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　　　 　　　　　　 　　　　　　 1　 は 　 じ　 め 　 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1｝

　 中世 の 異端 ワ ル ド派は ，なぜ
“

異端
”

となっ た の か。

　 これに つ い て は ，主 と して 外的状況に重 きを 置 く見方 ，す な わ ち ，「教会当局の 冷淡 さや 敵
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔2｝

意 が，彼 らを異端 に 追い や っ た」（J．B ．ラ ッ セ ル ），「教会 側の 不適切 な対 応が ，改革 運動の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （3｝
っ もりだ っ た もの を異 端 へ と追い や っ て しま っ た」 （M ．ラ ン バ ー

ト），とす る見方が現 在一
般

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c4）

的で あるよ うに 思われ る 。

　異端 ワ ル ド派 の 成立 に ，そ う した外的状況 が大 き く作用 した こ と は否定で きな い で あ ろ う 。

しか し，は た して そ れだ けで ワ ル ド派の
“

異 端
”

性 を十分説明で き るで あ ろ うか 。 仮 に 教会側

が 彼 らを受 け入れて い たな ら，彼 らは
“

異端
”

とはな らなか っ たで あろ うか 。 い や ，そ の 前 に ．

そ もそ も教会側は なぜ ワ ル ド派を受 け入れ る こ とが で き なか っ た の か 。 G ．レ フ は 言 う ，ワ ル

ド
ー

らの 運動 は 「本来敬虔で 無学 な平信徒 たちの 集 まりで あ っ て ，聖 フ ラ ン シ ス の 初期の 弟子
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5｝
たち と本質的に何 ら異な るとこ ろが な い 」 と 。 そ して J．B ．ラ ッ セ ル も言 う，異 端者 リ ヨ ン

の ワ ル 、ドーと聖人 ア ッ シ ジの フ ラ ン シ ス との 間に は，ほ とん ど違い はない ，た だ フ ラ ン シ ス の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c6｝
ほ うが ，ち ょ うど教皇庁が 柔軟な態度を取 っ て い た そ の 時 に出て きた とい うこ とだ ，と 。 しか

し本当に そ うで あろ うか 。

　ワ ル ド派の
“
異端

”
性 に関 して ，こ れま で

一
つ の 事柄が と もすれば過 小評価 され て き た よ う

に 思われ る 。 そ れは 彼 らの く聖書主義〉で あ る 。 もちろ ん ，彼 らが 中世 に お い て 最初 に 聖書の

口 語 訳 （俗 語訳 ，自国語訳 ）を手 に した人 々 で あ る こ とは よ く知 られ て い るが ，しか し彼 らの
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“

異端
”

性 と彼 らの く聖書主 義〉 との 関連 に つ い て ，もっ とそ の 重要性が認識 されて しかる べ

きで はな かろ うか 。 換言すれば ，彼 らの 〈聖書主義〉 こ そ ，彼 らを して 中世にお け る
“

異端
”

た らしめ た
一

つ の 大 きな要因な の で は な い か 。 外的要因の ほ うが強調 されが ちなワ ル ド派異端

の 研究に 関 し，あえ て 内的要因に も光を当て t よ りバ ラ ン ス の とれ た包括的理 解 へ の 道 を探る

こ と 一 こ れ が本稿 の 目的で ある 。 手順 と して は まず ，初期 ワ ル ド派 と聖書 との 関係 を史料

に 即 して 考察 し，実際に 彼 らの く聖書主義〉が ど の よ うな もの で あ ？ たか を 見 る。次 に
， 中世

ヨ
ー

ロ ッ
パ に お い て 聖 書は ど の よ うな位置 に あ っ たか ，西欧中世 に お け る 聖 書の

“

危険性
”

を

具体的 に 考察 ・検討する 。 更に ，そ うした聖書 の
“

危 険性
”

を裏づ け るもの として ，教会側 の

見解や 対応策を見 て い く こ と に した い 。

且　 初期 ワ ル ド派 と聖 書

　 こ こ で は初期の ワ ル ド派 と聖書 との 関係を ，主要な史料に即 し，時間的 経過 に沿 っ て ，具体

的 に跡づ け て い くこ と に する 。

　　（一） ワ ル ドー
の 回心 と最 初の ワ ル ド派た ち （1173年頃）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 【7｝

　 ワ ル ド派 の 起 源 に つ い て は不明め点が 少な くな い が ，
一

応の 通説 に従 えば ，1173年 の ある 日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛8）　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 （9）

曜 日 ，南仏は リ ヨ ン の 富裕な商人 ワ ル ドー
の 回心 に始ま る 。 作者不詳の rラ ン 世界年 代記』 は ，

　「利子を取 っ て 貸 し付 け る とい うよ こ しま なや り方に よ っ て 莫大 な財を蓄え て い た 」 ワ ル ドー

が ，「あ る 日曜 日 ，ひ と りの 吟遊詩人の 回 りに 群衆 が集 ま っ て い るの を見て 彼 も近寄 り，詩人

の 言葉 に 心を動 か され」，詩人を家 に連れ て い っ て 聖 ア レ ク シ ス の 伝説を 詳 し く聞 い た と記 し

て い る 。 自分の 魂の 問題 に不安を抱 い た ワ ル ドーは ，翌朝 聖職者 を訪 ね ，「も し全か らん と欲

せ ば持 て るもの を売 り払 うべ し」〔マ タ イ 19の 21〕とい う福音書 の 言葉 に よ る勧告 を受けて そ

の 通 りに す る。 財産の
一

部を 妻と二 人の 娘 に分 け与え ，大部分 は貧民に 施 した の で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ttO
　 も っ と詳 しい の は異端審問官ブ ル ボ ン の ス テ フ ァ ヌ ス （1261年没 ）に よ る報告で あ る 。 彼は

ワ ル ド派 の 始 ま り に つ い て ，い ちば ん最初 の メ ン バ ー
たちを 実際に 目撃 した人 々 や ，ワ ル ド

ー

に 頼まれ て 聖 書を 自国語 に翻訳 して や っ た者た ちか ら直接聞 い た こ とだ と して 次 の よ う に 述べ

る　一

　　 「そ の 町 〔リ ヨ ン 〕 に ワ ル ド
ー

と い う富裕 な商人 が い た 。 彼 は教育は なか っ た が ，福音書

　 の こ と を聞き，そ の 中に 何が書かれて い る の か も っ と正確 に 知 りた い と思 っ た 。 彼 は聖職者

　た ち と契 約して ，ひ と りには福 音書を 自国語 に 訳 させ ．も うひ と りに それ を書 き取 らせ るよ

　 うに した 。 聖職者た ちは これを実行 した 。 聖書の 多 くの 書に つ い て の みな らず ，教父 た ち
……

　 の 多 くの 章句 に つ い て も。
こ の 者 〔ワ ル ド

ー
〕は こ れ らの 聖句 に 夢中 に な っ て そ れ らを暗記

　 し，ち ょ うど使徒た ちが 追 い 求め た よ うな ，福音書 に あ る完全 さ に一身を ささげ よ う と決心

　 した 。 財産をす べ て 売 り払 い
……金を貧民 に ば らまき，傲慢に も使徒 たち の 務め を横取 り し

　た の で あ る。通 りや大 路で 福 音書や 自分が 暗記 した 事柄を 説教 し，回 りに 多 くの 男女を 引き

　寄せ て 彼 らに も同 じよ うに するよ う語 っ た 。

……彼は また ，最 も卑 しい職業 出身 の 者 た ちを

　す ら近 隣の 村 々 に派遣 して説教 させ た
・・…・

」。

　 ス．テ フ ァ ヌ ス の 報告 は ，目撃者や 当事者 たちか ら直接得た情報 に よ るとい うだけに 具体的で

あ る。 ワ ル ドーが最初か ら 口 語訳 （自国語訳） の 聖書 を持 ち ，暗記 す る ほど熱心 に読み ．使徒
’
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た ちに な ら っ て 清貧 の うち に 説教 し伝道 して い くよ うすが うか が え る 。 しか しま も な く ，「彼

らは リ ヨ ン の 大司教の 前 に 出頭を命 ぜ ら れ ，聖 書を説 き明か す こ と即 ち説教活動 に たず さわ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 au
こ とを禁 じ られ た」。 （ス テ フ ァ ヌ ス ）

　 そ れ な らば と ワ ル ド
ー

は 、ロ
ー

マ に 行 っ て 教 皇か ら説教の 許可 を得よ うと考 え る。そ れ が ラ

テ ラ ノ公会 議の 時で ある。

　 （二 ）第三 ラ テ ラ ノ 公会 議 の 際の ワ ル ド
ー

（1179年 ）

　 ワ ル ド
ーは仲 間 の ひ とりを伴 っ て ロ ーマ に 赴 く。 rラ ン 年代記 』 は こ う述 べ る 一 「教 皇

〔ア レ ク サ ン デ ル 三 世）は ワ ル ド
ー

を抱擁 し，彼 の 自発的貧困の 誓い を賞 したが ，彼で あ ろ う
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 02

と弟子 たちで あろ うと，そ の 地区の 司祭 の 同意 な くして は説教 は しな い よ うに と命 じた 」。
こ

の 折 り に ワ ル ド
ー

らを審問 し た イ ン グラ ン ド人 ウ ォ ル タ ー ・マ ッ プ は ，そ の 時の こ とを こ う述

べ て い る
一

「彼 らは教皇の もと に 、フ ラ ン ス 語 〔プ ロ ヴ ァ ン ス 語〕で 書かれた 1 冊 の 本を提

出 した。それ に は詩編 の 本文 と注釈 ，並 びに 旧新約聖書の 書巻の 多 くが含まれて い た 。 彼 らは

自分 たち に説教の 権限を与え て ほ しい と教皇に執拗に懇願 した 。 自分で は熟達者の つ も りだ っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

た の で あ る ，彼 らは 素人 に す ぎな い の に 。

……」

　 当代
一

流 の 知識人で あ っ た マ
ッ プ か ら見れば ，ワ ル ド

ー
た ちは まさ しく 「単純で 無学 な者た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
ち」 に す ぎなか っ た で あろ う。 しか しこ こ で 大事な の は ．と に か くワ ル ド

ー
た ちは 自国語 の 聖

■　　　　　■　　■　　の　　の　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　．
書を持 っ て い た と い う こ とで あ る 。 そ して そ れ に基づ く説教 の 許可 を求め た と い う こ とで あ る 。

しか し，こ の願 い は しりぞ け られた 。彼 らは 自由に 説教する こ とを禁 じられ る 。 しば ら くの 間 ，

彼 らは こ の 命令を守 っ た 。 だが ，や が て それ を破 るよ うに な る 。

　 （三 ） 「人に 従うよ りは
……

」 （1181年 頃）

　 ワ ル ドーた ちが教会の 命令 に従わ な くな っ た い きさつ に つ い て は ，ブ ル ボ ン の ス テ フ ァ ヌ ス

が 記 して い る

　　 「彼 らの 頭 目は ，ま るで ペ テ ロ に で もな っ た つ もりで ，ペ テ 囗 の 言葉で もっ て 大司教に答

　 え た 、『人間に従 うよ りは ，神 に従 うべ きで ある』，『す べ て の 造 られた もの に福音 を宣 べ 伝

　 えよ』 と使徒た ち にお命 じ に な っ た神に ，と。彼は神が使徒た ち に言わ れ た こ とを ，あ た か

　 も自分た ち に言われたか の よ う に ，こ う主張 した の で あ る 。

……こ れ らの 者た ち，す な わ ち

　 ワ ル ド
ー

とそ の 弟子 た ちは ，そ の 鉄面皮 と使徒職の 纂 奪 とによ っ て まず不従順 に ，さ らに 反
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a戯

