
オ
ト
マ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ア
レ
テ

ィ
ソ
）
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
教
会
と
国
家
（
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ラ
ソ
ツ
ー
ー
ヴ
ィ
リ
ソ
ク
）
、
二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
教
会
と
国
家
（
ク
ラ

ウ
ス
・
シ
ョ
ル
ダ
ー
）
で
あ
る
。

　
つ
い
で
、
本
書
は
主
と
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
各
国
の
教
会
と
国
家
の
関
係
、
い
わ
ゆ
る
現
代
史
の
重
要
な
側
面
を
多
角
的
に
取

り
扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
国
家
（
ダ
ー
ヴ
ィ
ト
・
A
・
ゼ
ー
バ
ー
）
、
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と
国
家
一
一
九
四
五
年
以
降
（
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
）
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和

国
に
お
け
る
教
会
と
国
家
（
ク
レ
メ
ン
ス
・
リ
ヒ
タ
ー
）
、
教
皇
領
ー
ラ
テ
ラ
ノ
条
約
ー
コ
ソ
コ
ル
ダ
ー
ト
の
改
訂
－
聖
坐
（
ゲ
オ

ル
ク
・
デ
ソ
ツ
ラ
ー
）
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
教
会
と
国
家
（
ハ
ン
ス
n
ウ
ル
ス
・
ヴ
ィ
リ
）
、
一
九
〇
五
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教

会
と
国
家
（
ル
ネ
・
メ
ッ
ツ
）
、
歴
史
的
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
会
と
国
家
の
協
力
（
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ノ
イ
マ
ン
）
で
あ
っ
た
。

　
第
三
グ
ル
ー
プ
の
論
述
は
現
代
の
厳
し
い
共
同
社
会
に
生
ぎ
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
こ
の
社
会
の
基
本
的
価
値
は
何
か
と
い
う
重
要
な

考
察
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
利
益
の
国
家
教
会
法
的
側
面
（
パ
ウ
ル
・
ミ
カ
ー
ト
）
、
教
会
と
科
学
の
施
設
（
ウ
ル
リ
ヒ
・
シ
ョ
イ

ナ
ー
）
、
理
由
の
な
い
喧
嘩
（
ク
ヌ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ル
フ
）
、
今
日
の
教
会
と
国
家
（
ア
ク
セ
ル
・
フ
ォ
ン
・
カ
ソ
ペ
ソ
バ
ゥ
ゼ
ソ
）
、
今
日
と

明
日
の
教
会
と
国
家
（
ホ
ル
ス
ト
・
ヘ
ル
マ
ソ
）
、
国
家
と
教
会
に
お
け
る
基
本
的
価
値
（
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
、
国
家
と
教
会

の
関
係
に
つ
い
て
の
基
本
的
価
値
（
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
）
、
自
由
な
国
家
に
お
け
る
自
由
な
教
会
（
リ
ゼ
ロ
ッ
テ
・
フ
ソ
ケ
）
な
ど
の

執
筆
メ
ソ
パ
ー
で
あ
る
。
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
西
ド
イ
ツ
の
前
首
相
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
お
よ
び
現
首
相
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
氏
に
よ
る
考
察

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
は
社
会
民
主
党
に
属
し
、
後
者
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
に
属
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
見
解
は

自
ら
こ
と
な
る
と
は
い
え
、
共
通
点
も
多
い
。
現
職
の
政
治
家
が
、
如
何
に
学
際
的
共
著
で
あ
る
と
は
い
え
、
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と

は
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
要
点
の
み
紹
介
し
て
、
西
ド
イ
ツ
の
学
問
的
雰
囲
気
を
示
し
た
い
。
ま
ず
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
の
説
。

　
さ
い
き
ん
、
社
会
的
紛
争
や
、
社
会
的
違
反
行
為
は
道
徳
的
に
誤
っ
た
行
為
の
結
果
と
し
て
、
個
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
次
第

に
少
な
く
な
り
、
む
し
ろ
、
不
当
な
社
会
経
済
構
造
の
結
果
で
あ
る
と
い
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
の
が
当
り
前
と
な
っ
て
い
る
、
と
の
批
判

に
対
し
、
特
別
に
口
を
は
さ
む
こ
と
も
な
い
が
、
こ
れ
は
国
家
が
基
本
的
価
値
の
崩
壊
に
十
分
な
対
策
を
講
じ
て
い
な
い
と
か
、
む
し

ろ
、
そ
の
消
滅
に
力
を
貸
し
て
い
る
と
い
っ
た
非
難
に
関
連
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
づ
け
を
も
つ
世
界
観
が
存
在
し
て
い
る
。
中
世
の
よ
う
な
単
一
的
判
断
基
準
を
も
つ
社
会
と

は
異
な
り
、
ま
さ
に
わ
れ
ら
が
支
持
す
る
多
元
的
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
社
会
構
成
員
の
価
値
行
動
が
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
有
り
得

