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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
研
究
の
今
日
的
意
義

）

七
一　
（
七
一

　

二
〇
一
七
年
六
月
二
四
日
（
土
）
に
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ

ャ
ン
パ
ス
西
校
舎
五
一
七
教
室
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教

改
革
研
究
の
今
日
的
意
義
―
―
五
百
周
年
に
寄
せ
て
―
―
」
と
題

し
て
、
三
田
史
学
会
大
会
総
合
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、

三
つ
の
講
演
と
そ
れ
に
関
連
し
た
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。

講
演
者
と
そ
の
題
目
は
、
①
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授
の
森
田
安

一
氏
「
ル
タ
ー
肖
像
画
の
変
遷
と
ル
タ
ー
改
革
の
動
向
」、
②
東

京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
の
西
川
杉
子
氏
「
ル
タ
ー
を
引

き
継
い
で
―
一
七
・
一
八
世
紀
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
の
連
携
運

動
―
」、
③
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
の
田
上
雅
徳
氏
「
教
会
を
持

続
さ
せ
た
宗
教
改
革 

―
政
治
思
想
史
的
考
察
―
」
と
い
う
内
容

で
構
成
さ
れ
て
い（
た
）
1

。
い
ず
れ
の
報
告
も
学
術
的
に
非
常
に
豊
か

な
内
容
を
含
ん
で
い
た
た
め
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
対
し
て
、
後

日
各
所
か
ら
肯
定
的
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
当
初
は
、
聖
学
院

大
学
人
文
学
部
の
和
田
光
司
氏
に
コ
メ
ン
ト
を
依
頼
し
て
い
た
が
、

一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
急
遽
、
司
会
担
当
の
野
々
瀬
浩
司
が
そ

れ
を
代
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
提
示
し
た
。

　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
、
一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
に

「
九
五
箇
条
の
提
題
」
で
教
会
の
改
革
を
訴
え
て
か
ら
、
二
〇
一

七
年
で
丁
度
五
百
年
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
を
は
じ
め
と
し

た
多
く
の
研
究
者
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
あ
る
い
は
世
界
史
に
お
け

る
宗
教
改
革
の
役
割
や
意
義
に
つ
い
て
、
宗
教
、
思
想
、
政
治
、

経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
の
多
方
面
の
視
点
か
ら
言
及
し
て
き
た
。

日
本
で
も
戦
後
大
塚
史
学
を
中
心
に
、
近
代
的
合
理
主
義
の
成
立

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
研
究
の
今
日
的
意
義

─
─
五
百
周
年
に
寄
せ
て
─
─

野
々
瀬

浩

司

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
研
究
の
今
日
的
意
義
─
─
五
百
周
年
に
寄
せ
て
─
─
」
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と
の
関
連
で
宗
教
改
革
の
歴
史
的
意
義
に
関
す
る
活
発
な
議
論
が

展
開
さ
れ（
た
）
2

。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
化
の
意
味
や
役
割
に
対
し

て
様
々
な
角
度
か
ら
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、

宗
教
改
革
研
究
自
体
が
大
き
な
岐
路
を
迎
え
て
い
る
。
こ
こ
で
宗

教
改
革
に
関
す
る
主
要
な
学
説
の
一
部
を
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

関
連
し
た
も
の
を
中
心
に
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

　

東
西
冷
戦
期
に
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
や
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
研
究
者
た
ち
は
、
宗
教
改
革
と
農
民
戦
争
を

併
せ
て
未
成
熟
に
終
わ
っ
た
「
初
期
市
民
革
命
」
と
規
定
し
た
。

彼
ら
は
、
領
邦
国
家
化
の
進
展
に
よ
る
政
治
的
分
裂
状
態
が
生
産

力
の
発
展
を
抑
止
し
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
と
封
建
的
政
治
体

制
と
の
矛
盾
・
対
立
が
顕
在
化
し
た
と
見
な
し
た
。
そ
の
よ
う
な

「
初
期
市
民
革
命
説
」
に
対
し
て
、
西
ド
イ
ツ
の
非
マ
ル
ク
ス
主

義
的
な
研
究
者
か
ら
、
経
済
的
利
害
関
係
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
階

級
対
立
を
過
度
に
強
調
し
た
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ（
た
）
3

。

　

一
九
六
〇
年
代
以
降
に
、
民
衆
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
社
会
史

な
方
法
が
宗
教
改
革
研
究
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
ま
ず
共

同
体
の
構
造
分
析
と
の
関
連
で
中
心
的
に
議
論
さ
れ
始
め
た
。
宗

教
改
革
思
想
と
都
市
共
同
体
を
結
び
つ
け
て
議
論
し
た
ベ
ル
ン

ト
・
メ
ラ
ー
の
研
究
は
、
社
会
史
的
な
研
究
と
し
て
先
駆
的
意
味

を
も
ち
、
今
日
で
も
基
礎
的
な
研
究
文
献
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照