　 抗 へ と陥 り、そ して つ い に は破門 の 宣告 を受け る に 至 っ た」。

　 明 らか に ワ ル ド
ー

た ちは ．聖書の 言葉を も っ て 教会の 権威 に対抗 して い る （「人間 に 従 う よ り

は ，神 に 従 うべ きで あ る 」 行伝 5 の 29，「全世界 に 出 て 行 っ て ，す べ て の 造 られ た もの に 福音 を 宣 べ 伝え

よ 」 マ ル コ 16の 15）。彼 ら に は ，教会に 代わる権威の 拠 り所一 自国語の 聖書
一

が あ っ た 。 教会の 権

威に 従 うか従 わな い か が フ ラ ン シ ス と ワ ル ド
ーとの 根本的な相違点で あ っ た と しば しば指摘 さ

　 　 　 幡

れ るが ，しか し実はそ こ に こ そ両者の 本質的 な違 い が ひそん で い る 。
つ ま り，ワ ル ドーた ちが

教会の 命令 に 従わな くな っ た の は ，教会の 権威に 代 え て ，聖書を こ そ 信仰 と生活 の 唯一
の 権威

と して 受け入 れ るよ う に な っ た こ とを示 して い る の で は な い か 。 教会 の 命令よ り聖 書 の 言葉の

ほ うを優先 させ る 。 聖書を教会 の 上 に 置 き，最高の 拠 り所 とす る。 か くて 教会 の 命令 に もはや

従わ な くな っ た
“
異端

”
ワ ル ド派が誕生す る。お そ らく1181〜 2年頃の こ とで あ ろ う （1180年

に な され た と見 られ る r リ ヨ ン の ワ ル ドーに よ る信仰告 白書』 は ，い まだ教 会の 枠 内 に あ る

“
正 統

”

信仰を うか が わせ る 。 そ して こ の す ぐあ と，彼 らは教会に 従わ な くな っ て い っ た の で
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は な い か と推測されて い る）。

　　（四 ） ヴ ェ ロ ナ公会議に お け る異端宣告 （1184年）

　 もは や は っ き りと教会に 従 わな くな っ た ワ ル ド派は ，1184年 11月 ，ヴ ェ ロ ナ 公会議 に お い て

教皇 ル キ ウ ス 三 世が出 した異端禁圧令 の 中 に ，他 の 異端的諸宗派 と共 に 名を連 らね る こ とに な

る

　　 「…た と え ど の よ う な 名称で 呼 ば れ て い て も，す べ て の 異端を使 徒的権威 に 基づ い て ，こ

　 の 教書を も っ て 排斥す る。特 に ，カ タ リ派．パ タ リ派 ，お よ び謙譲 派 ，リヨ ン の 貧者 と自称

　 して 人 々 を欺 く者 〔ワ ル ド派を指す〕，パ ツ サ リア 派 ， ヨ ゼ フ 派 ，ア ル ノ ル ド派 を ，永遠 に

　 排斥 され た もの であ る と決定す る」。「
一部 の 入 々 は ，信心 深 い ふ りを して

……自分は説教 を

　 す る権 利が あると言 っ て い るが ，聖職停止制裁を受 けた者 ，また は任命を受 けて い ない 者が ，

　 使徒座 ま たは その 地方の 教区長に よ っ て公的ま たは私的に説教す る権利を受けた と考 え た り
一・・

　 …聖 なる ロ ーマ 教会が教 え ，行 っ て い る以外の こ とをあえて 考えた り教 えた りす るすべ て の

　 　 　 　 　 　 　 uの

　 者を破門す る」。

　 ワ ル ド派 （「リ ヨ ン の 貧者た ち」）は か くて 正面か ら異端 と宣せ られ ，公 に 攻撃 駆逐の 対象

とな る。 ワ ル ド派が こ う して 急激に
“
異端

”
化 して い っ た こ との 背景 に は ，他の 異端的諸宗派

と の つ な が りや ，教会側の 狭量 で 高圧 的な態度が あ っ た こ と も確か で あ ろ うが ，しか しそ もそ

もワ ル ド派 自体 の 中に ，教会 の 指示よ り聖書 の 命令 の ほ うを上 に 置 く，教会 の 権威 に代 えて 自

国語 聖書 に権威の 拠 り所 を置く，と い う要素が あ っ た こ とが 大 きい の で はな か ろ うか 。 ワ ル ド
ー

らは決 して 最初か ら反教会的で はなか っ た と思われる 。 しか し教会よ り聖書を第一 に す る こ と

に よ っ て ，結局は教会か ら遠ざか る道 を歩きだす こ と に な る。

　 （五 ） ナ ル ボ ン ヌ に お け る公 開討論 （1190 年）

　 1190年 ，ナ ル ボ ン ヌ に お い て教会側 と ワ ル ド派と の 討論会 が 持た れ た が ，そ の す ぐあ と （1191

年頃），プ レ モ ン ト レ 修道 院長 で あ っ た フ ォ ン コ ー ドの ベ ル ナ ル ド ウ ス が ，ワ ル ド派を 論難 す

る文書を書 い て い る 。 こ の 文書か ら，当時の ワ ル ド派の 何が 問題で あ っ た の かが あ る程度 うか

が え る の で あ るが ，ち なみ に各章 の 見 出しを い くつ か 拾 い 上 げて み よ う

　　第 1 章 ：本章は ，教皇 に も他の 聖職者 に も従 う必要 は な い と い う彼 らの 主張に反駁す る 。

　　第 4 章 ：すべ て の 者は ．平信徒で あ っ て も，説教す る こ とす る こ とがで きる とい う主張を

　論破 す る 。

　　第 6 章 ： r人間に従 うよりは ，神 に 従 うべ きで ある』 と使徒 と一緒 に な っ て 言 う彼 らの 議

　論 に 対 す る回答。

　　第 8 章 ： 女 も説教で きる と い う彼 らの 主張 へ の 反論 …・・

　　第 9 章 ；施 しも断食 もミ サ も祈 りも，死者 に は何 の 益 もな い とす る彼 らの 主張へ の 反論 ……

　　第 10章 ：煉獄の 火 を否定 す る者た ち へ の 反 論
……

　　第 12章 ：教会で 祈 る こ とを拒み ，教会は そ の 名 に 値 しない と言 い切 る者た ちへ の 反論……

　また特 に ，聖 ス テ フ ァ ヌ ス の 言葉 を持 っ て き て rい と高 き者 は ，手で 造 っ た家 の 内に は お住
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　み に な らな い 』 と言 う異端者た ち の 論法へ の 回答 …・・
。 」

　こ こ に は さまざま な論点が 含まれ て い る 。 俗人の 自由説教の 主 張，既存の 教会の権 威 の 否定 ，

教会の 教 え る教理 の い くつ か の 否定 な ど。こ れ ら に は ，南仏 に す で に 存在 して い た 他の 異 端的

諸宗派 （特 に Petrobrusins 〔ブ リ ュ イ の ペ トル ス の 信奉者 た ち ）や Henriciens 〔ヘ ン リ ク ス
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派〕 な ど） の 影響が あ る こ と は十分考え られ よ うが ，しか しそれを考慮に 入れ て もな お ，やは
　　　　　　 ロ　　　サ　　　の　　　ロ　　　ロ　　　　　　　■
りこ こ には ，聖書に基づ い て ，誰 もが説教で き ると主張 し ，また教会を批判 し教理 を批判 して

い る彼 らの 姿が読み取れる 。

　 （六 ）メ ッ ッ に お け る ワ ル ド派の 活動 （12世紀末）

　 12世紀 も終 りに近づ い た頃 ，フ ラ ン ス 北東部の ロ レ ー
ヌ 地方 に もワ ル ド派は拡が り，特 に メ ッ

ツ に お い て 非常に 目立 つ よ う に な る 。 1199 年 ，事態 の 深刻 さを悟 っ た メ ッ ツ の 大 司教は ，教皇

イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス 三世 に 手紙 を書 くd 異端対策 に つ い て 確 認を得て お くため で あ る。 こ れ に

対 し教皇は ，メ ッ ツ の 教会 と大司教 と に 、書簡を 送る 。 7 月 12日付 の 前者宛て 書簡 に ，彼は こ

う書 い て い る

　　 「メ ッ ツ の 司教は私に次の こ とを知 らせ て きた 。 メ ッ ツ 市の 教会 の 多数の 男女信徒が ，聖

　 書の 中の 福音書 ，パ ウ ロ の 書簡 ，詩編 ，教訓書 ，ヨ ブ の 書 およ び他 の 多 くの 書を フ ラ ン ス 語

　 に 翻訳 し た い と い う希望 を持ち ，こ の よ う に して 自分た ち の 秘密 の 集会に お い て 訳 した 書物

　 を 、男女 の 信徒が 自分自身で 解釈 し，説教 しよ うと して い る 。

……聖 書を理 解 した い と い う

　 望み と聖書 に よ っ て 人 々 を訓戒 しよ うとい う熱心 さは ，非難す べ きで は な い 。 しか し，男女

　 の 信徒が 秘 密の 集会を持 ち ，自分た ちに説教 の 任務が あ る と主 張す る こ とは ，司祭た ち の 単

　 純 さをあ ざ笑い ，自分た ちの 集団 に 参加 しな い 者を非難 す る こ とで ある と納得 させ る べ きで
　 　 　 　 　  

　 あ る
……

」。

　 5 カ 月後の 12月 9 日，イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス は シ トー修道 院の 院長 と シ トー派の 他 の 二 人の 修

道院長に ，メ ッ ッ の 大司教が異端を鎮圧 しよ うと して い る の を助ける よ うに と指示 して い る 。

彼 は修道 院長た ちに ，メ ッ ツ で は 「か な り多数の 男女信徒が ，聖 書を翻訳 した も の を学ぶ ため

の 秘密 の 集会 に おい て ，僣越に も自分たちで説教 して い る
……禁 じられて い るに もかかわ らず 。

彼 らは 自分 た ちと異な る者を 軽べ つ し，今言 っ た翻訳 を相変わ らず学ん で い る」 と報 じて い

　  

