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書

評

指
　
昭
博
著

『

イ

ギ
リ

ス

宗
教
改

革
の

光
と

影

　
　
　
　

メ

ア

リ
と
エ

リ

ザ
ベ

ス

の

時
代
　
　
』

　
　
（

ζ
一

Z
国
刀

〈

〉

西
洋
史
ラ

イ
ブ

ラ

リ

ー

　
90
）

青

柳

　
か

お
り

　
本
書
は

、

著
者
が
二

〇
〇
八

年
に
大
阪

大
学
へ

提

出
し

た

博
上

論
文
「

近

世
イ

ン

グ
ラ

ン

ド
に

お
け
る

教
会
と
社
会
ー
メ

ア

リ

と
エ

リ

ザ

ベ

ス

の

時
代

ー
」

を
も
と

に

加
筆
修
正

、

再
編
し
た

も
の

で

あ
る

。

本
書
の

構
成
は

以
下
の

と

お

り
で

あ
る

。

　
序
章
　
メ
ア

リ
一

世
の

時
代

第
−

部
　
メ
ア

リ

時
代
再
考

　
第
一

章

　
イ
ン

グ
ラ

ン

ド

最
初
の

女
王

　
第
二

章

　
ト
マ

ス
・

ワ

イ

ア
ッ

ト
の

乱

　
第
三

章
　
出
版
統
制
と

プ

ロ

パ

ガ
ン

ダ

　
第
四

章
　
メ

ア

リ

時
代
の

「

教
会
改
革
」

構
想

第
H
部
　
教
区
の

動
揺

　
第
五

章
　
翻
弄
さ
れ

る

教
区
教
会

　
第
亠

ハ
立

早
　

妻
丗

冊

聖

職
者

　
第
七

章
　
変
化
す
る

聖

職
者
の

地
位

　
第
八

章
　
ヨ

ー

ク

聖
史
劇
の

終
焉

、
一

八
（一
五

互
）

終
章
　
メ

ア
リ
と

エ

リ
ザ
ベ

ス

の

時
代
−

歴

史
に

刻

ま
れ

た

光
と

影

参
考
文
献

あ
と

が
き

索
引

　
序
章
で

は
、

エ

リ

ザ
ベ

ス

と
メ

ア

リ

に

対
す
る

、

一

般
お
よ

び
学
問
の

世

界
に

お
け
る

評
価
の

違
い

が

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

エ

リ
ザ
ベ

ス

は
近
代
イ

ギ

リ

ス

の

隆
盛
の

基
盤
を

築
い

た
と
さ

れ
、

華
や
か

で

神
話

的
な

イ
メ
ー

ジ

が

あ

る
が

、

一

方
の

メ

ア

リ

は

血
ま
み

れ
の

メ

ア

リ

と
い

う
あ
だ

名
を
つ

け
ら

れ

陰
惨
な
イ

メ
ー

ジ

を

持
た

れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
評

価
の

違
い

に

は
、

エ

リ
ザ
ベ

ス

は

国
教
会
を

確
立
し

た

の

に

対
し
て

、

メ

ア

リ

は

カ
ト

リ
ッ

ク

信
仰
を

復
活
さ
せ
て

プ

ロ

テ

ス

タ
ン

ト

を
迫
害
し
た

と
い

う
宗
教
的
要
素
が

関
係
し
て

い

る
。

イ
ギ
リ

ス

は

宗
教
改
革
以

降
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

国
家
と

な

り
、

カ
ト
リ

ッ

ク
へ

の

恐

怖
や

嫌
悪
感
が

強
く

、

「

反
カ

ト

リ
ッ

ク
」

意
識

が

イ
ギ
リ

ス

国
民
の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

形
成
し
て

き
た

。

さ
ら

に

序
章

で

は
、

ヘ

ン

リ

八
世
か
ら

エ

リ
ザ

ベ

ス

治
世
ま
で

の

イ
ン

グ
ラ

ン

ド

宗
教
改

革
に

つ

い

て

の

イ

ギ
リ

ス

に

お

け
る

研
究
史
が

ま
と
め
ら

れ
て

い

る

が
、

メ

ア

リ

時
代
へ

の

評
価
は

否
定
的
で

力

ト
リ
ッ

ク

復
活
の

反
動
や
プ
ロ

テ
ス

タ

ン

ト
迫

害
の

時
代
と
み

な

さ

れ
て

き
た

。

メ

ア

リ

時
代
は

取
り
上

げ
る
ま
で

も
な
い

「

不
毛
」

と
一

時
的
な

「

逸
脱
」

の

時
代
と
い

う
評
価
が
な

さ
れ
て

き
た

。

し
か

し
、

著
者
は

歴
史
に

お
い

て

ま
っ

た

く

「

無
駄
な
」

時
代
は

存

在
し
な
い

と

考
え

、

メ

ア

リ

時
代
が
そ

れ
ほ

ど

ま
で
に

否
定
的
で

混
沌
と

し

た

時

代
で

あ
っ

た

な
ら

ば
、

そ
の

混
乱
が

も
た

ら
し
た

影
響
を

無
視
す
る

こ

と

は
で

き
な

い

と

述
べ