さ
れ
て
い（
る
）
4

。
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
改
革
は
自
治
権
を
保
持
し
て

い
た
帝
国
都
市
に
お
い
て
、
共
同
体
を
基
盤
に
し
て
帝
国
の
他
の

諸
身
分
よ
り
も
ず
っ
と
強
度
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
メ
ラ
ー
の
議
論
を
農
村
共
同
体
に
拡
大
し
た
ペ
ー
タ
ー
・
ブ

リ
ッ
ク
レ
は
、
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
運
動
と
い
う
共
通
の
尺
度

で
、
宗
教
改
革
と
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
を
総
合
的
に
そ
の
社
会
構
造

か
ら
考
察
し
、「
共
同
体
宗
教
改
革
論
」
を
展
開
し（
た
）
5

。
さ
ら
に
、

宗
教
改
革
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
形
で
普
及
し
た
の
か
に
つ
い
て

分
析
し
た
研
究
が
現
れ
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
セ
ス

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
宗
教
改
革
期
に
お
け
る
木
版
画
な
ど
の
視
覚

的
表
現
を
用
い
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
合
戦
と
し
て
の
側
面
が
巧
み
に

描
か
れ（
た
）
6

。

　

そ
の
後
、
一
五
一
七
年
〜
一
五
五
五
年
の
時
期
を
中
心
に
考
察

し
て
い
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
宗
教
改
革
史
研
究
に
対
し
て
疑
問
が

投
げ
か
け
ら
れ
、「
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
平
和
」
の
成
立
以
降

の
時
期
の
学
術
的
意
義
に
も
着
目
さ
れ
た
。
ツ
ェ
ー
デ
ン
が
「
宗

派
化
」
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
を
行
い
、
そ
れ
を
受
け
て
ハ
イ
ン

ツ
・
シ
リ
ン
グ
は
、
一
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
領
邦
国
家
と
宗
教

改
革
と
の
結
び
つ
き
を
、「
宗
派
化
」
と
し
て
包
括
的
に
規
定
し

た
。
さ
ら
に
シ
リ
ン
グ
は
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
エ
ス
ト
ラ
イ
ヒ
に
よ

っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
社
会
的
規
律
化
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、

七
二



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
研
究
の
今
日
的
意
義

）

七
三　
（
七
三

「
宗
派
化
」
を
そ
の
前
段
階
な
い
し
は
触
媒
と
見
な
し
た
。
し
か

し
「
宗
派
化
」
に
関
し
て
は
、
地
域
的
な
多
様
性
な
ど
が
指
摘
さ

れ
、
反
論
も
提
起
さ
れ
て
い（
る
）
7

。
社
会
構
造
史
的
な
分
析
が
進
展

す
る
と
、
一
五
一
七
年
の
出
来
事
や
ル
タ
ー
個
人
の
役
割
が
相
対

化
さ
れ
、
よ
り
長
期
的
な
視
点
で
宗
教
改
革
が
考
察
さ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
、
中
世
末
か
ら
一
七
・
一
八
世
紀
に
も
継
続
さ
れ
た
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
化
と
し
て
の
「
長
期
の
宗
教
改
革
」
と
い
う
議
論
が

展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
改
革
は
い
つ
か

ら
始
ま
り
、
い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
と
い
う
問
題
提
起
が
重
要
な

位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ（
た
）
8

。

　

こ
の
よ
う
な
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
中（
で
）
9

、
五
百
周
年
と
い

う
節
目
の
時
期
に
過
去
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、
今
日
さ
ら
に
宗
教

改
革
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
学
術
的
に
意
味
の
あ
る
研
究
方
法
と
し

て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
改
め

て
議
論
し
た
い
と
考
え
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
ド
イ

ツ
語
圏
、
英
語
圏
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
宗
教
改
革
研
究
に

従
事
し
て
い
る
三
人
の
専
門
家
か
ら
問
題
提
起
を
行
っ
て
も
ら
い
、

次
に
そ
れ
を
受
け
て
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
議
論
に
基
づ
い
た

学
術
交
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
と
い
う
時
代
の
特
質
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
の
も
と
に
三
つ
の
講
演
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
に
つ
い
て
は
省
略
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
す
こ
と
に
す
る
。

　

森
田
報
告
は
、
文
字
史
料
以
外
の
視
覚
的
な
題
材
を
用
い
た
多

角
的
な
視
点
か
ら
宗
教
改
革
研
究
を
行
い
、
絵
画
な
ど
の
図
像
を

考
察
対
象
と
す
る
美
術
史
研
究
と
、
主
に
文
字
で
記
さ
れ
た
史
料

の
分
析
に
依
拠
し
て
き
た
歴
史
研
究
と
の
間
の
相
互
交
流
を
促
進

す
る
た
め
の
可
能
性
を
広
く
開
い
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
報
告