る 。 派遣 された修道院長た ちは ，見つ ける こ との で きた聖書の 翻訳をす べ て 焼却 した 。 しか し

異端 が跡を絶 っ たわ けで は決 して な い 。 1207〜 8年 には メ ッ ツ の 大司教 は再び ワ ル ド派の 問題

に 当面 して い る 。

　 い ずれ に して も教皇 の こ う した書簡か ら．ワ ル ド派が 自国語 に 訳 した聖書を持 ち ，そ れ を熱

心 に 広 め よ うと して い た こ とが よ くわ か る 。 こ っ そ り集ま っ て は聖 書を学び ，教え 合 っ て い る

彼 らの よ うすが 目に 浮かぶ よ うで あ る 。

　 （七 ）ア ラ
ー

ヌ ス に よ る ワ ル ド派批判 （1200年頃）

　 シ ト
ー派修道士 リ

ール の ア ラ
ー

ヌ ス （1203年没 ）は ，当時の 最 も学識 に優 れた 人物の ひ とり

で ，〈総合博士 〉 と呼ば れ た ほ どで あ っ た 。 こ の 大学者が 1200年頃 ，r当代の 異端者 た ち に対

する正統信仰の 弁明』 とい う一書を著 して い るが ，そ の第二 部はワ ル ド派を駁 する もの で ある 。

ワ ル ド派 に対する ア ラ
ー

ヌ ス の 論難は ，彼 らは教会によ っ て も神によ っ て も遣わ され た の で は

な い の に勝 手に 説教を行 っ て い る，うわべ は敬虔 さを装 い なが ら実は羊の 皮 をかぶ っ た狼で あ

る ，な ど ，ほぼ従来通 りの 批判を開陳する の で あ るが ，た だ こ こ で 興 味深 い こ とは ，ワ ル ド派

の 道徳主義 が 初め て 出て くる こ とで あ る 。 す な わち ，い くつ か の 章の 見出 しを挙 げて み る と ，

「第 15章 ： す べ て の 嘘は許され な い 罪 で あ る と言 う者 た ち の 意見 に つ い て 。第 18章 ：決 して 人

は誓 っ て は な らな い と い う者 た ちの 意見 に つ い て 。 第 20章 ：人を殺す正 当な理 由な ど何 もな い

と言う者 た ち の 意見 に つ い て 。 」 な ど とな っ て い る 。 要 す る に ，嘘 ・宣誓 ・殺人 を否 定す る と
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い う ワ ル ド派の 道徳的な教え に つ い て ア ラ
ー

ヌ ス は論駁 して い る の で あるが ，ワ ル ド派がこ れ

らを否定 した の は，
ー
それ らが聖書で は禁 じられて い たか らだ と考 え られる 。 それ は た とえば ，

1世紀 も後の こ とにな るが ，ベ ル ナ
ー

ル ・ギ イ （14世 紀前半の トゥ
ー

ル
ーズ の 異端審 閤官）が

『異端審 問官提要』 （1320年 頃）の 中で 述 べ て い る こ とか らも推測で きる 一 「嘘 を つ くこ とは

許 され な い （と彼 ら 〔ワ ル ド派〕は言明する） ：聖 書によ れば ， すべ て 嘘を つ く者は魂 をそ こ

な う 。 ま た ，自分に され た くな い こ とを他人 に して はな らな い 。 また ，人は神の 戒 め を守 らね

ば な らな い
。 また ，い か な る場合で も誓 っ て は な らな い

。 なぜ な ら神は福音書 の 中 で
，

い っ さ

い の 誓 い を禁 じられ たか らで ある ： 『い っ さ い 誓 っ て はな らな い 。 天を さ して 誓 うな 。 そ こ は

神 の 御座 で あ るか ら。地をさ して 誓 うな 。そ こ は神 の 足台で あ るか ら 。

……
』」厂……宣誓 に関

す る聖福音書や 聖ヤ コ ブの 言葉を ，こ の よ うな極端な また 不条理 な意味に解釈 しなが ら，宣誓

は神によ っ て禁 じられ て い る と説 くの で ある 。 」 「彼 らは必要な説 明もな しに ，『人を さば くな ，

自分が さばかれない た め で ある』，『殺す な』，またそ の ほか 同 じよ うな聖句 が書か れて い る聖

福音書の 言葉を用 い る 。 彼 らはそれ らを理解 して い な い し，それ らの 意味や解釈を つ かん で も

い な い の だ ……」。

　100年 以 上 も飛ん で しま っ たが ，13世紀初め に ア ラ ー
ヌ ス が 指摘 した ワ ル ド派の 倫理 的な教

え は ，14世 紀前半に 至 る も連綿 と引き継 がれ ，しか もそ の 教え は明 らか に聖書 に基 づ くもの で

あ っ た 。 こ こ で 我々 は ，ワ ル ド派が 自国語の 聖書を所有 し，そ れ を読む だ け で な くて ，現実に

それ を実生 活の 規準と しつ つ あ っ た こ と に 注 目 した い 。す で に 1200年頃か ら，ワ ル ド派は聖書

を信仰 と生 活の 中心 とす る よ うに な っ て い た と考え られる の で ある 。

　 さて ，最初期 1173年頃か ら1200年 頃に 至 るまで の ワ ル ド派 と聖書の 関係を ，史料 に 沿 っ て 概

観 して き た 。 こ こ で もう
一つ ，聖書に対す る ワ ル ド派の 態度 をさ らに詳 しく述 べ た もの として ，

13世紀の 半 ば，パ
ッ サ ウ司教区の あ る異端審問官 に よ る報告が あ る 。 やや 時代 は下 るが ，聖書

に 対す る ワ ル ド派 の 実際の 取 り組み方を伝 え る もの と して 大い に 参考 に な る

　　 「
……私は あ るひ とり の 無学 な農民 の こ とを聞 き，ま た見 た の だが ，彼 は r ヨ ブ記』 を一

　語一語暗唱するの が常で あ っ た 。 また他の 多 くの 者 たちは新約聖書全体を完全に覚え て い た 。

　　男 も女 も ，誰 も皆 ，昼 も夜 も，教え る こ と と学ぶ こ とを や めよ うと しな い 。日中精出して

　働 く職人 た ちは ，夜学 ん だ り教え た りす る 。

・…・・自分 に は覚え られな い と言 っ て や め よ うと

　する者 た ち に は ，彼 らは こ う言 う，『
一

日 に
一

語覚え よ 。 そ うすれ ば 1 年 た つ と 300語 覚 え

　 られ ，そ うや っ て 上手 に な っ て い くの だ 』。

……

　　彼 らは また ，ラ テ ン 語 の 祈檮は平信徒 に は役 に立 た な い と言 う。

……また ，聖 書 の 言葉で

　証 明で きな い よ うな事柄は ，い い か げん だ と言 う 。

……
彼 らは ま た ，新約聖書の 聖 句 や旧 約

　の かな りの 部分を自国語で 暗記 して い る 。 彼 らは教皇教書 や教令 ，諸聖人の 言葉 や説 き明か

　しを軽 べ つ し．聖 書の 言葉だ け に 固執す る。 しか も聖句 の 神秘的な意 味を 認 め よ うとは しな

　い の で あ る 。

……」

　こ こ に は ，素朴 に しか し徹底 して 聖 書を信奉す る ワ ル ド派 の 姿が あ る 。 少 し く後代 の もの で

あ り、そ れ だ け教会 と の 隔た り も大 き くな っ て い た こ とは確 か で あ ろ うが ，しか し聖書 に対す

る こ の 熱 意は ，これは最初か ら一貫 して 彼 らの 内に流れる もの で あ っ た と考 え られ る の で ある 。
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　以 上 ，ワ ル ド派 と聖書 との 密接 な関係 を跡づ け て きた 。明 らか に ワ ル ド派は ，そ の そ もそ も

の 始 まりか ら自国語の 聖 書を所有 し，熱心 に読み ，暗記 し，学 び合 い 教え 合 っ た 。 そ して そ こ

に 記 されて い る こ とに忠実 に従 お うと した 。 創始者 とされ る ワ ル ドー自身 が そ う で あ っ た 。 聖

書 を訳 して もら っ て真剣 に読 み ，信 じ，従 お う と して 説教を始 め る 。 説教 す る こ とを禁 じられ

る と，聖書 の 言葉通 り．「人間 に 従 うよ りは ，神に 従 う」 ほ うを選ん だ 。 か くて 教 会 の 命令よ

り も聖書の 教 え の ほ うを拠 り所 とす る こ と に よ っ て ワ ル ド
ー

た ちは説教活動を続 け ，つ い に異

端 の 宣告 を受 け る こ と に な る 。 教会 よ りも聖書を 優位 に 置 い たが ゆ え に ．彼 らは異端 の 道 に歩

み入 る の で ある 。 現代の ワ ル ド派神学者 。 歴史家で あ っ た エ ミ
ー

リオ ・ コ ン パ （1904年没） の

評 す る ごと く，「彼 らは
一冊 の 書物 しか持た なか っ た 。 しか しそれ こ そ決定的な書物で あ っ た」。

　 自国語の 聖 書を持 っ た と言 っ て も ，確 か に書物 と して の 聖 書の 数 は少 なか っ た で あ ろう 。 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鴎

か し彼 らは暗記す る こ とに よ っ て ，冊数の 不足を補 っ た と思 われる 。 彼 らは聖書を読み ，暗記

した 。 彼 らの 集ま りは ，聖 書を 学び教え 合う場で あ っ た 。 彼 らは福音を宣 べ 伝え よ と い う聖 書

の 教えに 従 っ て 説教を行い ，そ して 彼 らの 説教 は聖書の 言葉の 説 き明か しが そ の 主な 内容 で あ っ

た 。 聖 書の 言葉 は彼 らの 倫理 道 徳を も規定 し，彼 らは虚 言 ・宣誓 ・殺人 を拒否す る 。 聖 書は教

理 の 試金 石 とな り，聖 書に 見出され な い教えは否定 され て い く。 　　 こ の よ う に ，ワ ル ド派

の 運動 は 自国語聖書 と共 に 始ま り，そ の 素朴 な く聖書主義〉は時 の 経過 と共 に ま す ます強 ま っ

て い っ た よ う に 思 われ る 。

　 ワ ル ド派が こ うして 他の もの に もま して 尊重 し拠 り所 と した 「聖書」 は ，それで は中世に お

い て 実際の と こ ろど の よ うな位置を 占め る もの で あ っ た ろ うか 。 常に ワ ル ド派の 中心 に あ っ た

こ の 「聖書」 は ，盛期中世の
“
キ リス ト教

”

社会 に お い て ど の よ うな存在で あ り ，それ に徹底

して従お うとす る こ とはどの よ うな結果 を意味する もの で あ っ たか 。 それ を次に考察 して み た い 。

皿　 西欧 中世 にお ける聖 書 の
“

危 険性
”

　聖 書は ，言うま で もな く，キ リス ト教 の 経典で あ る 。 だが しか し，中世 ヨ ー
ロ ッ パ に お い て

は ，そ れ はあ る 意 味で
“

危険
”