な
い
。
だ
が
、
こ
の
民
主
主
義
の
社
会
も
基
本
的
価
値
の
一
致
が
な
け
れ
ぽ
決
し
て
人
間
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
く
と
も
、

票
決
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
な
い
究
局
の
問
題
が
存
在
す
る
領
域
を
認
め
る
こ
と
が
民
主
主
義
社
会
の
最
低
限
の
合
意
で
あ
る
。

　
西
ド
イ
ツ
基
本
法
（
憲
法
）
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
価
値
一
つ
ま
り
人
び
と
の
心
に
生
き
生
き
と
残
っ
て
い
る
基
本
的
道
徳
単
一
に

対
す
る
責
任
は
、
個
人
、
共
同
体
、
社
会
に
あ
り
、
国
家
が
保
障
す
る
自
由
領
域
内
で
社
会
諸
勢
力
が
活
動
す
る
こ
と
を
頼
り
と
し
て
い
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る
。
つ
ま
り
、
多
数
決
を
拠
り
所
と
す
る
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、
国
家
意
思
形
成
過
程
一
法
律
制
定
1
は
こ
の
道
徳
的
気
風
（
エ

ト
ス
）
に
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
基
本
的
価
値
、
基
本
的
道
徳
の
維
持
、
形
成
の
た
め
に
、
教
会
は
特
別
な
意
義
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

教
会
は
も
ろ
も
ろ
の
奉
仕
活
動
、
た
と
え
ば
老
人
看
護
、
身
体
障
害
者
援
助
、
外
国
人
救
済
、
労
働
者
福
祉
な
ど
多
く
の
分
野
で
高
い
評

価
を
う
け
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
奉
仕
の
面
だ
け
に
教
会
の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
教
会
を
し
て
、
他
の
社
会
活
動
団
体
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
教
会
が
人
間
を
経
験
世
界
を
越
え
た
世
界
へ
と
い
ざ
な
う
問
題
、
人
間
の

生
の
意
味
に
か
か
わ
る
問
題
、
キ
リ
ス
ト
者
が
神
を
唯
一
の
頼
り
と
す
る
問
題
つ
ま
り
基
本
的
価
値
に
回
答
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
教
会
、
つ
ま
り
宗
教
的
世
界
観
的
共
同
体
は
か
く
て
こ
の
基
本
的
価
値
、
基
本
的
道
徳
観
の
伝
達
や
活
力
を
維
持
す
る
た
め
の
独
占
的

で
は
な
い
が
、
根
本
的
な
機
能
を
も
つ
。
こ
の
点
で
、
教
会
は
個
人
に
と
っ
て
も
社
会
や
国
家
に
と
っ
て
も
重
要
な
任
務
を
果
す
立
場
に

あ
る
。

　
西
ド
イ
ツ
国
民
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
福
音
教
会
に
属
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
い
ま
教
会
が
国
民
に
対
し
て
基

本
的
価
値
の
危
機
を
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
教
会
が
在
来
の
基
本
的
価
値
論
議
で
は
、
も
は
や
、
信
徒
の
大

部
分
を
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
教
会
の
訴
え
の
根
拠
は
な
く
、
さ
ら
に
議
会
に
お

け
る
政
治
意
思
の
形
成
過
程
も
ち
が
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
良
く
ひ
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
教
会
税
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
西
ド
イ
ツ
現
行
基
本
法
は
ド
イ
ツ
国
民
よ

り
、
納
税
と
併
行
し
て
別
に
教
会
税
を
源
泉
徴
収
し
て
お
り
、
国
家
の
手
を
通
し
て
各
教
会
に
配
分
を
し
て
い
る
関
係
上
、
教
会
の
財
政

的
基
盤
は
こ
の
よ
う
な
国
家
の
実
質
的
保
護
を
う
け
て
、
ま
こ
と
に
充
実
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
教
会
が
個
人
や
社
会
に
対
す
る
基
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r教会と国家』

本
的
価
値
づ
け
へ
の
働
き
か
け
の
稀
薄
さ
に
幻
滅
感
を
も
ち
、
は
て
は
教
会
無
用
論
さ
え
飛
出
し
か
ね
な
い
。
国
家
権
力
保
護
の
も
と
の

教
会
財
政
基
盤
へ
の
反
擾
も
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
人
び
と
が
教
会
の
公
共
的
使
命
に
つ
い
て
う
ん
ぬ
ん
す
る
場
合
、
こ
の
使
命
は
教
会
の
中
心
部
に
の
み
向

け
ら
る
べ
き
で
な
い
。

　
も
し
、
教
会
が
超
経
験
的
世
界
や
宗
教
を
離
脱
し
た
人
び
と
を
、
も
と
に
も
ど
し
、
ま
た
新
た
な
野
老
を
獲
得
し
た
い
と
す
る
な
ら