に
対
し
て
、
ま
ず
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
、「
ル
タ
ー
肖
像
画
の

変
遷
の
背
後
に
、
ル
タ
ー
自
身
の
意
志
は
ど
の
程
度
反
映
し
て
い

た
の
か
、
さ
ら
に
は
絵
画
の
作
成
過
程
の
中
で
、
画
家
の
意
志
と

ル
タ
ー
の
意
志
と
の
間
に
緊
張
や
対
立
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い

う
質
問
が
提
起
さ
れ
た
が
、
森
田
氏
か
ら
は
「
恐
ら
く
ル
タ
ー
自

身
の
意
向
と
は
関
係
な
く
肖
像
画
が
描
か
れ
た
」
と
い
う
返
答
が

な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
、
木
版
画
な
ど
に
よ

る
視
覚
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
触
れ
た
人
々
の
内
面
を
解
明
し
、

個
々
の
木
版
画
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
社
会
的
影
響
を
与
え
た

の
か
に
関
す
る
分
析
を
よ
り
厳
密
に
行
う
た
め
に
は
、
何
が
必
要

か
、
特
に
民
衆
の
側
の
史
料
が
少
な
い
の
で
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

受
け
取
っ
た
人
々
の
心
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
実
証
で
き
る
の
か
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と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
森
田
氏
は
、
そ
れ
を
厳
密
な
意

味
で
解
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し

た
。
そ
の
他
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
は
、「
確
か
に
よ
り
複
眼
的
な

視
点
か
ら
人
間
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
文
字
史
料

以
外
の
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
絵
画
を
史
料
と
し
て
取
り
扱
う
際
に
は
、

そ
の
曖
昧
で
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
描
写
か
ら
、
し
ば
し
ば
研
究
者

が
独
善
的
で
偏
っ
た
解
釈
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
生
じ

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
提
起
を
行
い
、
そ
れ
を
回
避
す

る
た
め
の
史
料
批
判
と
し
て
の
方
法
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
の
か
と
い
う
質
問
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
森
田
氏
は

文
字
史
料
に
お
い
て
も
解
釈
の
多
様
性
を
許
す
よ
う
な
も
の
が
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
困
難
さ
は
、
画
像
な
ど

を
史
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
史
料
に
共
通
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
明
ら
か
に

し
た
。

　

西
川
報
告
は
、
よ
り
長
期
的
な
視
点
か
ら
、
さ
ら
に
は
国
際
的

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
か
ら
、
幅
広
く
宗
教
改
革
運
動
を
考
察

し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
宗
派
に
お
け
る
連
携
運
動
の
実
態
を

解
明
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
重
要
な
学
術
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。

西
川
報
告
に
対
し
て
、
ま
ず
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
、「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
連
携
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
派
の
間
で
可
能
で
あ
っ
た

の
か
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
連
携
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
あ
る

い
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
の
か
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、「
例
え
ば
再
洗
礼
派
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
派
、
敬
虔
主
義
な

ど
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
の
か
、
そ
こ
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
内
部
で
の
寛
容
と
不
寛
容
の
問
題
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い

う
問
い
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
西
川
氏
は
、
連
携
の
対

象
は
体
制
教
会
中
心
で
あ
り
、
特
に
三
位
一
体
論
を
認
め
な
い
分

派
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、「
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
全
般
的
危
機
の
時
代
の
中
で
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｋ
な
ど
の

連
携
運
動
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た

ら
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
限
界
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
版
布
教
聖
省
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
類
似
の
組
織
と
比

較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
共
通
点
と
相
違
点
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い

う
コ
メ
ン
ト
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
西
川
氏
か
ら
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
活
動
は
、
組
織
力
や
財
政
基
盤
と
い
う
点
で
力
不
足
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
成
果
を

収
め
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
「
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｋ
以
外
に
、

類
似
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
行
っ
た
他
団
体
は
な
か
っ
た
の

か
」
と
い
う
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
質
問
に
対
し
て
、
西
川
氏
は
植

七
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民
地
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
Ｓ
Ｐ
Ｇ
や
ス
イ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
活
動
の
存
在
な
ど
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か

ら
、「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
は
、
啓
蒙
思
想
の
影
響
な
ど
の

観
点
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
、
保
守
的
な
「
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
」
と
、
理
性
の
時
代
に
お
け
る
よ
り
自
由
な
「
新
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
に
分
け
た（
が
）
10

、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
、

Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｋ
の
連
携
運
動
あ
る
い
は
長
期
の
宗
教
改
革
を
理
解
す
る

上
で
、
ど
の
よ
う
な
有
効
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
も

っ
て
い
な
い
の
か
」
と
い
う
大
き
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
問
題
に
対
し
て
西
川
氏
は
、
啓
蒙
思
想
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