て

い

る
。
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次
に

宗
教
改
革
を
め

ぐ
る
修
正

論
に

つ

い

て

説
明
さ

れ
て

い

る
。

代
表
的

論
者
で

あ
る

ク

リ
ス

ト
フ

ァ

・

ヘ

イ
グ
は

、

プ

ロ

テ

ス

タ
ン

ト

の

役
割
を
強

調
す
る

A
・

D
・

デ
ィ

ケ
ン

ズ

を
批
判
し
た

。

ヘ

イ

グ
に

よ

れ
ば

、

ル

タ
ー

や
カ
ル

ヴ
ァ

ン

の

思
想
は

民
衆
に

あ
ま

り
受
け

入
れ
ら
れ
ず

、

反
聖
職
者
感

情
も
一

般
的
で

は
な
か
っ

た
。

む
ル
ろ

、

宗
教
改
革
前
夜
の

カ

ト

リ
ッ

ク
教

会
は

十
分
に

機
能
し
て

お
り

、

伝
統
的
な

カ
ト

リ
シ

ズ
ム

が

根
強
く
残
存
し

て

い

た
。

プ
ロ

テ
ス

タ

ン

ト
の

教
義
に

共
感
し
た

わ

け
で

は
な
い

人
々

が

大

き
な

混
乱
も
な

く

宗
教
改
革
を

受
け

入
れ
た
の

は
、

国
王

の

権
威
へ

の

服
従

に

す
ぎ
な

か
っ

た
。

こ

の

よ

う
に
修
正

論
の

論
点
は
ま
と

め
ら

れ
る

。

修
正

論
は
メ

ア

リ

時
代
の

意
味
を

問
い

直
す
こ

と
に

は
な

っ

た

が
、

エ

リ
ザ
ベ

ス

時
代
初
期
の

社
会
が

分
析
の

中
心
で

あ

り
、

メ

ア

リ
時
代
を
正

面
か

ら

扱
っ

た

研
究
は

少
な
い

と
い

う
。

　

宗
教
的
に

は

中
立
で

は
な
い

研
究
も
み
ら

れ
る

。

た

と
え
ば

J
・

J
・

ス

ケ

ア
ス

ブ

リ
ッ

ク

や
E
・

ダ
フ

ィ

は
、

は
っ

き
り

と
カ
ト
リ
ッ

ク
の

立

場
か

ら

宗
教
改
革
史
の

見
直
し

を

試
み
た

。

特
に

ダ
フ

ィ

は
、

良
好
な

状
態
で

あ
っ

た

民
衆
の

カ

ト
リ
ッ

ク

信
仰
を

宗
教
改
革
が

破
壊
し
た
と

し
て

、

メ
ア

リ

時
代
の

カ
ト

リ
ッ

ク

復
活
は
そ

れ
な

り
に

成
功
を
収
め
た
と

評
価
し

て

い

る
と
い

う
。

し

か

し、

そ

れ
で

は

宗
教
改
革
の

影
響
を
ほ

と
ん

ど

否
定
し

、

ヘ

ン

リ
八

世
・

エ

ド
ワ

ー

ド
六
世
の

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

化
の

遺
産
を
無
視
す

る
こ

と
に

な
っ

て

し
ま
う

。

著
者
は

修
正

論
に

対
し
て

疑
問
を
呈
し
て

い

て
、

修
正

論
で

は

教
区
民
の

保
守
性

、

カ

ト
リ
ッ

ク

信
仰
の

維
持
が

強
調
さ

れ
す

ぎ
で

、

メ
ア

リ

以
前
の

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

化
が

人
々

の

生

活
に

及
ぼ

し
た

影

響
も
考
慮
す
る

必
要
が
あ

る
と
主

張
し
て

い

る
。

　

本
書
の

目
的
は

、

修
正

論
の

議
論
を

踏
ま
え
て

メ
ア

リ

時
代
を

宗
教
改
革

書

評

史
の

流
れ
の

中
で

捉
え

直
し

、

メ
ア

リ
時
代
か

ら
エ

リ
ザ
ベ

ス

時
代
へ

の

移

行
を
考
察
す
る
こ

と

で

あ
る

。

第
−

部
で

は

メ

ア
リ

時
代
の

性
格
を

議
論
し

、

宗
教
政
策
に

お
い

て

ど
の

よ

う
な

問
題
に

メ

ア

リ
が

直
面
し
た

か

を
明
ら

か

に

す
る

。

第
H
部
で

は
メ
ア

リ

時
代
か
ら
エ

リ

ザ
ベ

ス

時
代
へ

の

移
行
期
に

教
会
や

教
区

、

俗
人
が

被
っ

た

影
響
や
変
貌
を

明
ら
か
に

す
る

。

　
第
一

章
で

は
、

メ

ア

リ
の

生
涯
を
ヘ

ン

リ

八

世
の

離
婚
問
題、

メ

ア
リ

の

即
位

、

ス

コ

ッ

ト
ラ

ン

ド

宗
教
改
革
者
ジ

ョ

ン
・

ノ
ッ

ク
ス

に

よ
る

女
性
君

主
否
定
論

、

そ

れ
に

対
す
る

メ

ア

リ
の

神
話
的
イ
メ
ー

ジ

の

利
用

、

ス

ペ

イ

ン

皇
太
子
フ

ェ

リ
ペ

と
の

結
婚
の

順
で

概
観
し

て

い

る
。

　