な書で あ っ た。む ろ ん 聖書に は ．そ の 使信 は そ の ま ま誰に で も

理解 で きる とい う面が ある と同時に ，字 義通 りで は解釈 の 困難な，難解 な箇所 もあ り，一面だ

けを取 り出 して き て 極端な解釈 ・適 用 に走 ると い う傾向は古 代か らす で に存在 した 。 そ の 意味

で は い っ の 時代 に あ っ て も
“
危険

”
な一側面を持 つ とも言 え よ うが ，しか しロ

ー
マ

・カ ト リッ

ク教会が 聖俗 共 に大 き な影響力を持ちえ た盛期中世 ヨ
ー

ロ
ッ

パ に お い ては特 に ，聖 書は危険な

書で あ っ た 。 そ れは なぜか 。 こ こ で は特 に 3 つ の 点を取 り上げて み る 。

　（1） 平信徒の 自由説教を引き起 こ す

　 ワ ル ド派が 異端 とされ て 排斥 され るよ う に な っ た 直接 の 原因 は ，教会 の 任命も受 けず に 勝手

に 説教 しつ づ け ，制止命令 に も従 わな い と い う点 に あ っ た （1184年 ，ヴ ェ ロ ナ 公会議 ）。 H．

グル ン トマ ン の 言 う通 り，ワ ル ド派 は 「知 らず知 らずの うちに ．異端的分派 とな っ た。とい う

の も、彼 らが キ リス ト教徒の 最高の 義務 と考 えた平信徒説教を教会が彼 らに 許 さな か っ たか ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tl1）
で あ る 。 そ の ため彼 らは教会か ら除外 され」 る こ とに な っ た 。 また ，異端宣告か ら数年後 の ナ ル
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ボ ン ヌ 討論会で も，教会側 と ワ ル ド派との 最大 の 論争点は 平信徒の 説教に あ っ た ，と トゥ
ーゼ

リエ は指摘 す る。

　 こ こ で 疑 問が起 き る 。 聖 書は明 らか に福音宣教を命 じて い る （「全世界 に 出 て 行 っ て ，す べ て の

造 られ た もの に 福音 を 宣べ 伝 え よ 」 マ ル コ 16の 15。 「あ な た が た は行 っ て ，す べ て の 国民を弟子と して …

あなた が た に命 じて お い た い っ さい の こ とを守 る ように 教えよ」 マ タ イ28の 19，20 。 「あ な たがたは ・t・
地

の はて まで ，わた しの 証 人 とな るで あ ろ う」 行伝 1 の 8 ，等 々 ）。 に もかか わ らず ， なぜ教会 は平信徒

が聖書の 命令 に 従 っ て 説教活動を する の を許可 しなか っ たの か ，逆に 禁 じよ うと したの か 。

　 こ れ に つ い て は ．無学な平信徒が説教 をす る と誤．っ た もの に な っ て しまい が ちだ っ たか らと
　 　 　 　 　 　 　 　   　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　…　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 。
見 る向 きもあ るが ，こ れ は必 ず しも正 し くな い

。 説教 の 内容で は な くて ，説教 の 行 為そ の もの

が まず問題 だ っ た か らで あ る 。 す な わ ち，平信徒が教会の 許可 な く自由に 説教す る こ とは ，恩

寵の 客観的施設 たる教会の 存在 を危 う くす る もの で あ っ たの で ある。

　 ト レ ル チ の 古典的定義 に従 うなら，「教会の 本質は ，そ の 客観的制度 と して の 性格 に あ る」。

そ して 「教会 の 伝承 t 秘跡 の 恩寵 と教会裁治権の 鍵を握 る司祭職 と位階制 は t 恩寵の 客観的宝

庫 を表 して い る ，た とえ 司祭個人 ic価値が な い と い う場合 で あ っ て も」。教会 の 中 に の み愚寵

がある。教会は救い の ための 唯一
の 施設で あ り，こ の 意味で まさに 教会 の 外に 救 い な し，で あ っ

た 。 そ して ，カ ト リッ ク教会 を直接構成する聖職者 た ちは ，平信徒とは っ きり区別 された特別

な階層で あり ，説教 は彼 らicの み属 す る職務の 一
つ で あ っ た の で ある 。 それゆ え に ，平信徒が

説教をす る こ とは ，聖 職者 にの み付与 され た権限を侵害する こ とで あ り横領す る こ と で あ っ た 。

そ して こ れは ，神 と人 との 伸介をす る救 い の 唯一の 施設 たるべ きカ ト リ ッ ク教会を無視 し，否
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鋤

定す る もの で あ っ たが ゆえ に ，看過 で きな い 由々 しき問題 で あ っ た 。
つ ま り，た だ の 平信徒が

勝手に 説教 をす る とい う こ とは ，教 会 自体の 存在理 由を揺 るが し，ひ い て は教会の 否定 に まで

っ なが りか ね な い 重 大な問題 を は らん で い た の で あ る 。
こ の よ うに 教会に と っ て 本質的な問題

で あ っ たか らこ そ ，教会 は平信徒の 自由説教を放置す る こ とは断 じて で きなか っ た 。 ア ラ
ー

ヌ

ス は ワ ル ド派論駁 の 中で こ う指摘す る。

　　一 「神の 教会の 職制が上位の 役務者 に よ っ て 任命 され る よ うに ，説教の 務 め もまた 同様で

　 ある 。 な ぜな らそ れは教会 に お い て最 も重要な務め で あ るか ら。 ち ょ うど，ア ロ ン が祭司と

　 された よ うな方法で しか聖職者 に はな れな い よ うに ，す なわ ち ，だ れ も自分で 聖 職者 にな る

　 こ とは で きな い よ うに ，だれ も自分の 独断で説教者の 務 めを引き受ける こ となどで きない の
　 　 　 　 　

　 で あ る」。

　 こ の よ うに重大な 問題で あ っ たか ら こ そ ，最大の 公会議 の
一つ ，1215年の第四 ラ テ ラ ノ 公会議

で も，そ の 第 3章 「ワ ル ド派の異端に つ い て 」 の 項目 の 中で こ う繰 り返 されて い るの で あ る

　　 rr敬 虔 の うわ べ を借 りて ，そ の 力を 捨て 』 （2 テ モ テ 3 ・ 5 参照），自分 自身 で 説教す

　 る許可 を持 っ と考え る者に 対 して ，使徒 は r派遣 され な か っ た ら，ど う して 宣教 で きよ う』

　 （ロ
ー

マ 10 。15）と言 っ て い る 。 禁止 され た者 ，あ るい は使徒座 また はそ の 地方 の カ トリ ッ

　 ク司教か ら許可 され派遣 されて い な い 者が ，自分は公 に または私 的に 宣教 の 職責を持 つ と推

　定する な らば破門制裁を受 け，で き るだ け早 く改心 しな ければ そ の 他の刑罰を受け る。

……
」

　叙任権闘争 に見 られ るよ うに ，聖 職者 と俗人 との 区別が不 明瞭 に な りが ちな時代 で あ っ たか

ら こ そ ，教会は なお の こ と両者の 区別を強調す る必 要が あ っ た 。 そ う した 状況下に あ っ て t 平

信徒が勝 手 に説教を して 回 る とい うこ と は ，教会 に と っ て 断 じて 許せ ぬ行為で あ り，正統 な教
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会を無視す る まさ に 異端的所業で あ っ た 。 そ して 聖書 は ．そ れを単純素朴 に 読み ，そ の 教 え に

単純素朴に従お うとす る人々 を，こ の
“
説教

”

とい う行為に駆 り立て る ・仕向 け る と い う意味

で ，つ ま り平信徒の 自由説教を 引 き起 こす と い う意味で ，中世の 教会 に と っ て は
“
危険

”

な書

物だ っ たと言えるの で ある 。

　 さ ら に も う
一

つ 付 け加え るな ら ，聖 書は 平信徒の 自由説教 の 引き金 ，〈動因〉 に な る だ け で

な く，そ の く内容〉 ，そ の く材料〉 ともな っ た 。 福音宣教を命 じる 聖書は ，そ の 宣教の 内容 ・

材料を も提供 したの で あ る 。 そ の 好例が ワ ル ド派 の 場合で ，ワ ル ド派の 説教は しば しば ，暗記

した聖 句を 語 り伝 え る こ とか ら成 り立 っ て い た 。 ギ イ の 報告を 引用 しよ う

　　 「彼 らは福音書や 使徒書簡や そ の 他の 聖書か ら説教 をす る ，そ の 聖書を彼 らは自分た ちの

　解説 によ っ て ゆが め て い る の だ ，こ れ ま で 決 して 真理 の 弟子 で は なか っ た誤 謬の 頭 と して 。

　 説教は平信徒に は固 く禁 じられて い るとい うこ とを彼 らは知 っ て い る の に」。

　　 「彼 らは しば しば福音書に 基 づ い て
， 使徒書簡に 基づ い て ，聖人 の 教訓 や格言に 基 づ い て

　説教を す る ： 『福音書 の 中 に ，（と彼 らは 引用 す る ），聖 ペ テ ロ の 手紙の 中に ，聖 パ ウ ロ や

　聖 ヤ コ ブ の 手紙 の 中に ，こ う書か れて い る
……

』」。

　 こ の よ うに聖書は平信徒が説教するため の 手段とな り材料 とな っ た 。 従 っ て ，中世 の カ ト リ ッ

ク教会 に とっ て 聖書は ，平信徒の 自由説教の 動機 となり内容 とな る とい う二 重の 意味で ，危 険

性をは らむ 書物で あ っ た 。

　  　教会 に対す る批判を生み 出す

　西欧中世 の教会は ，い わば世俗的な性格を有 して い た 。 高位聖職者たちは 同時に大 領主 で あ っ

た 。 「大修道院長 ，司教 ．大司教と い う高位聖 職者」 た ち
一

「富 と権力 と統率力 に よ っ て ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 働

こ れ ら教会 の 大領主 は ，武人 の 最高位の 諸侯 と並 ぶ 存在で あ っ た」 （マ ル ク ・ブ ロ ッ ク ）。 聖

職者は同時 に封建領主で あり，教会は富 と人 とを所有 し支配す る 「現世 の 大勢力」（ブ ロ ッ ク）

で あ っ た 。
こ う した状況 の も とで は ，教会の 世俗 的側面が きわ め て 顕著に現れ て くる 。 聖 職者

としては ふ さわ しくな い よ うな人物 たちが教会を牛耳 り，教会は富み栄えて奢侈や放蕩 に 走 り ，

教会 内の 霊性は低下する 。

　中世 の教 会の こ う した姿は，聖書 ，特 に 新約聖書 に 提示 されて い るキ リス トや使徒た ちの 姿

とは ， はな はだ し くか け離れ た もの で あ っ た 。 とすれ ば ，も し人 々 が 自分た ちで 聖 書を読み ，

そ こ に 示 され て い る生 き方 を知 る な ら，彼 らは そ れ と現実の 教会 とを引 き比 べ は しない で あろ

うか 。 そ して 教会 の 状態を批判す る よ う に な りは しな い で あろ うか 。

　 ワ ル ド派 は ，まさ しくこ の 懸念が現実 とな っ た実例で あ っ た 。 彼 らは 自国語に 訳 され た聖 書

を読み ，そ の 教えを規準 と しよ うと した 。 ウ ォ ル タ ー ・ マ ッ プ は ，ワ ル ドーた ちを 審問 した記

録 の 最後 に
， 意味深長な言 葉を付け 加え て い る

　　 「彼 らは
一定の 住居を持 た な い 。彼 らは 二 人ず つ 出かけ る 。 はだ しで ，毛織 りの 衣 を まと

　 い ，何 ひ とつ 所有せ ず ，使徒た ちの よ うに すべ て の 物を 共有 に し，身に ま とわれ な か っ たキ

　 リス トに な らっ て 自分た ち も身に ま とわずに 。 彼 らは ，攻撃を加え る こ とはで きない もの だ

　か ら，い ちばん控え目なや り方で 最初の 活動 を始め て い る 。 も しわれ われ が彼 らを認 め るな
　 ●　　 ○　 ●　 ●　 ，　 ●　 o 　 o 　 ●　 ●　 ●　 ●　 ・　 ●　 ●　 ●　●　 ・　 o 　 ・　 ・　 ．　●　 ・　幽

