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ロ
ー
マ
教
皇
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
侯
と
対
立

　

一
時
は
敵
無
し
に
な
っ
た
の
も
束
の
間
、

ジ
ョ
ン
は
ア
ル
テ
ュ
ー
ル
の
後
見
人
を
自
認

す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
２
世
と
の
全
面
戦
争
に
突

入
す
る
。
そ
の
結
果
、
１
２
１
４
年
ま
で
に

ア
キ
テ
ー
ヌ
の
み
を
残
し
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
、

ア
ン
ジ
ュ
ー
、
メ
ー
ヌ
、
ト
ゥ
レ
ー
ヌ
、
ポ

ワ
チ
エ
の
領
地
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ら
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
の
領
地
は
す
べ
て
フ

ラ
ン
ス
王
領
と
な
り
、「John Lackland

」

は
、『
欠
地
王
』
か
ら
『
失
地
王
』
へ
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
の
選
任

を
め
ぐ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ

ウ
ス
３
世
と
対
立
。
１
２
０
５
年
に
カ
ン
タ

ベ
リ
ー
大
司
教
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル

タ
ー
が
亡
く
な
る
と
、
教
皇
は
ジ
ョ
ン
が
選

ん
だ
候
補
を
拒
否
し
、
枢
機
卿
の
ス
テ
ィ
ー

ヴ
・
ラ
ン
グ
ト
ン
を
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教

に
任
命
。
こ
の
決
断
に
怒
っ
た
ジ
ョ
ン
は
、

ロ
ー
マ
教
皇
を
支
持
す
る
司
教
た
ち
を
追
放

し
教
会
領
を
没
収
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

ロ
ー
マ
教
皇
は
１
２
０
９
年
に
ジ
ョ
ン
の
破

門
を
宣
告
し
た
。

　

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
３
世
と
の
報
復
合

戦
は
、
ジ
ョ
ン
の
不
人
気
を
決
定
づ
け
た
。

ジ
ョ
ン
に
不
満
を
抱
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
侯

が
反
乱
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
。
内

乱
で
勝
利
す
る
自
信
が
な
か
っ
た
と
見
ら
れ

る
ジ
ョ
ン
は
、
１
２
１
３
年
、
全
面
的
に
譲

歩
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
ロ
ー
マ
教
皇
に

『
寄
進
』
す
る
こ
と
で
破
門
を
免
れ
た
。

　

没
収
し
た
教
会
領
で
収
入
増
加
を
は
か
る

計
画
が
頓
挫
し
た
こ
と
か
ら
、
大
陸
領
土
の

喪
失
に
よ
る
収
入
減
を
別
の
方
法
で
カ
バ
ー

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
ジ
ョ
ン
は
、
さ
ら

な
る
ピ
ン
チ
を
自
分
で
招
く
。

　

厳
し
い
増
税
を
諸
侯
に
申
し
渡
す
し
か
な

く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
は
重
税
に
苦
し
む

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
大
陸
領
土
奪
還

を
目
指
し
軍
事
力
を
強
化
す
る
た
め
、
国
民

す
べ
て
に
軍
役
を
課
す
こ
と
に
な
り
、
全
諸

侯
、
民
衆
を
敵
に
ま
わ
す
事
態
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
重
税
の
一
部
に
は
、
先
代
王

の
リ
チ
ャ
ー
ド
１
世
に
よ
る
十
字
軍
遠
征
の

資
金
や
身
代
金
支
払
い
の
た
め
の
借
金
に
対

す
る
返
済
分
も
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
身
内

の
ツ
ケ
を
ジ
ョ
ン
が
払
う
は
め
に
な
っ
た
と

い
う
裏
事
情
も
あ
り
、
情
状
酌
量
の
余
地
も

な
く
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
事

情
を
諸
侯
や
民
衆
が
考
慮
し
て
く
れ
る
は
ず

も
な
か
っ
た
。

自
業
自
得
で
招
い
た
廃
位
の
危
機

　