第
二

章
で

は
、

ト
マ

ス
・

ワ

イ
ア

ッ

ト
の

乱
の

経
緯
と

研
究
史
が

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

当
時
の

ロ

ン

ド
ン

は

反
カ
ト
リ

ッ

ク

的
で

あ
っ

た

と

考
え
ら

れ

て

い

る

が
、

ロ

ン

ド
ン

市
民
は
ワ

イ
ア

ッ

ト

で

は
な

く
メ

ア

リ
を

支
持
し

た
。

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

信
仰

を
抱
い

て

い

た
と
し

て

も
、

メ

ア

リ
へ

の

忠
誠
を
信

仰
よ

り
も
優
先
さ
せ

た
と

も

考
え

ら
れ
る

。

さ

ら
に

、

市
民
は
ス

ペ

イ
ン

人

よ
り

も
反
乱
者
に

よ

る

略
奪
を

恐
れ
て

反
乱
を
支
持
し
な
か
っ

た
。

ま
だ

プ

ロ

テ
ス

タ

ン

テ
ィ

ズ
ム

が

イ
ン

グ

ラ
ン

ド

全
体
に

浸
透
し
て

い

な
か
っ

た

状

況
が

示
さ

れ
て

い

る
。

　

第
三

章
で

は
、

メ
ア

リ

時
代

、

大
陸
へ

亡
命
し
た
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

に

よ

る

出
版
を

利
用
し

た

プ
ロ

パ

ガ
ン

ダ
が

成
功
し

た
一

方
で

、

メ

ア

リ

側
の

出

版
・

言
論
統
制
は
む
し
ろ

「

失
敗
」

し
た
と

い

う

通
説
が

批
判
さ

れ
て

い

る
。

メ
ア

リ
側
は

異
端
や

反
乱
者
に

対
す
る

さ

ま
ざ
ま
な

布
告
や

法
律
を
公
布
し

て

い

た
。

出
版
物
の

内
容
も

、

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
の

著
作
が
強
調
さ
れ
る
べ

き
で

は
な

く

中
立
的
で

あ
っ

た
。

　

第
四
章
で

は
、

メ
ア

リ

時
代
の

宗
教
政
策
が

過
酷
な
カ

ト
リ
ッ

ク

反
動、

一
一

九
（

三
五
三

）
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書

評

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

迫
害
で

あ
っ

た

と
い

う
ネ
ガ

テ

ィ

ブ

な
イ
メ

ー

ジ
に

反

論

し
て

い

る
。

教
会
政
策
の

中
心
人

物
で

あ
っ

た

三

人
の

主
教
を
中
心
に
、

彼

ら
が

決
し

て

血
に

飢
え
た

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

迫
害
者
で

は
な
か
っ

た
と

し
て

い

る
。

ま
た

、

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
を
再
建
す

る
た

め
に

、

教
会
巡

察
や

修
道

院
の

建
設
が

な

さ

れ
た

こ

と
、

プ

ー
ル

の

教
皇
使
節
教
令
が

出
版
さ
れ
た

こ

と
な

ど
が

明
ら

か
に

さ

れ
て

い

る
。

　
第
五

章
で

は
、

宗
教
改
革
期

、

国
土

や
ジ
ェ

ン

ト
リ

に

よ
っ

て

教
区
教
会

の

財
産
が

収
奪
さ

れ
た

様
子
や

、

メ
ア

リ
と
エ

リ
ザ
ベ

ス

の

時
代
に

お

け
る

教
区
教
会
の

変
化
・

混

乱
が

述
べ

ら
れ
て

い

る
。

略
奪
者
は
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
に

限
ら

ず
、

カ
ト

リ
ッ

ク

に

共
感
す
る

者
で

も

修
道
院
解
散
が

も
た

ら
す

利
益
に

与
ろ

う
と
し
て

い

た

と
い

う
。

メ
ア

リ

時
代
に

教
区
教
会
を

回
復
す

る
た
め

に

は

費
用
が
か

か

り
、

内
部
施
設
が

荒
廃
し
て

い

る

教
区
が

多
か
っ

た
。

聖
職
者
も
不
足
し

て

お

り
略

奪
さ

れ
た

教
会
の

回
復
は

困
難
で

あ
っ

た
。

教
区
民
の

動
向
は

複
雑
で

、

宗
教
が
一

致
し
た

状
況
に

あ
っ

た

わ

け
で

は
な

〉

つ

こ
o

カ
　

　