る
の
か
に
よ
っ
て
見
方
が
非
常
に
異
な
る
も
の
の
、
一
六
世
紀
と

啓
蒙
期
と
の
間
に
あ
る
宗
教
改
革
運
動
の
連
続
面
に
注
目
す
る
意

義
を
指
摘
し
た
。

　

田
上
報
告
は
、
一
六
世
紀
に
は
ま
だ
個
人
意
識
が
十
分
に
は
成

立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
聖
餐
式
を
中
心
と

す
る
宗
教
儀
礼
や
教
会
制
度
の
役
割
を
重
視
す
る
精
神
的
態
度
を

強
調
し
て
、
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と

ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
な
ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
運
動
と
の
間
に

あ
る
類
似
性
や
連
続
面
に
着
目
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
学
術
的
に

重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
田
上
報
告
に
対
し
て
ま
ず
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
か
ら
、「
一
六
世
紀
を
「
長
い
中
世
」
の
最
後
と
位
置

づ
け
、
一
六
世
紀
と
一
七
世
紀
の
断
絶
面
を
強
調
し
た
こ
と
の
利

点
と
欠
点
は
何
か
」
と
い
う
質
問
が
提
起
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

「
そ
の
よ
う
な
時
代
区
分
に
は
、
一
六
世
紀
と
一
七
・
一
八
世
紀

の
連
続
面
を
強
調
す
る
西
川
報
告
の
も
の
と
は
、
根
本
的
な
見
解

の
相
違
が
あ
り
、
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
中
世
と
宗
教
改
革
と

の
間
の
断
絶
面
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問

が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
は
、「
中
世
と
は
何
か
」「
近
代
と
は

何
か
」
と
い
う
重
大
な
議
論
に
発
展
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
田
上
氏
は
、
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
期
の
ボ
ダ
ン
に
よ
る
主

権
概
念
成
立
の
意
義
や
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
思
想
の
近
代
性
を
強
調

し
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
と
の
間
に
あ
る
相
違
点

を
提
示
し
た
。
次
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
、「
洗
礼
や
聖
餐
な

ど
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
形
で
政
治
思
想
に

影
響
を
与
え
た
の
か
」
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

政
治
に
は
儀
礼
的
な
も
の
が
多
く
伴
わ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
宗
教
的
儀
礼
と
政
治
思
想
と
の
間
の
影
響
関
係
は
、
よ
り
具

体
的
に
は
何
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
か
、
例
え
ば
、

も
し
国
王
や
諸
侯
の
戴
冠
式
の
や
り
方
に
お
い
て
そ
の
痕
跡
が
認

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
非
常
に
明
瞭
に
両
者
の
関
係
が
実
証
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
問
題
に
対
し
て
田
上
氏
は
、
政
治
思
想
史
家
と
歴
史
研
究
者
と

七
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の
間
の
研
究
方
法
の
違
い
を
認
め
、
今
後
検
証
す
る
意
向
を
表
明

し
た
。
最
後
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
、「
政
治
思
想
史
研
究
と

歴
史
研
究
の
間
の
活
発
な
学
術
交
流
に
よ
っ
て
、
宗
教
改
革
の
実

態
を
よ
り
豊
か
に
総
合
的
に
描
き
出
す
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

方
法
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
の
か
」
と

い
う
宗
教
改
革
研
究
の
学
際
化
に
関
わ
る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
田
上
氏
は
、
総
論
に
お
い
て
両
者
の
学
術
的
交
流

の
可
能
性
や
意
義
を
肯
定
し
た
上
で
、
大
き
な
物
語
を
叙
述
す
る

政
治
思
想
史
と
細
か
い
事
実
を
実
証
的
に
積
み
重
ね
る
歴
史
学
の

間
に
は
、
相
互
的
な
学
問
の
自
律
性
を
尊
重
し
あ
う
こ
と
の
大
切

さ
も
強
調
し
た
。
な
お
こ
の
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
後
日

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
の
小
倉
欣
一
氏
か
ら
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

そ
の
他
に
、
質
問
用
紙
に
記
載
さ
れ
た
複
数
の
問
題
提
起
が
紹

介
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
が
、
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
全
体
に
関
わ
る
も
の
の
み
を
こ
こ
に
記
し
た
い
。
一

二
・
一
三
世
紀
の
教
会
史
を
専
門
と
す
る
神
崎
忠
昭
氏
か
ら
、

「
キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
的
な
価
値
だ
け
で
は
な
く
、
物
質
的
世
界

の
秩
序
を
支
配
し
て
い
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
り
、
一

七
・
一
八
世
紀
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
よ
り
人
間
的
な
も
の
に
重
心

を
移
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
正
し
い
の

か
」
と
い
う
問
い
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
講
演
者
を

代
表
し
て
田
上
氏
か
ら
、「
そ
れ
は
お
お
む
ね
認
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
返
答
が
な
さ
れ
た
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
者
に
限