フ
ラ
ン
ス
北
西
部
で
失
っ
た
領
地
を
回
復

す
る
た
め
、
ジ
ョ
ン
は
再
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の

遠
征
計
画
を
立
て
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内

の
諸
侯
の
あ
い
だ
に
は
強
い
不
満
が
み
な

ぎ
っ
て
お
り
、
多
大
な
犠
牲
を
要
求
す
る

ジ
ョ
ン
に
非
協
力
的
な
態
度
を
示
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
封
建
社
会

と
い
え
ば
、
諸
侯
は
王
に
対
し
て
軍
務
と
奉

仕
活
動
を
提
供
、
王
は
そ
の
代
わ
り
に
諸
侯

の
保
護
を
約
束
し
世
襲
の
領
地
を
与
え
る
仕

組
み
に
な
っ
て
お
り
、
王
は
増
税
を
行
う
際

や
、
大
規
模
な
軍
務
が
必
要
な
場
合
に
は
諸

侯
と
話
し
合
う
こ
と
が
通
例
だ
っ
た
。
し
か

し
、
ジ
ョ
ン
は
強
行
手
段
を
と
り
、
こ
れ
ま

で
の
慣
習
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ン
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
侯
の
対
立
は
、

一
触
即
発
の
状
態
へ
と
日
々
近
づ
い
て
い
た
。

　

ロ
ー
マ
教
皇
の
後
ろ
盾
を
得
て
、
諸
侯
の

反
対
を
抑
え
た
ジ
ョ
ン
は
、
１
２
１
４
年
に

フ
ラ
ン
ス
と
対
立
す
る
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝

オ
ッ
ト
ー
４
世
ら
と
共
に
フ
ラ
ン
ス
の
北
と

南
か
ら
攻
撃
を
行
い
、
一
時
は
ポ
ワ
チ
エ
、

ア
ン
ジ
ュ
ー
を
奪
回
し
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン

ド
ル
の
ブ
ー
ヴ
ィ
ー
ヌ
の
戦
い
で
惨
敗
。
結

局
、
ジ
ョ
ン
は
占
領
地
す
べ
て
を
捨
て
て
撤

退
す
る
は
め
に
な
っ
た
。

　

敗
戦
の
末
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
逃
げ
帰
っ
た
ジ
ョ
ン
は
、
不
満
で
爆
発
寸

前
の
諸
侯
や
民
衆
に
迎
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で

ジ
ョ
ン
は
致
命
的
な
判
断
ミ
ス
を
お
か
す
。

　

力
で
抑
え
こ
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ン
に
対
し
、
王
の
失
政
を
批
判
す
る

諸
侯
は
ジ
ョ
ン
王
の
廃
位
を
求
め
て
結
託
。

諸
侯
た
ち
は
翌
年
１
月
か
ら
６
月
の
間
に
行

わ
れ
た
交
渉
で
、
王
の
権
限
を
制
限
す
る
文

書
の
同
意
を
王
に
迫
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
歴

代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
対
し
て
も
貴
族
た

国王も法の上に立つ存在ではないという原則を確立し、
現在もイングランドの法律の一部になっている

マグナ・カルタ（大憲章）。
マグナ・カルタに署名した嫌われ者の王ジョンの生涯と

マグナ・カルタの役割を探る。

ラニーミードにある、1957年建立の記念碑「マグナ・カルタ・メモリアル」。

って何ですか？

●サバイバー●取材・執筆／名取 由恵・本誌編集部

後編

民主主義の礎となった

ち
の
反
乱
は
度
々
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
ケ
ー
ス
で
は
、
諸
侯
た
ち
が
王
位