≠

　
第
六

章
で

は

妻
帯
聖
職
者
の

聖

職
禄
剥

奪
の

問
題
に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
。

エ

ド
ワ

ー

ド

時
代
に

法
律
に

よ

っ

て

聖
職

者
の

結
婚
が

認
め
ら

れ
た
が

、

メ

ア

リ

時
代
に

な

る
と
そ

の

法
を
含
む
宗
教
改

革
諸
法
が

廃
止
さ

れ
、

さ

ら
に

勅
令
に

よ
っ

て

妻
帯
者
は

聖

職
禄
を
失
っ

た
。

妻
と

離
別
し
て

か

ら
、

他
の

教
区
で

再
任
さ

れ
る

者
も
あ
っ

た
。

か
つ

て

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

で

あ
っ

た

聖

職
者
の

中
に

は
メ

ア

リ

時
代
に

な
る

と

無
節
操
に

カ
ト
リ

ッ

ク

体
制
に

服
従

し
た

者
も
い

た

の

で
、

教
会
の

権
威
や

教
区
民
か
ら

の

信
頼
が

低
下
し

て

い

っ

た
。

エ

リ
ザ
ベ

ス

治
世
に

な

る

と
、

女
工
は

妻
帯
聖
職
者
に

嫌
悪
感
を

抱
い

て

い

た

が

妻
帯
は

黙
認
さ

れ
、

多
く
の

聖
職
者
が

再
び

結
婚
し
た

。

一

二

〇
（

ヨ
五

四
）

　
第
七

章
で

は

聖
職
志

願
者
に

つ

い

て

分
析
さ

れ
て

い

る
。

イ

ン

グ
ラ
ン

ド

で

は
、

聖
職
志
願
者
が

宗
教
改
革
の

開

始
頃
か
ら

エ

リ
ザ

ベ

ス

治
世
に

い

た

る

ま
で

全
国
的
に

減
少
し
た

と

い

う
。

宗
教
的
な

理

由
で

迫

害
・

処
刑
が

行

わ
れ
て

い

た

こ

と
が
一

つ

の

原
因
と

考
え

ら
れ
る
。

ま
た

、

司
祭
が

聖

職
禄

を
得
る
こ

と
が

困
難
で

経
済
的
な

面
で

教
会
は

魅
力
を

失
っ

て

い

た
。

し
か

し
、

人

手
不
足
の

状
態
の

た

め

に

聖
職
禄
獲
得
の

機
会
が

拡

大
し
た

上
に

、

エ

リ

ザ
ベ

ス

治

世
に

教

会
が

安
定
し
た

こ

と

も
あ
っ

て
、

治

世
後
半
に

な

る

と

聖

職
志
願
者
も
増
加
し

始
め

た
。

　
第
八

章
で

は
、

ヨ

ー

ク
に

お
け
る

聖
史
劇
と

中
世
都
市
の

文
化
に

つ

い

て

述
べ

ら
れ
て

い

る
。

聖
史

劇
は
一

四
世
紀
後
半
頃
か
ら

始
ま

り
中
世
に

盛
ん

に

行
わ
れ

全
国

的
に

広
ま
っ

た

が
、

宗
教
改
革
期
に

衰
退
し
た

。

演
劇
の

上

演
は

ギ
ル

ド
に

と
っ

て

経
済
的
に

大
き
な

負
担
で

あ
り

、

ま
た

、

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

か
ら

見
れ

ば
、

演
劇
は

カ

ト

リ
ッ

ク

的
・

偶
像
崇
拝
的
な

も
の

に

映
っ

た
か
ら

で

あ
る
。

人
々

の

中
に

は

復
活
を

望
む

声
も
あ
っ

た

が
、

一

五

七
〇
〜
八

〇
年
代
に

ほ

ぼ

同
時
に

各
地
で

最
後
を

迎
え
た

。

　
終
章
で

は
、

修
正

論
に

つ

い

て
、

従
来
の

メ

ア

リ

時
代
の

不
毛
の

イ
メ

ー

ジ

を
変
化
さ

せ

た

点
は
評

価
で

き
る
が

、

教
区
教
会
レ

ベ

ル

で

の

良
好
さ

ま

で

も
が

強
調
さ

れ
る

問
題
点
を

指
摘
し

て

い

る
。

ま
た、

今
日
で

は
、

修
正

論
の

立
場
に

立

ち
な
が

ら
も

各
々

が

描
く
宗
教
改
革
像
は

極
め

て

多
様
で

あ

り
、

新
た
な

共
通
し
た

宗
教
改
革
像
は

あ
い

ま
い

で

あ
る

と
い

う
。

　
本
書
は

、

イ

ン

グ
ラ

ン

ド

宗
教
改
革
に

つ

い

て

の

研
究
の

中
で

も
、

こ

れ

ま
で

軽
視
さ

れ

評
価
が

低
か
っ

た

メ
ア

リ

時
代
を

中
心
に

扱
っ

た

研
究
書
で

あ
る

。

一

般
的
に

、

メ

ア

リ
は

強
硬
な
カ

ト
リ

ッ

ク
教
徒
で

残
酷
な

女
王
と

い

う
負
の

イ

メ

ー
ジ
が

つ

い

て

い

る
。

一

方
の

エ

リ
ザ
ベ

ス

は

華
や
か

で

神
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話
的
な
イ
メ

ー

ジ

を

持
た

れ
て

い

る
。

二

人
の

女
王
へ

の

評
価
に

は

大
き
な

差
が

あ
る
が

、

本
書
は

メ
ア

リ

時
代
に

光
を
あ
て

よ
う
と
す

る