ら
ず
、
多
分
野
の
歴
史
研
究
者
や
考
古
学
者
か
ら
も
多
く
の
肯
定

的
な
反
響
を
得
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
宗
教
改
革
史
研
究
が

抱
え
る
諸
課
題
が
、
今
日
の
歴
史
学
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
に
も

繋
が
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
戦
後
、
歴

史
研
究
の
中
で
社
会
史
的
な
視
点
の
重
要
性
が
著
し
く
増
加
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
の
個

別
の
分
野
か
ら
の
分
析
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
多
角
的
視

点
か
ら
総
合
的
に
考
察
す
る
必
要
性
が
求
め
ら
れ
、
学
際
的
な
研

究
交
流
の
役
割
が
強
調
さ
れ
、
全
体
史
の
中
で
過
去
の
出
来
事
の

実
像
を
再
構
築
す
る
傾
向
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
学
術
的

な
前
進
を
着
実
に
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
歴
史
研
究
自
体
の
大
幅

な
多
様
化
や
相
対
化
を
創
出
し
、
進
む
べ
き
進
路
を
不
透
明
な
も

の
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
負
の
側
面
を
生
み
出
し
た
と
も
表
現
で

き
る
。
今
後
と
も
三
田
史
学
会
大
会
総
合
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、

具
体
的
な
題
材
を
通
し
て
、
史
学
系
の
学
問
の
抱
え
る
個
別
の
課

題
を
提
示
し
な
が
ら
、
相
互
的
な
学
術
交
流
の
た
め
に
積
極
的
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
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※
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度 

基
盤
研
究（
Ｃ
）「
宗
教
改
革
期
ス

イ
ス
に
お
け
る
都
市
共
同
体
の
構
造
に
関
す
る
社
会
史
的
研
究
」

（
課
題
番
号17K

03188

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

七
七

註（1
）　

講
演
者
の
略
歴
と
主
な
業
績
を
簡
単
に
記
す
。

森
田
安
一
【
も
り
た　

や
す
か
ず
】　

一
九
四
〇
年
、
東
京
都
に
生
ま

れ
る
。
東
京
大
学
文
学
部
西
洋
史
学
科
卒
業
、
同
大
学
院
人
文
科

学
研
究
科
博
士
課
程
中
退
、
博
士
（
文
学
、
東
京
大
学
）。
東
京
学

芸
大
学
教
授
を
経
て
、
日
本
女
子
大
学
教
授
、
同
名
誉
教
授
。
ス

イ
ス
史
、
宗
教
改
革
史
を
専
門
と
す
る
。
著
書
・
論
文
と
し
て
以

下
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。『
ス
イ
ス
中
世
都
市
史
研
究
』（
山
川
出

版
社
、
一
九
九
一
年
）。『
ス
イ
ス 

―
歴
史
か
ら
現
代
へ
―
』（
刀

水
書
房
、
一
九
八
〇
年
）。『
物
語　

ス
イ
ス
の
歴
史 

―
知
恵
あ
る

孤
高
の
小
国
―
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。『
図
説　

宗

教
改
革
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）。『「
ハ
イ
ジ
」
の
生

ま
れ
た
世
界 

―
ヨ
ハ
ン
ナ
・
シ
ュ
ピ
ー
リ
と
近
代
ス
イ
ス
―
』

（
教
文
館
、
二
〇
一
七
年
）。
編
著
『
ス
イ
ス
の
歴
史
と
文
化
』（
刀

水
書
房
、
一
九
九
八
年
）。
編
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
の
連
携

と
断
絶
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）。「
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
お
け
る
再

洗
礼
派
運
動
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
第
七
六
編
第
一
一
号
、

一
九
六
七
年
、
一
〜
四
〇
頁
）。「『
神
の
義
』
と
『
人
間
の
義
』 

―

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
権
力
・
社
会
観
―
」（『
思
想
』
第
六
四
六
号
、

一
九
七
八
年
、
八
一
〜
一
〇
一
頁
）; Zürich und die 

Reichsstädte, in: H
eiko O

berm
ann/ E. Saxer/ A

. Schin-

dler/ H
. Stucki 

（H
gg.

）, R
eform

iertes E
rbe. Festschrift 

für G
ottfried W

. Locher zu seinem
 80. G

eburtstag Bd.1, 
Zürich 1992.

西
川
杉
子
【
に
し
か
わ　

す
ぎ
こ
】　

一
九
六
三
年
、
東
京
都
に
生
ま

れ
る
。
立
教
大
学
文
学
部
卒
業
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ

ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
大
学
院
修
了
（Ph.D

.