継
承
権
の
あ
る
対
立
候
補
を
打
ち
立
て
、
現

王
を
打
ち
倒
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
。

ジ
ョ
ン
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
対

立
候
補
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
諸
侯
た
ち
は

対
立
候
補
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
王
に

対
し
て
武
力
で
『
猛
省
』
を
促
す
し
か
な

か
っ
た
よ
う
だ
。

　

諸
侯
は
フ
ラ
ン
ス
王
太
子
ル
イ
と
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
２
世
の
支
援

を
得
て
、
団
結
し
て
挙
兵
、
１
２
１
５
年
６

月
10
日
に
首
都
ロ
ン
ド
ン
を
制
圧
し
た
。

　

崖
っ
ぷ
ち
に
立
た
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
は
、
打

開
策
と
し
て
諸
侯
が
提
案
し
た
文
書
に
承
諾

を
与
え
る
と
い
う
要
求
を
呑
む
こ
と
を
決
意
。

こ
う
し
て
、
１
２
１
５
年
６
月
15
日
、
ロ

ン
ド
ン
西
部
に
あ
る
テ
ム
ズ
河
畔
の
ラ
ニ
ー

ミ
ー
ド
に
ジ
ョ
ン
王
と
諸
侯
が
集
ま
っ
た
わ

け
で
あ
る
。マ

グ
ナ
・
カ
ル
タ
破
棄
宣
言

　

気
が
め
い
る
よ
う
な
灰
色
の
雲
の
下
、
集

ま
っ
た
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
ジ
ョ
ン
と

25
の
諸
侯
。
果
て
し
な
く
広
が
る
草
原
の
ほ

か
は
何
も
な
い
だ
だ
っ
広
い
空
間
の
な
か
、

双
方
の
話
し
合
い
は
行
わ
れ
た
。

ラニーミードへ行こう！

マグナカルタの署名が行われたラニーミードは現在ナショナル・トラストが管理中。ただの草原
なので出入りは自由で制限時間はなし。ロンドンから車で行く場合、中心部から西へ約40キロ。

Runnymede: Windsor Road, near Old Windsor, Surrey, SL4 2JL (SatNav: TW20 0AE)
www.nationaltrust.org.uk/runnymede-and-ankerwycke

《前編のあらすじ》イングランド王ヘンリー２世の五男として生まれたジョ
ンは 1199 年、王座から程遠い存在だったにも関わらず王位につき、ヨーロッ
パに広大な敷地を有することになったが…。
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ジ
ョ
ン
王
は
ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
に
滞
在
、
諸

侯
は
ス
テ
イ
ン
ズ
で
野
営
し
て
お
り
、
ジ
ョ

ン
が
ス
テ
イ
ン
ズ
ま
で
行
く
の
を
拒
ん
だ
た

め
、
ウ
ィ
ン
ザ
ー
と
ス
テ
イ
ン
ズ
の
中
間
地

点
に
あ
る
ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
が
、
直
接
交
渉
の

場
に
選
ば
れ
た
と
い
う
。

　

お
そ
ら
く
、
ジ
ョ
ン
は
こ
れ
ま
で
の
こ
と
、

現
在
の
自
分
の
立
ち
位
置
、
そ
し
て
将
来
の

展
望
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
熟
考
し
た

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
内
戦
に
も

つ
れ
こ
む
よ
り
、
こ
こ
は
ひ
と
つ
、
諸
侯
の

要
求
を
呑
み
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
署
名
を

し
た
方
が
得
策
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
だ
。

そ
の
場
凌
ぎ
の
一
時
的
な
対
策
と
し
て
考
え

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
も
か
く

に
も
、
ジ
ョ
ン
は
諸
侯
の
言
い
分
を
受
け
入

れ
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
ら
れ
、
マ
グ
ナ
・
カ

ル
タ
に
国こ

く

璽じ

（
印
章
）
が
押
さ
れ
た
。

　

ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
の
会
合
は
６
月
23
日
に
終

了
、
翌
日
も
し
く
は
そ
の
数
日
後
に
７
通
の

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
原
本
が
作
成
さ
れ
、
７
月

22
日
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
さ
ら
に
６
通

が
作
成
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
大
人
し
く
引
き
下
が
ら

な
い
の
が
ジ
ョ
ン
だ
。
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の

署
名
後
、
即
座
に
ロ
ー
マ
教
皇
に
働
き
か
け
、

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
無
効
化
を
目
論
む
。
悪

知
恵
が
働
く
、
往
生
際
が
悪
い
、
と
批
判
的

な
見
方
が
大
勢
を
占
め
る
が
、
ジ
ョ
ン
に
は
、

人
間
と
し
て
の
し
た
た
か
さ
、
た
く
ま
し
い

ふ
て
ぶ
て
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

暴
力
で
脅
さ
れ
て
無
理
や
り
署
名
さ
せ

ら
れ
た
と
い
う
ジ
ョ
ン
の
言
い
分
を
認
め
、

ロ
ー
マ
教
皇
が
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
破
棄
を
宣

言
し
た
こ
と
を
受
け
、
諸
侯
は
再
び
反
乱
を

試
み
、
ジ
ョ
ン
も
そ
れ
を
迎
え
う
ち
、
つ
い

に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
内
乱
に
突
入
し
た
。
こ

れ
が
第
１
次
バ
ロ
ン
戦
争
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
争
い
の
最
中
、
ジ
ョ
ン
が

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
ニ
ュ
ー
ワ
ー
ク

城
で
あ
っ
け
な
く
病
没
し
て
し
ま
う
。
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
の
署
名
か
ら
わ
ず
か
１
年
後
の

１
２
１
６
年
10
月
18
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
は
内
戦
を
避
け
る
た
め

の
手
段
と
し
て
は
失
敗
策
に
終
わ
っ
た
が
、

ジ
ョ
ン
の
死
に
よ
り
、
皮
肉
な
こ
と
に
破
棄

を
免
れ
て
後
世
に
残
り
、
の
ち
に
民
主
主
義

の
礎
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　

果
た
し
て
ジ
ョ
ン
は
無
能
だ
っ
た
の
か
？

　

大
陸
の
領
地
を
失
い
、
度
重
な
る
失
政
続

き
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
上
最
悪
の
王
と
さ

れ
る
ジ
ョ
ン
。
エ
ド
ワ
ー
ド
や
ウ
ィ
リ
ア
ム

と
い
う
名
前
を
も
つ
国
王
が
何
人
も
い
る
の

に
対
し
、
ジ
ョ
ン
と
い
う
名
前
を
名
乗
る
王

は
、
英
王
室
史
の
中
で
は
ジ
ョ
ン
王
以
降
二

度
と
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
人
気
の

な
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
ジ
ョ
ン
は
本
当
に
無
能
な
王

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

家
族
と
の
確
執
を
ふ
り
返
る
と
、
あ
ん
な

に
愛
さ
れ
て
い
た
父
親
を
裏
切
っ
て
兄
に
寝

返
っ
た
り
、
そ
う
か
と
思
う
と
そ
の
兄
を
蹴

落
と
し
て
王
位
を
狙
っ
た
り
と
、
し
た
た
か

で
変
わ
り
身
の
早
い
性
分
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
状
況
に
応
じ
て
自
分
の
立
ち
位
置
を

す
る
す
る
と
変
え
る
な
ど
、
周
囲
の
状
況
を

判
断
す
る
能
力
に
は
長
け
て
い
た
模
様
で
あ

る
。
一
方
で
、
実
は
内
政
の
手
腕
は
な
か
な

か
の
も
の
で
あ
り
、
国
内
の
司
法
の
改
革
に

貢
献
し
た
と
い
う
歴
史
家
の
評
価
も
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
自
分
の
王
位
を
守
る
た
め
に