も
の

で

あ
る

。

イ
ギ

リ
ス

（

イ
ン

グ
ラ

ン

ド
）

宗
教
改
革
は

非
常
に

複
雑
で

あ

る
。

中
世
の

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会

、

ヘ

ン

リ

八
世
治
世
の

カ

ト
リ
ッ

ク
教
会
か

ら
の

分
離
と
イ

ン

グ

ラ
ン

ド

国
教
会
の

成
立

、

エ

ド
ワ

ー

ド
六
世
治

世
の

プ
ロ

テ
ス

タ

ン

ト

化
の

強
化

、

メ

ア

リ

時
代
の

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
へ

の

復
帰

、

そ
し
て

エ

リ
ザ

ベ

ス

治
世
の

国
教
会
の

再
建

、

と
い

う
よ

う
に

体
制
と

宗
教
が
め

ま
ぐ
る
し

く

変
化
し
た

。

そ

の

時
代
に

生
き
た

人
々

、

聖
職
者
の

信
仰
や
生

活
は

非
常

に

興
味
深
い

テ

ー

マ

で

あ

る
。

本
書
に

よ
っ

て
、

こ

の

中
で

も

研
究
の

う
す

い

メ

ア

リ

時
代
が

明
ら
か
に

さ
れ
た
こ

と

に
は

意
義
が
あ
る

。

　
イ

ギ
リ
ス

宗
教
改
革
に

関
し
て

は

イ

ギ
リ
ス

に

お
い

て

膨
大
な

研
究
の

蓄

積
が

あ

り
、

現
在
も
進
行
中
で

あ
る

。

第
二

章
の

ワ

イ
ア

ッ

ト
の

反
乱
だ

け

で

も
、

研
究
者
に

よ

っ

て

様
々

な

説
が

唱
え
ら

れ
て

い

る
。

序
章
で

は
、

イ

ギ
リ

ス

に

お
け
る

宗
教
改
革
に

つ

い

て

の

研
究
史
が
ま
と
め

ら
れ
て

い

る
。

こ

れ

ま

で
の

研
究
で

は

研
究
者
の

信
仰

が

研
究
に

影
響
を

与
え

る

場
合
が

あ
っ

た
が
、

著
者
は
通

説
や

修
正

論
を
ふ

ま
え
て
、

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
や
カ

ト

リ

ッ

ク、

ど
の

よ
う
な

立

場
に

も
偏
る
こ

と
な

く
メ
ア

リ

時
代
の

宗
教
と

社
会
を

明
ら
か
に

し
よ

う
と
し
て

い

る
。

た
と
え

ば
、

ダ
フ

ィ

や
ヘ

イ
グ
の

主

張
と

異
な

り
、

人
々

の

間
の

カ

ト
リ
ッ

ク

信
仰
の

強
さ

を
過

度
に
強
調
す

る

こ

と

も
な

く
、

公
平
に

記

述
し

て

い

る
。

本
書
に

お
い

て
、

メ

ア

リ

時
代

は

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
へ

復
帰
し

た

と
は

い

え
、

宗
教
的
・

社
会
的
に

混
乱
し

て

い

た
こ

と
が

明
ら
か
に

さ

れ
た

。

　
次
に

気
が

付
い

た

点
を
述
べ

て

い

き

た
い

。

本
書
の

副
題
は

「

メ
ア

リ
と

エ

リ
ザ
ベ

ス

の

時
代
」

と

な
っ

て

い

る

が
、

内
容
は

メ

ア

リ

時
代
に
集
中
し

書

評

て

い

る
た

め
バ

ラ

ン

ス

が

悪
く
な
っ

て

い

る
よ
う
で

あ
る

。

副
題
と

内
容
が

合
わ

な
く
な
っ

て

し

ま
い

、

む
し

ろ
、

　
エ

リ

ザ
ベ

ス

を
取
り

、

「

メ

ア

リ
の

時
代
」

に
し
た

方
が

よ
い

よ

う
に

思
わ
れ
た

。

著
者
も
あ
と
が

き
に

お
い

て
、

全
体
と

し
て

メ
ア

リ

時
代
を
扱
っ

た

章
が

多
く
な

り
、

バ

ラ

ン

ス

か

ら
し
て

「

メ

ア

リ
と
エ

リ
ザ
ベ

ス

の

時
代
」

と
い

う

副
題
は

そ

ぐ
わ
な

い

と

い

う

意

見
も

あ
る
か
も
し

れ
な
い

と

述
べ

て

い

る
。

そ
れ
で

も
、

特
に

宗
教
問
題
に

関
し

て
は、

直
接
触
れ
る
こ

と
は

な

く
て

も、

エ

リ

ザ
ベ

ス

時
代
の

存
在
は

常
に

意
識
さ
れ
て

い

る
し

、

二

つ

の

治
世
は

密
接
に

結
び
つ

い

て

い

る
と
い

う
。

し

か
し

、

「

メ
ア

リ

と
エ

リ

ザ
ベ

ズ

の

時
代
」

と
い

う
副
題
を
つ

け
た

の

な

ら
ば

、

エ

リ

ザ
ベ

ス

時
代
に

つ

い

て

も
っ

と

多
く
記

述
し
な
い

の

は

な

ぜ
で

あ

ろ
う
か

。

評
者
は

エ

リ

ザ
ベ

ス

時
代
の

カ

ト

リ
ッ

ク

教
徒
や

カ
ト

リ
ッ

ク
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー
ク

に

興
味
が

あ
る

の

で
、

残
念