　 ら，われわれ が追い 出され る こ とにな っ て しまう だろ う」。

　こ れは鋭 い指摘だ っ た と言わねばな らな い
。 もしもワ ル ド

ー
た ちの よ うな ，使徒的清貧に な
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らう生 き方が 公に承認 され るな ら，民 衆 は当然 そち らの ほ うに心 を 引かれ ，返 す刀で 教会を批

判す るよ うに なるで あろ う。 そ れは 目に 見え て い る 。 現実 を一切顧慮す る こ とな く，新約聖書

に 述 べ られ て い る初代教会 の 姿に ひ た す ら従 お うとす る運 動は ，教会 に と っ て はな は だ迷惑 な

もの で あ り，教会批判 に つ なが る と い う危険性を内包 する もの で あ っ た 。

　 西欧中世 に お い て ．聖書を読み ，そ の 生 き方を規準 として それ に単純に 従お う とす る こ とは ，

こ の よ うに現実の 教会の 世俗性を批判す る こ とに容易に つ なが っ て い くもの で あ っ た 。 ワ ル ド

派 の 場合を もう少 し見て み ると，ブル ボ ン の ス テ フ ァ ヌ ス は こ う証言 す る

　　 「また彼 らは言 う，富 と こ の 世の 財産を持 っ て い る聖 職者 た ちは ，悪魔の 子で あ り滅 び の

　 子 で あ る 。 そ ん な者た ちに 十分 の
一税や 寄進をす るの は罪 を犯す こ とだ、なぜな ら，それ は

　 　 　 　 　 ラ
ー

ド　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　  

　 ち ょ うど豚脂に 脂身を足 して や るよ うな も の だ か ら，と 。 」

　 さ ら に ，時代は 下 る が ギ ィ の 報告 も参考 に な る 一

　　 「また彼 らは ，ロ
ー

マ 教会 の 司教 や教区司祭 や修 道士 たち を非難譴責 し．そ の 職務を 誹諦

　 する 。 教会の 聖職者 たちは ，盲人 を手引きす る盲人 の よ うな もの だ ，純粋な福音 を守 っ て も

　 い な い し，使徒た ち の よ うな清貧を実行 して もい な い の だ か ら，と彼 らは主 張す る 。 また彼

　 らは ，人を欺 く悪意を も っ て ，ロ
ー

マ 教会 それ自体 が虚偽の 家だ と言 う 。 また使徒 た ちの 行

　 状や完 徳を 自分た ち 自身 と引き比 べ て ，自分た ち の 功徳も同等の 水準 にあ る と見 な し，い た

　 ず らに 自らを誇 り，自分 た ちは使徒の 後継者 だ，福音的使徒的清貧を保持 し遵守 して い るの

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鱒

　 だか ら ，と言 うの で あ る」。

　　 「彼 ら 〔ワ ル ド派の 指導者た ち〕は まず ，キ リス トの 弟子た る者は どの よ うな特質 を持た

　 ね ばな らな い かを福音書や使徒 た ち の 言葉 に 基づ い て 教 え る こ とか ら始 め る 。 使徒た ち に な

　 ら っ て 彼 らと同 じよ うな生 き方を守る者たちだ けが使徒の 後継者で ある ，と彼らは言 う。 従 っ

　 て ，こ の 世 の 富を持ち，使徒たちの 聖徳 に少 しもな らおうと しな い 教皇や 司教や司祭た ちは ，

　神の 教会 の 真 の 牧者 で もなけれ ば指導者で もな く ．貪欲で む さぼ る狼 で あ る 。 キ リス トはそ

　 ん な 者 た ちに 教会す なわちご 自分 の 花嫁をゆ だね る こ とは決 して よ しとされず ，それゆ え そ

　ん な者 た ち に 従 っ て はな らな い ，と彼 らは説 くの で あ る」。

　 こ の よ うに ，明 らか に ，聖 書 に 描か れて い る初代教会や 使徒 た ちの 姿 と現実の 教会 とが比較

さ れ ，か くて 目に 見 え る教会が 辛辣な批判を浴 びて い る 。 平信徒が単純に 聖 書を読 み ， そ れを

そ の ま ま とれば 、そ う した比 較と疑 念 ，批判を 生 む こ とは 当然予想 され る と こ ろ で あ っ た 。 ワ

ル ド派 は ま さに そ の 典型で あ っ た と言え よ う。

　 こ う して ワ ル ド派 の 場合に 端的に 現れ て い る よ うに ，世俗 と の 深 い か か わ りの 中にあ っ た当

時の 教 会 に と っ て 、そ うした教会批 判の規準規範 とな りうる聖書 は目ざわ りな存在で あ り，平

信徒の 手 に 渡す に は
“
危険

”
な書物 で あ っ た と言 わね ばな らな い 。

　｛3） 教 理の 規準 として 使 われる

　平信徒 が 自由 に 聖 書を読 む よ う に な る と，自分 たちが 教え られ て い る さまざ まな 事柄を聖 書

で 確 か め た い と思 うよ うに な る の は 当然で あろ う。 い や ，さ ら に ，教会が 使徒 た ちの 生 き方に

な らっ て い な い の な ら，そ の 教会 の 教え も聖書 とは違 うと こ ろが あ る の で は な い か とい う疑問

も生 じて くるで あ ろ う。 こ う して 聖 書は ，教会が 教え て い る こ とを平信徒が い ち い ち確 か め る

規準 と な る可能性が あ っ た 。 こ れ もまた ，教理 が い まだ 流動 的で 明確 に確立 して い る とは 言 い
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が た い 中世の ロ ー
マ

・カ トリ ッ ク教会に と っ て は特に ，警戒 せ ざるをえな い こ とで あ っ た 。

　こ の 点に関 して もワ ル ド派 は ，こ の可能性が 現実に な っ た例で あ っ た と言 え る 。 彼 らは 自分

た ちで 聖書を 読み ，教会か ら教え られ て い る こ とを聖書 と照 ら し合わせ る よ うに な っ て い く。

そ の 結果 ，教会が教 えて い るこ とで あ っ て も聖書 に明記 され で い な い もの は ，彼 ら は こ れ を し

りぞ け る よ うに な る。

　 ワ ル ド派 は聖 書を ．教理 の 規準 と した 。 教会の 教え の 中で ，《十戒》や 《主 の 祈 り》 な ど ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

聖 書に 述 べ られて い る もの は そ の ま ま受 け継 い で い るが ，聖書に な い もの は ，た とえ そ れ が教

会の 重要な教理 で あ っ て も，彼 らは拒否 して い る 。
つ ま り教会 の 教え を聖 書 に よ っ て 取 捨選 択

した と言え る 。 教会 の 重要 な教 説で あ りな が らワ ル ド派が 否定 し た もの を ，具体的に い くつ か

挙げて み よ う。・い ずれ も異端審 問官 た ちが 報告 して い る もの で あ る。

　 ・ 煉 　　獄

　　 「煉獄 の 罰などとい うもの は ，この世 に おい て しか ない ．と彼 らは主張 する 。 死者 に は教

　会の 執 り成 し も，彼 らの た め に な され るど ん な こ と も，何 の 効果 もな い と言 う の で あ る」

　 （ブ ル ボ ン の ス テ フ ァ ヌ ス ）。

　　 「彼 らは煉獄を否定す る 。 選 ばれ た者は天 国に 行 き，滅 びる者 は地獄 に 行 く 。 そ の どち ら

　 か しかな い と言 う」（パ
ッ サ ウ の 異端審問官 ）。

　　 「ワ ル ド派は ，死後 に は 煉獄 な ど な い ，従 っ て 死者の ため の 祈りも施 しも ミサ も，そ の 他

　の 善行 も．役 に 立 た な い と主 張す る 」。「彼 らの 説 くと こ ろ に よれ ば ，魂 は肉体を離れ るや い

　 なや ，救 わ るべ き者 はす ぐに天国 に ，滅ぶ べ き者は地獄 に行 く。 死後 に は魂の 住 まい と して

　は天 国か 地獄しか な い ，と言 う の で あ る」 （ギ ィ ）。

　 ・聖人崇 敬

　 　 「教会 を照 らすため に 諸聖人 に ろ うそ くを供 え る者た ちは嘲笑す べ きだ と彼 らは言 う 。

……

　また ，諸聖人 の 祝 日を守 る者た ちは物笑 い の 種で あ り，聖人の 祝日 に働 い て も
一

世間か ら非

　難 され る と い うこ ろは あろ うが 一罪を犯す こ と に はな らな い ，と言 う 。 また ，断食の 規定を

　無視 し，どん な 日 に 肉を食 べ て も決 して 罪 を犯 す こ と に はな らな い ，そ の た め に 非難 され る

　こ とは あ っ て も，と彼 らは言 うL” （ス テ フ ァ ヌ ス ）。

．

　　 「教会 に おい て ，諸聖人 の 功績 や祈 りに よ っ て なされ た奇跡 など，実際 に はな い ，聖人た

　ち の 誰 も奇跡 な ど行わ なか っ た の だか ら，と彼 らは言 う 。 ま た ，諸聖 人 は天 にお い て ，地上

　の 我 々 が ささげる祈 りを聞 き もしな ければ ，我々 の ささげる崇敬に 注意を払 うこ ともな い 。

聖 人 た ちは我々 の ため に祈 っ た りしな い か ら．諸聖 人 の 代檮を 願 っ て も無駄だ と彼 らは こ っ

　そ りほ の め かす の で ある 。 か くて ワ ル ド派は ，我々 が 諸聖人を崇敬 して 厳か に行 う祝祭 や そ

の他 の 行 為を軽べ つ し，祝祭 日 に は彼 らは一 もし問題 な くで きる よ うな ら
一 働 くの で あ る」

　 （ギ ィ ）。

　 ・罪 の 赦 し

　　 「すべ て の 善人 は 司祭で あ り，罪 を赦 すカ
ー
教皇だ けが 持 っ て お られ る と我々 が信 じて い

　る とこ ろ の一を持 つ と彼 らは言 う 。 さ らに ，これは彼 らの 信仰 の本性を明 らかに す るた め に

述 べ るの だ が ，彼らは ，神の みが 罪を赦す こ とが おで き にな るが ，しか しす べ て の 善人 も同

　じこ とがで きる。 なぜな ら善人の 内に住 まわれ る神一 こ の おか た に よ っ て 人 はすべ て の もの

を結 びか つ 解 くこ とが で きる の で あるが
一

は善人 を通 して の み そ うな さる の だか ら，と主張
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す る 。 彼 ら は教会 の 赦免や 破門を 軽べ つ す る 。 神だ け が 破 門す る こ と が お で き に な る の だ か