ば
、
教
会
に
属
す
る
す
べ
て
の
人
び
と
の
特
別
な
努
力
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
つ
ぎ
に
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
氏
の
所
説
。
彼
は
基
本
的
価
値
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
。
彼
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
そ
れ
を
宗

教
上
の
確
信
の
あ
ら
わ
れ
と
理
解
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
て
政
治
を
創
造
す
る
こ
と
は
拘
束
力
を
も
つ
行
為
命
令
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　
人
び
と
に
と
っ
て
、
国
家
と
社
会
の
秩
序
は
政
治
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
合
意
が
な
け
れ
ば
存
続
し
え
な
い
と
い
う
の
が

重
要
な
認
識
で
あ
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
基
本
法
は
こ
の
認
識
に
も
と
ず
き
、
新
し
い
政
治
秩
序
の
基
礎
と
し
て
、
こ
の
基
本
的
価
値
に
も
と

ず
く
と
こ
ろ
の
人
間
の
尊
厳
と
人
権
を
認
め
て
い
る
。

　
か
く
て
、
基
本
的
価
値
は
理
想
的
統
合
要
素
で
あ
り
、
特
に
そ
れ
は
わ
が
国
の
歴
史
に
由
来
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
引
き
出
す
に

役
立
つ
。
基
本
的
価
値
は
国
家
の
力
と
文
化
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
土
台
で
あ
る
。
基
本
的
価
値
は
国
家
が
法
と
個
人
的
倫
理
と
を
少
く

と
も
部
分
的
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
国
家
的
権
威
を
基
礎
づ
け
る
。
基
本
的
価
値
は
法
が
強
制
す
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
う
と
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い
う
ば
か
り
で
な
く
、
心
の
底
か
ら
、
法
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
法
的
共
同
体
の
前
提
で
あ
る
。

　
こ
の
価
値
の
拘
束
を
う
け
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
自
由
な
秩
序
は
政
治
に
対
し
、
高
度
な
要
求
を
す
る
た
め
の
規
準
と
な

る
。
こ
の
秩
序
は
、
わ
れ
わ
れ
が
参
加
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
も
こ
の
秩
序
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
り
一
層
の
注
意
深
さ
を
要
求
す

る
。　

こ
の
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
が
行
動
す
る
た
め
の
基
本
的
価
値
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
自
由
、
連
帯
お
よ
び
正
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ

ち
キ
リ
ス
ト
教
に
も
と
ず
く
も
の
だ
。

　
こ
れ
は
教
会
が
伝
え
て
き
た
人
間
観
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
教
会
の
歴
史
的
な
功
績
が
な
け
れ
ば
、
今
日
見
ら
れ
る
よ

う
な
形
の
近
代
国
家
は
存
在
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
教
会
を
信
仰
的
に
認
め
な
い
者
に
も
、
基
本
的
価
値
を
指
向
し
て
い
る
政
治
秩
序
に
と

っ
て
、
教
会
の
使
命
は
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
教
会
内
部
の
あ
ら
ゆ
る
困
難
に
も
拘
ら
ず
、
教
会
は
依
然
と
し

て
世
俗
化
し
た
世
界
の
中
で
、
社
会
が
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
現
実
的
問
題
、
す
な
わ
ち
人
間
存
在
の
等
等
的
意
義
に
つ
い
て
の
問

題
を
取
り
扱
う
大
い
な
る
秩
序
勢
力
で
あ
る
。

＊

　
二
人
の
所
説
を
概
観
し
て
、
現
代
の
状
況
の
も
と
で
、
国
家
が
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
答
え
は
複
数
だ
。
国
家
は

基
本
的
価
値
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
を
社
会
に
押
し
つ
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
考
え
と
、
反
対
に
な
ん
ら
か
の
価
値
を
社

会
の
意
思
に
反
し
て
社
会
に
押
し
つ
け
る
こ
と
、
に
別
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
両
陣
営
に
共
通
し
て
い
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
し

た
基
本
的
に
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
決
定
的
発
言
を
ほ
か
な
ら
ぬ
教
会
に
期
待
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
（
デ
ソ
ツ
ラ
i
）
。
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さ
い
ご
に
、
両
人
政
治
家
が
教
会
と
国
家
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
教
会
が
積
極
的
に
発
言
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
政
教

分
離
の
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
に
対
し
、
監
訳
者
相
沢
好
則
教
授
が
「
ま
え
が
き
」
で
答
え
て
い
る
。
…
…
な
る
ほ
ど

西
ド
イ
ツ
で
は
、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
如
き
、
か
な
り
厳
格
な
政
教
分
離
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
政
教
分
離
の
本
来
の
趣

旨
は
、
一
般
的
に
国
家
な
ど
の
共
同
社
会
が
宗
教
活
動
を
行
っ
た
り
、
逆
に
教
会
が
政
治
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
に
あ

る
。
教
会
が
社
会
に
お
け
る
基
本
的
価
値
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
努
力
ま
で
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
な
い
と
す
る
。
至
言
と
い
え
よ

う
。

r教会と国家』
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