で

あ
っ

た
。

　
本
書
の

タ
イ
ト

ル

は

「

イ
ギ
リ

ス

宗
教
改
革
の

光
と

影
』

と
な
っ

て

い

る

が
、

実
際
は

イ
ン

グ
ラ
ン

ド
の

宗
教
改
革
に
つ

い

て

で

あ

り
、

ス

コ

ッ

ト
ラ

ン

ド
の

宗
教
改
革
や
メ
ア

リ
・

ス

テ
ユ

ア

ー
ト
に

つ

い

て

は

触
れ
ら

れ
て

い

な
い

。

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド
女
王

メ

ア

リ
に

つ

い

て

も
書
い

て

い

た

だ

き
た

か
っ

た
。

参
考
文
献
リ
ス

ト
で

は

英
語
文
献
が

す
べ

て

ま

と
め
て

書
か

れ
て

い

た

が
、

一

次
史
料
は

何
を

使
用
し
た
の

か
が
わ

か

ら
な

か
っ

た
の

で
、

一

次
と
二

次
を

分
け
て

書
い

た

方
が

い

い

の

で

は
な

い

で

あ

ろ

う
か

。

　
著
者
は

序
章
や
終
章
に

お
い

て
、

こ

れ
ま
で

メ

ア

リ

時
代
が

不
遇
な

扱
い

を

受
け
て

き
た
こ

と
を

強
調
し
て

い

る
。

宗
教
改
革
以
降

、

近
代
イ

ギ

リ
ス

に

お
い

て

は

反
カ

ト
リ
ッ

ク

意
識

、

カ

ト
リ
ッ

ク
へ

の

嫌
悪
感
が

強
い

た

め
、

ど

う
し
て

も
カ

ト
リ
ッ

ク
へ

復
帰
し
た
メ

ア

リ

の

評
価
は

低
く
な

る
。

メ
ァ

リ

は

研
究
上

見
過
ご

さ

れ
て

き

て

お

り
、

一

般
受
け
し
て

い

な
い

が
、

著
者

一

二
一
（

三
五

五

）
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書

評

は

そ

の

よ

う
な

人
物
を
研
究
対
象
と
し

て

意

義
を
見
出
そ

う
と
し

た
。

評
者

も
著
者
の

姿
勢
に

は

共
感
で

き
る

。

し

か

し
、

そ

れ
ほ

ど

評
価
が

低
く
短
期

間
の

メ
ア

リ

時
代
に

意
義
が

あ
る
と
主

張
す
る
な

ら
ば

、

本
書
で

は
そ
の

根

拠
が

弱
い

よ

う
に

思

わ
れ
た

。

メ

ア

リ

の

研
究
が

少
な
い

、

メ

ア

リ
は

影
の

存
在
で

あ
る

等、

メ

ア

リ

時
代
や

メ

ア

リ

個

人
の

扱
い

が

不
遇
で

あ
る
こ

と

は
わ

か
る
の

だ

が
、

評
者
に

は

メ

ア

リ

時
代
の

重
要
性
が

あ
ま

り
よ

く
伝
わ

ら
な

か
っ

た
。

た

し
か

に

約
五

年
間
の

メ

ア

リ
の

治
世
は

短
く

、

彼
女
が

カ

ト
リ
シ

ズ

ム

復
活
を

成
し

遂
げ
る
こ

と
は

で

き
な

か

っ

た
の

で
、

メ

ア

リ
時

代
を

高
く

評
価
す
る

研
究
を
行
う
こ

と
は

困
難
で

あ
ろ

う
。

　

本
書
で

は

宗
教

改
革
期
に

お
け
る
カ

ト

リ
ッ

ク

信
仰
の

強
さ

を

強
調
し

す

ぎ
て

い

る

修
正

論
を

批
判
し

、

公

平
に

記
述
し
よ

う
と
し

て

い

る

の

で

あ
る

が
、

一

方
で

著
者
の

主

張
が

あ
い

ま
い

に

な
っ

て

い

る
よ

う
に

思
わ
れ
た

。

著
者
は
基
本
的
に

修
正

論
に

同
意
し
て

い

る
が

、

社
会
に

お

け
る

カ

ト
リ

ッ

ク
信

仰
の

強
さ

を
過

度
に

強
調
す
る
こ

と

に
は

批
判
的
で

、

公
平
に

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
の

影
響
も

考
慮
す
べ

き
で

あ
る

と
い

う
立

場
で

あ
り

、

評
者
も
同

意
見
で

あ
る

。

し
か
し

、

イ
ン

グ
ラ

ン

ド
の

宗
教
体
制
が

カ
ト
リ

ッ

ク
か

ら

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
へ

変
化
し
た

後
、

カ
ト

リ
ッ

ク

に

復

帰
し
た
メ

ア

リ

時
代

の

社
会
が

混
乱
し

て

い

た
こ

と

は

明
ら
か

に
さ
れ
た

が
、

著
者
は

人
々

の

カ

ト
リ

ッ

ク

信

仰
や
教
会
に

お

け
る
カ
ト
リ
ッ

ク

的
伝
統
の

強
さ

を
述
べ

る

こ

と
に

対
し

て
、

あ

ま
り
に

慎
重

に

な
っ

て

い

る
よ

う
に

思

わ
れ
た

。

修
正

論

ほ

ど

で

は

な
く
て

も、

メ

ア

リ

時
代
の

意

義
を
よ

り
明

確
に
主

張
し

た

方
が

よ
い

の

で

は
な
い

で

あ

ろ
う
か

。

　