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
署
名
し
た
こ
と
に
よ
り
、

英
王
室
は
フ
ラ
ン
ス
王
室
の
よ
う
に
断
絶
し

て
王
政
廃
止
に
な
る
憂
き
目
を
見
ず
に
済
み
、

結
果
的
に
は
そ
の
後
の
民
主
主
義
の
発
展
に

貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
暴
君
の
圧
制
の

な
か
か
ら
民
主
主
義
が
生
ま
れ
る
―
―
各
国

で
見
ら
れ
た
歴
史
の
流
れ
が
、
こ
こ
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
歴
史
に
も
確
か
に
見
ら
れ
る
の
だ
。

　

取
材
班
が
訪
れ
た
ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
は
、
静

か
で
穏
や
か
な
場
所
だ
っ
た
。
草
原
で
家

族
が
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
楽
し
み
、
手
を
つ
な

い
だ
カ
ッ
プ
ル
が
ゆ
っ
く
り
と
散
策
す
る
。

８
０
０
年
以
上
前
、
こ
こ
で
王
と
諸
侯
が
集

ま
り
、
緊
迫
し
た
空
気
が
流
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
嘘
の
よ
う
に
平
和
な
光
景
だ
。

　

１
２
１
５
年
６
月
15
日
、
こ
の
地
で
歴
史

が
動
い
た
。
ジ
ョ
ン
が
そ
の
日
の
こ
と
を
、

屈
辱
と
と
ら
え
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
危

機
回
避
に
成
功
し
た
日
と
見
て
い
た
の
か
。

ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
の
草
に
問
い
か
け
て
も
答
え

は
な
い
。
さ
わ
や
か
な
風
に
吹
か
れ
て
、
草

は
さ
わ
さ
わ
と
音
を
立
て
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

ジョンの死後、諸侯の支持を受けて当時９歳だった息子のヘンリーがヘンリー
３世として即位した。写真はウスター大聖堂に設えられた、ジョン王の墓碑。

写真右：ラニーミード
への入り口を示す標
識。「民主主義、誕生
の地」と記してある。
ラニーミードでの接見
の正確な場所がどこで
あったのかはわかって
いない。

同左：今も草が生い茂
るだけのラニーミー
ド。約800年前に『大
事件』の舞台となった
とは信じがたいほど
の、のどけさだ。

　マグナ・カルタ（Magna Carta ま
たは、Magna Carta Libertatum）は

「大憲章」のラテン語名で、英語で
は「Great Charter of the Liberties 
of England」と呼ばれる。ジョンが
署名したものはラテン語で、その後
フランス語に翻訳された。初めての
英訳版が登場したのは 16 世紀のこ
とである。
　63 ヵ条の条文から成るその主な
内容は、国王の徴税権の制限、教会
の自由、都市の自由などで、イング
ランドの封建法を成文化し、王権の
制限や諸侯の既得権と市民の自由を
規定している。王といえども法の下
にあり、その権限を制限されること
が明文化されたという意味できわめ
て重要とされている。
　ジョンの死後、息子であるヘン
リー３世の在位中の 1216 年と 1217
年に修正版が再公布され、1225 年

に３度目の公布により初めて文書が
確定されて法になった。その後も歴
史のなかでしばしば復活している。
17 世紀のピューリタン革命では、
絶対王政の専制に対し、人権を守る

「武器」として用いられた。
　19 世紀には近代民主主義の原点
として再評価されるようにもなっ
た。米国独立の際には、独立の理論
的支柱のひとつにもなるなど、その
精神は米国にも引き継がれている。
　このようにマグナ・カルタは、現
代の「法の支配」の原型にもなって
おり、それゆえ、民主主義の礎とし
て歴史の教科書にも登場するわけ
だ。
　写本された修正版は数多く存在し
ているものの、現存する『原本』は
４部のみで、大英図書館（２部）、
ソールズベリー大聖堂、リンカン大
聖堂に保存されている。

民主主義の礎となった