ら ，と言 う の で あ る」 （ス テ フ ァ ヌ ス ）。

・贖　　宥

　 「彼 らは教皇の 贖宥 や赦免 ．教会の つ なぎ解 く権威を馬鹿 に し，教会 や祭壇 の 献堂や聖別

を石の お 祭 りと呼ぶ 」 （ス テ フ ァ ヌ ス ）。

　 「こ の 宗派 （ワ ル ド派） は，教会の 高位聖職者 たちに よ っ て定 め られ 認 め られ て い る贖宥

を馬鹿 に し，何 の 価値 もな い と言 う」（ギ ィ ）。

・ミ　 　 サ

　 「キ リス トの 御か らだ と御血を ，彼 らは実際に そ うだ と は信 じな い
。 そ れ は ただ の 祝福 さ

れ た パ ン で あ っ て ，比喩的 に キ リス トの か らだ と言われて い る に す ぎな い ，ち ょ うど rこ の

岩 はキ リ ス トに ほかな らな い 』 〔コ リ ン ト第二 10 ： 4 〕な ど と言 われ て い るよ う に ，（と彼

らは言 う）」 （ア ウ ク ス ブル ク の ダ
ー

ヴ ィ ト 〔説教 家 ・異 端審問官 。 1272年没〕）。

・祈 　　 り

　 「また彼 らは《主 の 祈 り》 しか 唱えず，教えず．認 め な い 。 彼 らは
“

ア ヴ ェ
・マ リア

”

と

い う聖 母 マ リア へ の 挨拶 〔天使祝詞〕も，
“
我 ，神を信ず

”
とい う使徒信経 も用い ない 。 なぜ

な ら こ れ ら は ロ ー
マ 教会が 作 っ た もの で キ リス トに よ る もの で はな い か ら 、 と彼 らは言 う」

（ギ ィ ）。

・礼拝 の 対象

　 「神 の み が あらゆ る種類の 賛美 を も っ て あが め られ るべ きで あ っ て ，十字架や ，我々 が キ

リス トの 御 か らだと呼 びまたそ う信 じて い る もの や ，聖人 た ちや そ の 像 を崇め る者 たち は罪

を犯 して い る ，と彼 らは 主 張す る」 （ス テ フ ァ ヌ ス ）。

・救 　 　い

　 「彼 らは言 う ，救われ る ため に は神 に だけ告 白す ればよ い の で あ っ て ，人に 告 白する必 要

は な い ，また善行は救 い に 必要で はな い ，と 。 どん な に 大 きな ，どん な に 多 くの 罪を犯 した

と して も，悔 い 改め て か ら死ぬ な ら，ただちに 天国 に 入 る 。 と」（ス テ フ ァ ヌ ス ）。

・教　　会

　 厂彼 ら は ，ロ ーマ 教会は 黙示録 に 記 され て い るバ ビ ロ ン の 淫婦だ と主張す る。……
ロ

ー
マ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 m

教会 に 従 わね ばな ら な い とい うこ とを，彼 らは完全 に 否定す る」 （ス テ フ ァ ヌ ス ）。

　 「教 皇 はあ らゆ る誤 謬 の 頭で あ り
……

司教 た ちは書記で あ りパ リサ イ 人た ちで あ る 。

……

我 々 は聖職者た ちに 従 っ て はな らず．ただ神に の み従 うべ き で あ る （と彼 らは言 う）。

……

彼 らは 公 会 議や 宗教会議 ，諸集会 を軽べ つ す る 。

……彼 らは ，善 き平信 徒は すべ て 司祭に
，

使徒 に な りうる，使徒た ちは平信 徒だ っ た の だか ら ， と言 う 。

……
ま た 彼 ら は ，す べ て の 平

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鋤

信徒は
， 女で さえ も，説教 す べ きだ と言 う」 （パ

ッ サ ウ の 異 端審問官 ）。

　 「彼 らは 自分た ちだけが キ リス トの 教会で あ りキ リス トの 弟子で ある と主 張す る 。 自分 た

ちこ そ使徒の後継者で あ り．使徒的権威を持ち ，つ なぎ解 く鍵を持つ と彼 らは言 う 。

…… ロ ー

マ 教会 は バ ビ ロ ン の 淫婦で ，それ に従 う者は皆滅 び る （と彼 らは言 う）。

……祝祭 ，断食日，

叙品 ．聖 別式 ，教会の 聖務，及 び これ らに類す る事柄 を ．彼 らは全て 拒否 す る」（タ ーヴ ィ

ト）。

　 「こ の 宗派 は ，宗規に 関 す る教会の 裁可 も教皇令 も全然 認め ず ，ま た断食や 祝祭遵守や教
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父 た ち の 教令 に関す る規定 も認 め な い 。 正 しい 道か らそ れて しま っ た ため に ，彼 らは そ れ ら

に何の 価値 も認 めず，ただ軽べ つ し，拒絶 し，非難 す る の で あ る 。 」

　 「彼 らの 目に は ，ロ ーマ 教会の 聖な る品級 は神に よ る もの で な く，全 く人間の 言い 伝 えに

よ る もの と見 え る の で あ る」 （ギ ィ ）。

　以 上 ，教会が説 く重要な教え で あ りな が らワ ル ド派が否定 した もの を い くつ か 見て きた。 こ

れ らは明 らか に ，確た る聖書 的根拠が ない もの ，聖書 に 明記 されて い な い もの ば か りで あ っ た

と言 え る 。 つ ま り ワ ル ド派は ，聖書を規準 として教会の 教 え を確か め ，そ こ に 記 されて い な い

もの は人間の 教 えだ と して しりぞ け て い っ たと考 え られ る 。

　平信徒が 聖書を自国語で 読 むと，聖書 を規準 と して 教理を確認す るよ うに な り，これは教会

に と っ て 歓迎 すべ か らざ る結果を 招 く恐 れ があ っ たわ け で あ るが ，
こ の 恐 れ が 現実 とな っ た姿

が ，ま さ に こ の ワ ル ド派 に 見 られ る と言 え る の で あ る。

　こ の よ うに 聖 書は ，西欧中世 にお い て ，（1）平信徒の 自由説教を引 き起 こす ，  教会に対 する

批判を生み 出す ，（3）教理 の 規準 と して 用 い られ る こ とに よ っ て 聖書 に 明記 されて い な い 教 え の

否定 を もた らす ，な どの 可 能性 を持 つ もの で あ り．従 っ て教会 に と っ て は
“
危険

”
な書物で あ っ

た と言わね ば な らな い 。 こ の
“
危険

”
な書物を ，ワ ル ド派は そ の 最初か ら中心 に据え た 。 ワ ル

ド派運動の 中核は ，教会 に と っ て の 危険性 をは らむ こ の 自国語聖書 で あ っ た 。 とすれば ．そ の

ワ ル ド派が
“
異端

”
と され ざるをえ なか っ た の は ， む しろ当然 と も言え る

一面が あ るの で は な

い か 。 そ して ，ワ ル ド派が 教会 よ りも聖 書を上 に 置 こ う，聖 書 に こ そ 究極 の 権威 を認 め よ うと

す る限 り，教会は彼 らを排除せ ざるをえなか っ た の で はない か 。

　聖書の 持つ こ の
“

危険
”

性に は ，教会側 も気づ い て い た 。 そ して それが 特に ワ ル ド派に お い

て 大 き く現実化 した時，教 会は どう したか ，どうせ ざるをえなか っ たか ，それを次 に 見て みた

い o

IV　教会側 の
“

聖 書
”

対策

　 カ タ リ派 ，ワ ル ド派を中心 とす る諸異端の 隆盛 に対 して ，教会側 は い くつ かの 対策を講 じる

よ うにな る 。 特に顕著な もの の
一

っ は托鉢修道会の 認可 （1216 ド ミニ コ 会 ，1223年 フ ラ ン チ ェ

ス コ 会）で あ り，い ま一
つ は異端審問 制の 確 立 （1223年）で あ る 。 前 者は ，これ まで の 教会側

に欠 落
・L が ち で あ っ た側面 ，すなわち

“

説教
”

活動 と
“
清貧

”
の 実践 と い う面 にお い て ，教会

の 欠けを補 う もの で あ り ， そ の 意 味で 大 きな意義を有す る もの で あ っ た 。 また後者 は ，異 端を

撲滅 する断固 た る意志 と力 と方法 とを具体的に 示す もの で あ り， ドミニ コ 会 を中心 とす る托鉢

修道士 た ち は こ こ で も大きな役割を演 じるよ うに なる 。

　 こ うした硬軟両様の 対策と共 に
， もう

一
つ の 異端対策を 教会側 は講ず る。 それは 《聖書所有

禁止令》 で あ る 。 た だ し こ れ を見 る前 に ，前章で 見 た よ う な
“
聖書 の 危険性

”

を ，教会側 はど

う考えて い た の か ，どの 程度認 識 して い た の か ，と い うこ とを まず見て お きた い 。

（
一

）聖 書を読む こ とに 対す る教皇 たちの 警告

英国の 中世史家デ ィ
ーン ズ リ女史 に よれ ば ，聖 書を俗語 に訳す こ と の 危険性 に つ い て 、公的
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　に 最初 に触れ た の は グ レ ゴ リウ ス 七世だ とい う 。 それ は同教皇の 1080年 1 月 2 日付 の ボ ヘ ミ ア

公宛て の 書簡で ある 。 自国語で 儀式を執 り行 うこ とを非 とす る内容の もの で あ るが ，そ こ には

　平信徒が聖書を 自国語で 読ん だ場合の危険性が すで に 予見 され て い る

　　　 「貴国 に お い て ス ラ ヴ語で 聖務 を執 り行 うこ とを許可 して ほ しい と い う貴下の 要望 に 対 し

　 て 答 え る 。 我 々 として は こ の 申 し立て は 決 して 認め る わけ に は い か な い とい うこ とを承知 さ

　　れ た い
。 事態を注意深 く考慮すれ ば明 らか で あ ろ うが ，神は聖書を幾分か あ い ま い な ま まに

　　して お くこ とを よ しと され た 。 も し聖書 がすべ て の 者 に 明瞭で あ っ た な ら．それ は 限 られ た

　 知性 しか持 た ぬ 大衆に よ っ て俗化 して しまい ，もはや 尊敬 に 値 しな い もの とな り t また誤解

　　されて 人 々 を 誤謬 へ と導 くもの と もな りか ね な い か らで あ る 。 こ れ ま で 篤信の 人 々 が ，単純

　 な 者た ち の そ う した要望 に 忍 耐強 く応 じて きた とか ，こ れ まで とがめ な し に す んで きた とか

　 言 っ て も．それ は何の 口 実 に もな らな い
。 初代教会は 多 くの 事柄 を見過 ご しに して しま っ た

　 た め に
， 後 に な っ て キ リ ス ト教が 確立 し宗教儀 式が 増 え た とき，教父た ち が 綿密 に調 べ て 正

　　した の で あ る 。

　　 そ れ ゆえ ，我々 は聖 ペ テ ロ の 権威 に よ っ て ，貴下の 民が無 分別 に求め て い る こ の こ とを禁

　　じ，か っ 貴下が あ らゆ る可 能な手段に よ っ て ，この 軽率 な行 い を阻止す るよ う命 じる もの で
　 　 　 佃

　 ある」。

　 グ レ ゴ リウ ス 七世の 言 わん とす る とこ ろ は明白で ある 。 俗語 に よ る聖務執行を彼は禁 じて い

る の で あ るが ，同時 に聖書を 引き合い に 出 し，聖書 が
一

般 民衆 に 読まれ 理解 され る こ と に も反

対 して い る 。 デ ィ
ー

ン ズ リは こ こ に は 二 つ の 理 由がある とす る 。

一つ はグ レ ゴ リ ウ ス が 東方教

会 と の 対抗上の 意味 もあ っ て ラ テ ン 語を教会 の 公用 語 と して 保持したか っ た ため ，も う
一

つ は

グ レ ゴ リ ウ ス 七世 こ そ 他の ど の 教皇 に もま して ，聖職者を 平信 徒か ら切 り離 し，また聖 職者た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鋤