本
書
で

は

あ

ま

り

触
れ
ら

れ

て

い

な

か
っ

た

が
、

メ

ア

リ

時
代
の

カ

ト

リ

ッ

ク

司
祭
の

教
区
に

お
け
る

活
動
や

、

地
方
の

名
望
家
や

民
衆
に

彼
ら

が

一

二

二
（

三
五

六
）

ど
の

よ

う
な

影
響
を

及
ぼ
し
て

い

た
か

を
明
ら

か
に

す
る

必

要
が
あ

る
と

思

わ
れ
る

。

エ

リ
ザ
ベ

ス

治
世
の

カ
ト
リ

ッ

ク

貴
族
・

ジ

ェ

ン

ト
リ

は
、

カ
ト

リ
ッ

ク

司

祭
を
支
援
し
て

信
仰
を

維
持
し
て

い

た
。

エ

リ

ザ
ベ

ス

治
世
初
期

の

カ
ト

リ
シ

ズ
ム

に

つ

い

て
、

ジ

ョ

ン
・

ボ
シ

イ

や

A
・

D
・

デ
ィ

ケ
ン

ズ

は、

民
衆
は

保
守
的
で

あ
っ

た

か
も
し

れ
な
い

が
カ

ト
リ

ッ

ク

教
徒
と
は
い

え
な
い

と
し
て

、

メ

ア
リ

時
代
か
ら
の

力

ト
リ

ッ

ク

司
祭
の

働
き

や
カ
ト

リ

シ

ズ
ム

の

伝
統
に

は

否
定
的
で

あ
る

。

そ

し
て

、

一

五

七
〇

年
代
か

ら
イ
ン

グ
ラ
ン

ド
へ

渡
っ

て

き
た

宣
教
師
や
イ

エ

ズ
ス

会
士
の

布
教
に

よ
っ

て
、

カ

ト
リ
ッ

ク

教
徒
の

民
衆
が

増
加
し

、

カ

ト
リ
ッ

ク

貴
族
・

ジ
ェ

ン

ト
リ
も

信

仰
を

守
る
こ

と

が
で

き
た

と

見
て

い

る
。

一

方
、

ヘ

イ

グ

は
メ

ア

リ

時
代
か

ら
の

カ

ト
リ
ッ

ク

司
祭
の

活
動
を

高
く
評
価
し

て

お

り
、

彼
ら
は

、

特
に

北

部
に

お
い

て

禁
止
さ

れ
た

祭
壇、

聖

画
像、

聖
水

、

ロ

ザ

リ
オ

、

十
字
架
な

ど

を

教
区
教
会
に

残
し
て

、

民
衆
の

カ

ト
リ
シ

ズ
ム

を
維
持
し
た

と

い

う
。

ヘ

イ
グ
の

研
究
は
エ

リ
ザ
ベ

ス

治

世
が

中
心
で

あ
る
が

、

さ
ら
に

メ

ア

リ

時

代
の

カ

ト
リ
ッ

ク
地

域
社
会
に

つ

い

て

解
明
し

て

い

た

だ

け
れ
ば

、

メ

ア

リ

時
代
の

カ

ト
リ

ッ

ク

司
祭
の

活
動
が
カ

ト
リ
シ

ズ
ム

存
続
に

大
き
な

役
割
を

果
た
し
た

こ

と
が

明
ら
か
に

な

る
で

あ

ろ
う

。

　