取
得
）。
神
戸
大
学
助
教
授

を
経
て
、
現
在
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
地
域
研
究

専
攻
准
教
授
。
近
世
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
。

著
書
・
論
文
と
し
て
以
下
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。『
ヴ
ァ
ル
ド
派
の

谷
へ 

―
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
き
ぬ
い
た
異
端
者
た
ち
―
』（
山

川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）。「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
カ
ト
リ

ッ
ク
で
あ
る 

―
一
七
・
一
八
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
イ
ン
タ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
寛
容
問
題
―
」（
深
沢
克
己
・
高
山
博
編
『
信
仰
と

他
者
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

国
際
主
義
を
生
き
る 

―
Ｊ
・
Ｃ
・
ヴ
ェ
ン
ド
リ
の
遍
歴
一
六
五
六

〜
一
七
二
四
年
―
」（
近
藤
和
彦
編
『
歴
史
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治

社
会
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
訳
書
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
・
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
歴
史　

七　

一
七
世
紀
』（
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）; “H

enry Com
pton, Bishop of Lon-

don 

（1676-1713

） and Foreign Protestants”, in: From
 

Strangers to Citizens, Brighton 2001; “Ending a Religious 
Cold W

ar: Confessional T
rans-state N

etw
orks and the 

Peace of U
trecht”, in: Inken Schm

idt-V
oges/ A

na Crespo 
Solana 

（eds.

）, N
ew
 W
orlds? T

ransform
ations in the Cul-

ture of International R
elations A

round the P
eace of 

U
trecht, London/ N

ew
 Y

ork 2017, pp. 113-127.



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
一
号

）

七
八　
（
七
八

田
上
雅
徳
【
た
の
う
え　

ま
さ
な
る
】　

一
九
六
三
年
、
徳
島
市
に
生

ま
れ
る
。
一
九
八
六
年
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業
、

慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
、
博
士

（
法
学
、
慶
應
義
塾
大
学
）。
現
在
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
中
心
と
し
た
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
や
政

治
神
学
の
研
究
。
著
書
・
論
文
と
し
て
以
下
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。

『
初
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。

『
入
門
講
義
キ
リ
ス
ト
教
と
政
治
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
五
年
）。「
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン 

―
近
代
初
期
に
お
け
る
身

体
性
の
政
治
神
学
―
」（『
岩
波
講
座　

政
治
哲
学　

一
』
岩
波
書

店
、
二
〇
一
四
年
、
二
九
〜
五
〇
頁
）。「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
・『
終
末

論
』・
政
治
」（『
改
革
派
神
学
』
三
二
、
二
〇
〇
五
年
、
四
五
〜
六

三
頁
）。「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
契
約
論
』、
そ
の
政
治
思
想
的
含
意
」

（『
法
学
研
究
』
七
六
（
一
二
）、
二
〇
〇
三
年
、
八
一
〜
一
一
〇

頁
）。「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
為
政
者
観
」（『
法
学
研
究
』
八
四
（
二
）、

二
〇
一
一
年
、
三
〇
七
〜
三
三
五
頁
）。「
一
六
世
紀
国
家
と
西
欧

精
神
史
」（『
法
学
政
治
学
論
究
』
三
二
、
一
九
九
七
年
、
一
六
五

〜
一
九
九
頁
）。「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
研
究
序
説　

―
そ
の
内

在
的
理
解
に
向
け
て
―
」（『
法
学
政
治
学
論
究
』
三
一
、
一
九
九

六
年
、
三
一
九
〜
三
五
〇
頁
）。「
逢
坂
元
吉
郎
、
未
完
の
政
治
神

学
」（『
途
上
』
二
八
、
二
〇
一
三
年
、
九
九
〜
一
一
八
頁
）。 

（
2
）　

Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
／
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）。

Ｅ
・
ト
レ
ル
チ
著
／
内
田
芳
明
訳
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）。
大
塚
久
雄
『
宗
教
改
革
と
近
代
社

会
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
年
）。

（
3
）　Gerhard Brendler 

（H
g.

）, D
ie frühbürgerliche R

evolu-
tion in D

eutschland. R
eferat und D

iskussion zum
 T
hem
a 

Problem
e der frühbürgerlichen R

evolution in D
eutsch-

land 1476-1535 

（T
agung der Sektion M

ediävistik der 
D

eutschen H
istoriker-Gesellschaft vom

 21.-23. 1. 1960 in 
W

ernigerode, herausgegeben von Ernst W
erner und 

M
ax Steinm

etz, Bd.  2

）, A
kadem

ie-V
erlag Berlin 1961; 

M
ax Steinm

etz 

（H
g.