ちを教導職 た る に ふ さわ しい もの に しよ うと努め た ため ； とい うの で ある。聖職者を平信徒 と

は区別 し切り離 すこ と の
一

環 と して ，聖 書を平信徒か ら遠 ざ け ，聖 職者だ けが ラ テ ン 語 で 読む

もの と して お こ うとした とす る こ の 指摘は興味深 い 。 なぜ な ら聖職者 と俗人 との截 然た る区別

こ そ ，厂世界の あ るべ き秩序 を求 め て の 戦い 」 （テ レ ン バ
ッ

ハ ） とされ る《叙任権闘争》 の 中心

点で あ っ た か らで ある 。

　 そ れ は と もか く，こ れ ら二 っ の 動機の ほ か に
， グ レ ゴ リ ウ ス は聖書 の 内容に つ い て も懸念 し

て い た の で は あ るま い か 。 「も し聖 書が す べ て の 者 に 明瞭 で あ っ た な ら・・…・誤 解 さ れ て 人 々 を

誤謬へ と導 くもの と もな りかねない 」 とか ．「初代教会 は多 くの 事柄を 見過 ご し に くた ため に ．

・後に な っ て
……教父 たちが

……
正 した」 と い うよ うな言い 方の 中に ，聖書は

一般大衆が そ の ま

ま理解 す るに は不向 きで あり，また聖書 だ けが現実 の ロ ー
マ 教会の 教 え の 規準 とな っ て い るの

で は な い と い う含み が 感 じ られ る 。 平信徒が聖 書を 自国語で読 ん で そ の まま 受 け とる こ との

　
“

危険
”

を，明敏な グ レ ゴ リウ ス は 見抜 い て い た に 違い な い 。

　 一世紀余 り後 の 1199年 ，教皇 イ ン ノ ケ ン テ イ ウ ス 三 世 もまた，メ ッ ツ の 教会に あて た書簡の

中で ．平 信 徒が聖書を読 む こ との 危 険性を指摘 して い る 。 こ の 書簡 の 初 め の 部分は 矼章で も触

れ たが ，そ の あ と の 部分で イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス は こ う述 べ る

　　　「信仰 の 奥義は ，い た る所で す べ て の 人 に説明すべ き もの で はな い 。 事実 ，い た る所で ，

　 す べ て の 人に よ っ て理解 され る の で はな く，理 解力を持 っ 信徒だけ に 理解 され る もの で あ る 。

　 したが っ て ，使徒 は単純 な人々 に 向か っ て ，rキ リス トに お け る幼児 の よ うに ，あ な た が た
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　 に 乳を飲 ませ て ，堅 い 食物 を与え なか っ た 」 （1 コ リ ン ト 3 ・2 ） と言 っ た の で あ る 。……

　聖書は奥深い もの で あ っ て ，単純 な人や無学な人だ けで な く，慎重な 人や学者 に と っ て も，

　 それ を十分に理解する こ とは で きな い 。 そ の た め ，聖 書 は ，r多 くの 人が探 り出す こ と に 失

　 敗 した』 （詩編 63 ・7 ） と言 っ て い る 。 した が っ て ，昔 の 神法 に は ，シ ナ イ山に 触 れ た動物

　は 石殺 しに す べ きで あ る と定め られ て い た が ，こ れ は正 し い （ヘ ブ ラ イ 12 ・20 ；出 エ ジ プ ト

　記 19・12〜13参照 ）。す なわ ち ，単純な者が ，聖書の 崇高な頂 に達 しよ う と した り，こ れを
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 磯

　他人 に説 い た りして はな らな い とい うの で あ る 。

一一一一」

　 こ の 書簡 に も，グレ ゴ ij
ウ ス の 場合 と同様 t 平信徒 が聖書 を読 むこ と1こ対 して の 警戒 の 念が

顕著で あ る 。 平信徒は聖 書な ど読 ま な くて い い ，い や読む べ きで はな い 。 それ は教会の 聖 職者

たちに任せ て お けばよ い 。 平信徒 に は聖書の 奥義は わか るはずが ない し，かえ っ て 混乱 させ ，

害に な りか ねな い
一一一一

と言 うの で あ る 。

　 グ レ ゴ リウ ス 七 世 と イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス 三世 ．中世 に お ける代表 的 とも言 う べ き こ の 二 人 の

教皇の 書簡か らうか が え る よ うに ，聖書 の
“

危険
”

性を教会側 はある程度認識 して い た と思わ

れ る 。 聖書 は ，確 かに t 西欧 中世 に お い て は
“
危険

”
な代物 で あ っ た 。 そ して そ の 聖書 を ，実

際に手に入 れ ，それ を武器 と して 教会に 歯向か っ て きた の が ワ ル ド派で あ っ た と言 え る 。 こ の

事態に対処す るため に ，教会側は ，こ の 危険な書物を信徒の 手か ら取 り上げる とい う手段に 出る 。

　 （二 ）聖書所有禁止令 の 公布

　 1229年 ，南仏の トゥ
ー

ル
ーズ で 開かれ た教会会議に お い て ，初め て公式に ，聖書 の 所有が 禁

止 される 。 こ の 会議 に は ，ナ ル ボ ン ヌ や ボ ル ドーの 大司教をは じめ 多数の 司教 ・高位聖 職者た

ちが 列席 し，特 に教皇 庁の 特使 と して 枢機卿が 派遣 され て い た 。 また ト ゥ
ール ーズ 伯は もちろ

ん ，多 くの 諸候 も参加 して お り，きわあ て 大規模 な会議 で あ っ た 。
こ こ に お い て ，カ タ リ派と

ワ ル ド派を 中心 とする諸異端 を鎮圧 し，平和 と秩序を回復す る こ とを主 眼と して ，異端審問等

を含む 49の 規定が 定め られ た が ，そ の 第14条で 明確 に こ う宣言 され る
一

　　 「平信 徒は ，詩編 と聖務 日課を除き，聖書の 諸書を所有 して は な らな い 。 ま た上 記 の 書物

　で あ っ て も ，そ の 自国語訳 を所有 して はな らな い 。我 々 は 平信徒が ，た また ま信心 の 念 か ら

　 詩編や聖務 日課書や聖母 マ リア 小聖務 日課書を所持 した い と願 う場合を除 き，旧新約聖書 の

　諸書を所持す る こ とを禁ず る 。 た だ し上記の 書物で あ っ て も，それ らの 自国語訳を所持 す る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 m
　 こ とは厳 しく禁ず る 。 」

　平信徒が聖 書を所有 し，自国語 で 読 む こ とを禁止す る 。

一 教会 は ，平信 徒が 自国語の 聖書

を持 っ て こ れを読む こ との 危険性を身を もっ て 知 っ た の で ある 。 こ うした禁止令が ，特 に ワ ル

ド派を念 頭 に お い て 出され た もの で あ る こ と は 明 らか で あ る 。

　1231年 ， ドイ ッ は ト リ
ー

ル の 大司教が ワ ル ド派鎮圧 の ため の 教会会議を 開 い た 。決議 は残 っ

て い な い が ，聖書 の 禁止等 を含め ，1229年 の ト ゥ
ール ーズ 会議 とほ ぼ 同様の 決議が な され た と

見 られ る 。

　 　 　 の

　 1234年 、ス ペ イ ン の ア ラ ゴ ン 王デ ィ エ ゴー世 は タ ラ ゴ ナ 宗教会議を主宰 した 。 こ の 会議は ．

異 端審問 を支持 し異端を根絶 させ る ため に26の 法令 を定め た が ，そ の 第 1 条は こ う告 げ る

　　 「何人 とい えども，ロ マ ン ス 語の 旧新約聖書の 諸書を所有 して は な らな い
。 も し誰か持 っ

　て い る者が い たな ら，こ の 法令布告後 8 日以 内に それ を司教管区に 引き渡 し ， 焼却 して もら
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　 わ な け ればな らな い 。 こ れ を しな い 者は ， 聖 職者で あろうと平信徒で あろ うと．自 ら疑 い を

　 晴 らすまで は異端の 嫌疑を受 ける こ とに な る」。

　 こ こ で は 自国語聖書に 対 する禁止 は ，さ らに厳重な もの とな っ て い る 。 聖職者で さえ持 っ て

はな らぬ とされ ，現 に所有 して いる者 はす ぐに司教に差 し出 して焼却 して もらえ と い うの で あ る 。

　 1246年 ，ベ ジ エ で 開催 された ナ ル ボ ン ヌ 管区公会議で は，異 端鎮圧 の た め の 多 くの 対策が取

り決め られ たが ，そ の 第36条 に は ，「神学的書物 一
平信徒が ラ テ ン 語 の もの を持っ にせ よ ，聖

職者が 自国語の もの を持 つ に せ よ一が 所持 されぬ よ う，厳重 に監督せ ねばな らな い」 と求め ら
　 　 　 　   　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　．　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　  

れて い る 。 こ の 「神学的書物」 とい うの は聖書 の翻訳を含めて指す言葉で あろ うと見 られ るが ，

い ずれ に して も教会側が聖書の 翻訳や所持に きわ め て 神経質 に な っ て い た こ とは明 らか で あ る 。

　教会 は聖書が もた らしかねない危険 に つ い て ，ある程度察知 して い た 。 教 皇たちの 書簡 に見

られ る よ う に 。 そ して そ の 危険性が現実の もの とな っ た時，すな わち ワ ル ド派の運動 の 中に具

体化 して きた時，教会 は聖書 の所有 を禁止す るとい う強硬手段 に 出る 。 こ う した手段 を取 らざ

るを えな か っ た とい う教会側の 対応 それ 自体が ，中世の 教会に と っ て 聖 書が どれ ほ ど
“

危険
”