さ
て

、

よ

く
知
ら

れ
て
い

る

よ
う
に

、

イ
ン

グ
ラ
ン

ド
国
教
会
は
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
で

あ

り
な
が

ら、

組
織
や

儀
式
の

面
に
お
い

て

カ
ト

リ
ッ

ク

教
会

と

共
通
す
る

部
分
が

多
い

と
い

わ
れ
て

い

る
。

国
教
会
の

礼
拝
や
儀
式

、

聖

職
服
の

規
定
を
定
め
た

祈
檮
書
に

は
カ
ト

リ
ッ

ク

的
伝
統
が

残
さ

れ
て

い

る
。

評
者
の

関
心
か
ら

の

要
望
と
な

る
の

だ

が
、

エ

リ
ザ
ベ

ス

即
位
後

、

一

五

五

九
年
の

祈
濤
書
に

お

け
る
カ
ト

リ
ッ

ク

的
要
素
は
ど
の

よ

う
な

も
の

か
、

ま

た
、

そ

れ
ら
が
ど

の

よ

う
な
基

準
で

残
さ

れ
た
の

か
に

つ

い

て

明
ら
か
に

し
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て

い

た

だ

け
れ
ば
と

感
じ
た

。

一

五
四

九
年

、

イ
ン

グ
ラ

ン

ド
で

は

中
世
カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
の

セ

ー

ラ

ム

式
文
を
も
と

に

最
初
の

祈
薦
書
が

作
成
さ

れ
、

一

五
五
二

年
に
さ

ら
に

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

化
し

た

第
二

祈
疇
書
が

作
成
さ

れ

た
。

カ

ト

リ
ッ

ク
の

メ

ア

リ

時
代
に
ど
れ

ほ
ど

祈
薦
書
が

人
々

に

よ
っ

て

使

用
さ

れ
て

い

た

か
は

不
明
で

あ

る
が、

一

五
五

九
年
に

第
二

祈
疇
書
を

保
守

的
に

改
訂
し
た

祈
疇
書
と

礼
拝
統
一

法
が

制
定
さ

れ
た

の

で

あ
っ

た
。

エ

リ

ザ
ベ

ス

政
府
と

国
教
会
は

、

イ
ン

グ
ラ

ン

ド
の

祈
疇
書
の

中
で

最
も
急
進
的

と
い

わ

れ
る

第
二

祈
疇
書
を

、

ど
の

程
度
カ
ト

リ
ッ

ク

的
に

改
訂
し
た
の

で

あ

ろ

う
か

。

カ

ト
リ
ッ

ク
に

復
帰
し
た
メ

ア

リ

時
代
お
よ
び

、

穏

健
に

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

化
が
す

す
め
ら

れ
た
エ

リ

ザ
ベ

ス

時
代
は

、

国
教
会
に

お
け
る

力

ト
リ
ッ

ク

的
伝
統
の

維
持
に

と
っ

て

重
要
な

時
期
で

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ

る
。

　

評
者
は

宗
教
改
革
の

専
門
家
で

は
な
い

た
め

、

も
し

読
み

間
違
え

や
誤

解

が
あ

れ
ば
ご

寛
恕
願
え

れ
ば

幸
い

で

あ
る

。

本
書
は
メ
ア

リ

時
代
の

宗
教
的

変
化

、

政
治

、

社
会
を

明
ら

か

に

し
た

貴
重
な

研
究
で

あ
る

。

ま
た

、

終
章

の

最
後
に

著
者
が

述
べ

る
よ

う
に

、

宗
教
改
革
に

よ
っ

て

国
家
教
会
体
制
が

成
立

し
た
こ

と
は

、

単
に

神
学
の

問
題
に

留
ま
ら

ず
、

人
々

を
巻

き
込
む

政

治
・

社
会
的
な

動
き
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ
る

。

本
書
を
き
っ

か
け
と

し
て

、

宗
教
改
革
史
の

み
な

ら
ず

、

近
世
イ
ン

グ
ラ

ン

ド
の

政
治

、

社
会
に
関
す
る

研
究
が

活
発
化
す
る
こ

と

を

期
待
し
た

い
。

　
　
（

ミ

ネ
ル

ヴ
ァ

書
房
　
二

〇
一

〇
・

＝

刊

　
A5

　
三
一

四
頁
　
六
〇
〇
〇
円
）

書

評

、 、
三

、

四
、

五
、

六
、

七
、

　
　
　
『

史
学

雑
誌
』

投
稿
規
定

投
稿
は

会
員
に

限
り

ま
す

。

投
稿
を
受

け
付
け
て

い

る
の

は
、

次
の

も
の

で
、

公
刊
さ

れ
て

い

な

い

も
の

に

限
り
ま
す

。

　
論
文

　
研
究
ノ

ー

ト

　
史
料
紹
介

　
研
究
動
向

報
告
集
等
に

掲
載
さ

れ
た

も
の

を

も
と

に

し

て

い

る

場

合
は

、

必
ず

投
稿
原
稿
に

そ
の

こ

と
を

明
記
し

、

当
該
の

報
告
集
等
を

添
え
て

下

さ

い
。

原
稿
は

和
文

、

縦
書
き
で

、

四

〇
〇
字
×

八
九
枚
を
上

限
と

し
ま

す
。

A4

用
紙
一

枚
に

八

〇
〇

字
で

印
字
し
て

下
さ

い
。

図
、

表
は

『

史
学
雑
誌
』

　一

頁
大
の

大
き
さ

を
四

〇
〇
字
x

四

枚
分

と

計

算
し

、

本
文

、

注
、

図
、

表
の

合
計
が

八

九
枚
を
超
え

な
い

よ

う
に

し
て

下
さ
い

。

原
稿
に

は

必
ず

和
文
要
旨

（

八
〇
〇
字
以
内
）

を

添
付
し

、

論
文

、

研
究
ノ

ー

ト
の

場
合
は

、

英
文
要
旨
も
添
え
て

下
さ
い

。

要
旨
の

な

い

原
稿
は

受
理
し

ま
せ
ん

。

採

用
に

な
っ

た

場
合、

『

史
学
雑
誌
』

に

は
英
文
要
旨
が

、

史
学
会

の

ウ
ェ

ブ

サ

イ

ト
に

は

和
文
要
旨
お
よ

び

英
文
要
旨
が

掲

載
に

な

り

ま
す

。

二

重

投
稿
は
認
め

ま
せ
ん

。

原
稿
は

史
学
会
に

郵
送
し

て

下
さ
い

。

原
稿

、

要
旨
は

と

も

に

ニ

セ

ッ

ト
お
送
り

下
さ
い

。

写
真

、

図
版

、

特
殊
文
字
等
に

よ

り

印
刷
経
費
が

超
過
し

た

場
合

、

そ

の
一

部
を

負
担
し
て

い

た
だ

く
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

一

二

三
（】
五

看
）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