）, D
ie frühbürgerliche R

evolution in 
D
eutschland 

（Studienbibliothek D
D
R
- G
eschichtsw

issen-
schaft Bd.  5

）, A
kadem

ie-V
erlag Berlin 1985; 

寺
尾
誠
「
東

独
に
お
け
る
宗
教
改
革
と
農
民
戦
争
の
研
究
の
現
状
」（『
三
田
学

会
雑
誌
』
五
五
・
四
、
一
九
六
二
年
、
九
一
〜
一
〇
二
頁
）。
田
中

真
造
「
初
期
市
民
革
命
と
し
て
の
宗
教
改
革
と
ド
イ
ツ
農
民
戦

争
」（『
思
想
』
第
五
九
一
号
、
一
九
七
三
年
、
一
四
九
〜
一
六
二

頁
）。

（
4
）　Bernd M

oeller, R
eichsstadt und R

eform
ation, N

eue 
A

usgabe, m
it einer E

inleitung, herausgegeben von 
T

hom
as K

aufm
ann, M

ohr Siebeck T
übingen 2011

﹇
森
田

安
一
・
棟
居
洋
・
石
引
正
志
訳
『
帝
国
都
市
と
宗
教
改
革
』（
教
文

館
、
一
九
九
〇
年
）﹈; Bernd M

oeller, Stadt und Buch. Be-
m

erkungen zur Struktur der reform
atorischen Bew

e-
gung in D

eutschland, in: W
olfgang J. M

om
m

sen/ Robert 
W

. Scribner 

（H
gg.

）, Stadtbürgertum
 und A

del in der 
R
eform

ation: Studien zur Sozialgeschichte der R
eform

a-
tion in E

ngland und D
eutschland 

（V
eröffentlichungen 

des D
eutschen H

istorischen Instituts London 5  

）, Stutt-



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
研
究
の
今
日
的
意
義

）

七
九　
（
七
九

gart 1979, S. 25-39; Bernd M
oeller, Luther und Städte, 

in: A
us der L

utherforschung. D
rei V

orträge, W
est-

deutscher V
erlag: O

pladen 1983, S. 9-26; 

中
村
賢
二
郎
・
倉

塚
平
編
著
『
宗
教
改
革
と
都
市
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
三
年
）。

棟
居
洋
『
ド
イ
ツ
都
市
宗
教
改
革
の
比
較
史
的
考
察 

―
リ
ュ
ー
ベ

ッ
ク
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
中
心
に
し
て
―
』（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
比
較
文
化
叢
書

一
、
国
際
基
督
教
大
学
比
較
文
化
研
究
会
、
一
九
九
二
年
）。
渡
邊

伸
『
宗
教
改
革
と
社
会
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一

年
）。
野
々
瀬
浩
司
「
宗
教
改
革
と
都
市
共
同
体
」（『
思
想
』
第
一

一
二
二
号
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
、
二
四
〜
四
五
頁
）。

（
5
）　Peter Blickle, G

em
eindereform

ation. D
ie M

enschen 
des 16. Jahrhunderts auf dem

 W
eg zum

 H
eil, M

ünchen 
1985; ders., K

om
m
unalism

us: Skizzen einer gesellschaft-
lichen O

rganisationsform
  2 Bde., 

（Band 1: O
berdeutsch-

land, Band 2: Europa

）, M
ünchen 2000; ders., D

eutsche 
U
ntertanen. E

in W
iderspruch, M

ünchen 1981
﹇
服
部
良
久

訳
『
ド
イ
ツ
の
臣
民
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
〇
年
）﹈; 

Peter Blickle, D
ie R

eform
ation im

 R
eich, 2. überarbei -

tete und erw
eiterte A

uflage, Stuttgart 1991

﹇
田
中
真
造
・

増
本
浩
子
訳
『
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
』（
教
文
館
、
一
九
九
一

年
）﹈; Peter Blickle, D

ie R
evolution von 1525, 3. erw

ei -
terte A

uflage, M
ünchen/ W

ien 1993

﹇
前
間
良
爾
・
田
中
真

造
訳
『
一
五
二
五
年
の
革
命
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
八
年
）﹈; 

前

間
良
爾
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
史
研
究
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九

九
八
年
）。
野
々
瀬
浩
司
『
宗
教
改
革
と
農
奴
制 

―
ス
イ
ス
と
西

南
ド
イ
ツ
の
人
格
的
支
配
―
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

三
年
）。

（
6
）　Robert W

. Scribner, For the Sake of Sim
ple Folk. 

Popular Propaganda for the G
erm
an R

eform
ation （Cam

-
bridge Studies in O

ral and Literate Culture  2

）, Cam
-

bridge 1981; 

森
田
安
一
『
ル
タ
ー
の
首
引
き
猫 

―
木
版
画
で
読

む
宗
教
改
革
―
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）。
同
『
木
版
画

を
読
む 

―
占
星
術
・「
死
の
舞
踏
」
そ
し
て
宗
教
改
革
―
』（
山
川

出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）。
蝶
野
立
彦
『
一
六
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け

る
宗
教
紛
争
と
言
論
統
制
』（
彩
流
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
7
）　E. W

. Zeeden, Grundlagen und W
ege der K

ofessions-
bildung in D

eutschland im
 Zeitalter der Glaubenskäm

pfe, 
in: H

istorische Zeitschrift  185 

（1958

）, S. 249-299; Ger-
hard O

estreich, Strukturproblem
e des europäischen A

b-
solutism

us, in: V
ierteljahrschrift für Sozial- und 

W
irtschaftsgeschichte  55 

（1968

）, S. 329-347

﹇
邦
訳
：
Ｆ
・

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
他
『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九

八
三
年
）
に
所
収
﹈; H

einz Schlling, K
onfessionalisierung 

im
 Reich. Religiöser und gesellschaftlicher W

andel in 
D

eutschland zw
ischen 1555 und 1620, in: H

istorische 
Zeitschrift  246 

（1988

）, S. 1-45; W
olfgang R

einhard, 
“Pressures T

ow
ards Confessionalization? Prolegom

ena 
to a T

heory of the Confessional A
ge,” in: C. Scott D

ixon 

（ed.

）, T
he G

erm
an R

eform
ation, O

xford: Blackw
ell 1999, 

pp. 172-192; 

踊
共
二
『
改
宗
と
亡
命
の
社
会
史
』（
創
文
社
、
二

〇
〇
三
年
）。

（
8
）　Peter G. W

allace, T
he Long E

uropean R
eform

ation. 



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
一
号

）

八
〇　
（
八
〇

R
eligion, P

olitical C
onflict, and the Search for C

on-
form

ity, 1350-1750, Second Edition, Palgrave M
acm

il-
lan: H

oundm
ills, Bastinstoke, H

am
pshire  2012; Jeffrey R. 

W
att 

（ed.

）, T
he Long R

eform
ation 

（Problem
s in E

uro-
pean Civilization

）, Boston/ N
ew

 Y
ork 2006; 

西
川
杉
子

「
長
期
の
宗
教
改
革
運
動 

―
一
七
・
一
八
世
紀
の
展
開
―
」（
森
田

編
、
前
掲
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
の
連
携
と
断
絶
』、
九
一
〜
一

〇
六
頁
）。

（
9
）　

宗
教
改
革
に
関
す
る
研
究
史
を
紹
介
し
た
論
文
や
研
究
書
の
一

部
を
提
示
す
る
。Bernd M

oeller, Problem
e der Reform

a-
tionsgeschichtsforschung, in: Zeitschrift für K

irchenge-
schichte  76 

（1965

）, S. 246-257; H
ans-Christoph Rublack, 

Forschungsbericht Stadt und Reform
ation, in: Bernd 

M
oeller 

（H
g.

）, Stadt und K
irche im

 16. Jahrhundert 

（Schriften des V
ereins für R

eform
ationsgeschichte 

Bd.190

）, Gütersloh 1978, S. 9-26; H
eribert Sm

olinsky, 
Stadt und Reform

ation. N
eue A

spekte der reform
ations-

geschichtlichen Forschung, in: T
rierer T

heologische 
Zeitschrift  92 

（1983

）, S. 32-44; K
aspar von Greyerz, 

Stadt und Reform
ation: Stadt und A

ufgaben, in: A
rchiv 

für R
eform

ationsgeschichte  76 

（1985

）, S. 6-63; Rosem
ary 

O
’D

ay, T
he D

ebate on the E
nglish R

eform
ation, Second 

E
dition, M

anchester/ N
ew

 Y
ork 2014; T

hom
as 

K
aufm

ann, D
ie deutsche Reform

ationsforschung seit 
dem

 Zw
eiten W

eltkrieg, in: A
rchiv für R

eform
ationsge-

schichte  100 

（2009

）, S. 15-47; O
laf M

örke, D
ie R
eform

a-

tion. V
oraussetzungen und D

urchsetzung 

（E
nzyklopädie 

D
eutscher G

eschichte  74

） Berlin/ Boston 2017; 

山
本
信
太

郎
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教
改
革
史
研
究
を
め
ぐ
っ
て 

―『
ヒ
ス
ト

リ
カ
ル
・
リ
サ
ー
チ
』
Ａ
・
Ｇ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
特
集
号
に
寄
せ
て

―
」（『
西
洋
史
学
』
第
二
二
四
号
、
二
〇
〇
六
年
、
三
九
〜
五
二

頁
）。
ケ
ネ
ス
・
Ｇ
・
ア
ッ
ポ
ル
ド
著
／
井
上
周
平
訳
「
宗
教
改
革

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
理
解
に
む
け
て
」（『
史
苑
』
第
七
六
巻
第
一
号
、

二
〇
一
五
年
、
一
三
七
〜
一
五
一
頁
）。

（
10
）　V

gl. 

芳
賀
力
・
河
島
幸
夫
訳
『
ト
レ
ル
チ
著
作
集
九　

プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
近
代
世
界
Ⅱ
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
五

年
）。