な書物で あ っ たか を ，よ く示 して い る と言わね ばな らない 。 聖書 こ そ異端を生み 出す可能性の

ある 恐 る べ き書で ある と ，教会側 は ワ ル ド派 とい う実例を通 して は じめ て 十分に 知 る こ とが で

きた。そ して あわて て 元凶 た る 自国語聖書を抹殺 しよ う と した の で あ る。教会側の こ の よ うな

聖書対策 は ，自国語聖 書を持ち ，読み ，実践 しよ うとす るく聖書主義〉 こ そ ，ワ ル ド派を して

“
異 端

”
t［，ら しめ た大 きな要因で あ っ た こ とをよ く物語 っ て い るよ うに思 わ れ る 。

V 　 お　わ 　 り　 に

　本稿で は主 と して 3 つ の 事実 を見て きた 。 まず第
一

に ，ワ ル ド派が最 初か ら自国語 の 聖書を

持 ち ，熱 心 に読 み ，それ に単純 に従 お う と した とい うこ と 。 第 二 に ，と こ ろが聖書 は西欧中世

に お い て は ，さまざ まな意味で 教会側 に と っ て 好 ま し くな い書物で あ っ た と い う こ と。 そ して

第三 に ，教皇た ちも聖書 の 持 つ 危険性 に っ い て はあ る程度認識 して お り，そ して 現実 に ワ ル ド

派が聖書 を拠 り所 と して 教会 に対抗す るよ うに な る と ，教会側 は聖書所有禁止 令を 出 して 聖書

の 影響を 食い 止め よ うと した と い う こ と 。

　 さ て ，そ こ で こ れ らの 事実を重 ね合わせ て み る と，ワ ル ド派 の 出現 に 関 して
一

っ の 道す じが

浮か び上 が っ て くる 。 すなわち ワ ル ド派
“

異 端
”

の 誕生 に は ，む ろん教会側 の 対策の 不手ぎわ

と い っ た よ うな外的要因 もあ っ たで あ ろ うが ，しか し彼 らが最初か ら自国語聖書を所有 し熱心

に 読 み，これ に従 お うと した と い うい わば 内的要因 も，決 して 無 視で きな い ので は な い か と い

う こ とで あ る 。 教会側が ワ ル ド派を異端 に追 い 込ん だとい うの は一
つ の 側面で はあろ うが ，そ

れが 唯
一

の ，な い しは決定的な要因で あ っ た と言うよ り，む しろ
“
聖書

”
こ そ最も基本的な要

因の 一
つ で あ っ た と言 える の で はなかろ うか 。

　キ リ ス ト教は聖 書を経典とす るも の で あ るが ，西 欧中世 の キ リス ト教社会 は聖書 とは そ ぐわ

な い要素 を持 っ て お り，そ の 意味で 皮肉に も聖書は
“
危険

”
な書で あ っ た。そ の 危険な書 に最

初か らこ だわ り，あ くまで 聖書 の 言葉 に 固執 しよ うと した ワ ル ド派は ，も と もと中世キ リス ト
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　ロ　　　　　　　の

教社会 の 枠 には お さま りきれ な い と い う面が あ っ た の で は な い か 。 教会が ワ ル ド派を異端 に し
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　の　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　
た とい う側 面が ある と同時に ，そ の 徹底 した聖 書主義の ゆえ に ワ ル ド派 は 自 ら異端 とな っ た と
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い う側面 もあ る の で は な い か 。 教会が ワ ル ド派を遠 くに 追い や っ た と い う面が あ る と同時に ，

聖書を最高 の 権 威と す る こ と に よ っ て ワ ル ド派 自 らが ，教 会か ら遠 く離れる こ とに な る道を歩

み始め て い た と も言え る の で は な い か 。 前者を強調 する の 余 り後者を無視 した り軽視 した りす

る の は片手 落 ちと言わ ねば な らな い 。 外的要因 と内的要因 の 両方 を含め て こ そ ，ワ ル ド派の 正

しい理解 に 少 しで も近づ け る の で は なか ろうか 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

（1｝ ワ ル ド派が い わ ゆ る
‘‘
異 端

’
で あ っ た か ど うか そ れ 自体 に つ い て もさ ま ざ ま な 見方 が あ る （今 野國雄

　 r西欧中世 の 社会 と 教会』岩波書店 ，1973年 ，469− 475頁 ，同 r西洋 中世世 界 の 発展』岩 波書店 ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　．　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　サ　　　　　　リ　　　　　　　　　　　ロ
　 1979年 ，169 − 174頁等参 照 ）。 しか し ワ ル ド派 が 中世 ヨ ー

ロ
ッ

パ に お い て
“
異端

）1
と さ れ た こ と は まぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　の　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　コ　　　コ　　　■　　　　■　　　ロ　　　　
　れ もな い 事実であ り，本 稿 は こ の 西欧中世 に お け る ワ ル ド派 の 異端性を問 うもの で あ る 。

  　J，B ，　 RusselL　 ed ，　 Religio1ts　DiSsent　in　the　Middle　Ages ，1971，　 p41 ．

｛3） M ．Lambert ，　 Medieval 　Heresy ： Popular 　Movements 　from　Bogornil　to　Hus ，1976．　 p．67．

｛4｝ T ．Manteuffel は異端の 出現
一
般 に つ い て 次 の よ うに 評す る が ，こ れ は社会的枠組 の 中で φ外的要

　 因を重視す る近年 の 異端研究の 傾 向を よ く示 して い る ： 「《異端の 誕生》とい うより，《異端 の 形成》

　 とい う表現 の ほ う が よ り適切 で あ ろ う。な ぜ な ら異端 は 生 まれ て くるの で は なく，つ ま り ，少 な く と も

　本質的に 異端的 な教義を常 に 作り出すとい う もの で な く，む しろ外的状況 に よ っ て で き上 が る，あ る い

　 は 形 造 られ る もの だか ら で あ る 」。 （Jaeques　 I．e　 Goff，　 ed ，　 Heresies　 et　 societes 　 dans　 I ’

　 Europe 　prg　indttstri2’lle　lle　18e　 siecle3 ，1968，p．100．

C5） G ．Leff，　 HereSPt　 in　 the　Later　Middle　 Ages ： Ilhe　 Rel α tion　 o ］f　Hetero（ioxy　 to　 DiSsent，

　 c
，
IZ50−c．1450，1967，2：449．

  　J．B
．
Russell ，op ．　 cit．　p ．41．

〔7） 拙稿 「ワ ル ド 派の 起源 に つ い て 」『史学雑誌』 78編 10号 （1969年 ）31 −45頁 ， 参照 。

  　こ れ に 関す る最近 の 研究 と して ，神崎忠昭 「あ る異端者 の 回心
一

ヴ ァ ル デ ス の 位 置づ けの 試 み 」r史

　学亅 56巻 1号 19− 54頁 （1986年）が あ る 。史料 を 丹念 に た ど りつ つ ，新しい 宗教生活を求 め るい わ ば一

　 つ の 時代精神 の 反映として ワル ド
ー

の 回心を捉えて い る 。

  　（hronicon 　univers α leαnonymt 　Laudunensis，　ed ．　G ，Waitz ，　in　Monument α Glermaniα e　his−

　toric
’
a ．　 Scriptores，　 XXVI ，447 （quoted 　 in　 W ．L．Wakefield　 and 　 A

，
P ．Evans ，　 eds ，Heresies

　 of 　the　High 　 Middle　 Ages ：Selected　Sources，1969，　 p ．201．以 下 WEH と略記）。

  　 S躍ρ ゐα 漉 de　 Borbone 　 trα ct α ttts　 de　 diversiS　 materiiS 　 pr α edic α bilis　 IV．　 vii ．342，　 in

　Albert　Lecoy 　de　la　Marche ，ed ，　 Anecdotes　historiques，あge几 des　 et ｛蔓po ‘08 ω es 　 tirees　du

　 「ecueil 　inedit　d ’ liltienne　de　Bourbon ，　 dominic α in　 du　X 皿 e
　siecle ，

　 pp ．290〜292 （VVEH ，　 p ．

　209 ）．

Qll　lbid．， （WEH ，
　pp ．209〜210）．

働 　　（hronicon 　universale 　αnon ツmi 　Laudunensis ，　 in　 MGH ．　Scriptores，　XXVI ， 449

　 （WEH ，　 p，203）．

｛IM　加 nugis 　curialium 　I，xxxi （WEH ，　p ．203）

Uの　Stephα ni 　de　Borbone ．　IV．vii ．342 （WEH ，　p．210）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
／

Us　Hergsie　 et 　Soc観 画 p．99参照 。ま た W ．L ．Wakefield も言 う，ワ ル ドーが 「あ くま で 宣 教 に こ

　だ わ っ て ，と うと う教皇 と大司教に よ る禁止 を 無視して しま うま で は ，ワ ル ドーは あ らゆ る点 で ア ッ シ

　ジの フ ラ ン シ ス の 先駆者に見え る 。 〔教会の 〕権威に 喜ん で 従うか ど うか が ，両者の 根本的 な 違 い だ っ

　た 」 と （WEH ，　 p．200）。確 か に使 徒 的
“
清貧

”
や

“
説教

”
と い う点 で 両者 は 共 通 して い るが

，
しか し

　教会 を唯
一

の 権威 と見 な すか ，そ れとも聖書を唯
一

の 権威 と見 な すかとい う点 で は，基 本的 に 異な っ て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ロ
　い る 。 単 な る不服従と い うよ り，そ の 不服従 の 理 由が 重要 で あ る 。 す な わち，教会 に 代え て 聖書を究極
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　 の 権威 と 見 な した か ら，つ まり教会 に 代わる聖書と い う別 の 拠 り所を見出しえ た か ら，教皇 や大司教 の

　 命令 を も無視す る よ うに な っ て い っ た と考 え る べ きで あ ろ う 。

｛1励　Ch，　 Thouzellier，（lathα rism 　et　 ValdeiSm　en 　L αnguedoc 〜i　lα　fin　du　Xlle　et　au 　d6but　du

　 Xtlle　 siecle ： Potitique　pontificale −　Controverses，1966 ．　 PP ．27 −361WEH ，　PP ．204〜208参照 ・

am　 Mansi ，＆hcrorum 　concitiorum 　nova 　et α mptissima 　collectio ，XXII，477．H ．デ ン ツ イ ン ガ
ー
編 ，

　 A ．シ ェ
ー

ン メ ッ ッ ァ
ー

増補改訂 r改訂版 ，
力 ト リ ッ ク 教会 文書資料集』　（A ．ジ ン マ

ー
マ ン 監 修 ，

　 浜　寛五郎訳）エ ン デ ル レ 書店 ，昭和 57年 ，より引用。同書 172頁。

a8｝　Thouzellier，　 op ．eit．　PP．50〜51．　WEH ，PP．210〜211．

qg 」Bernardi　 abbatis 　F （）ntts 　callid ，　 ordinis 　pr α emonstratens 　is，　 Adversus　 Waldens 　ium 　 sec ‘α m

　 liber，　 in　Migne ，　 Patrotogia　lσ tinα CCIV ．793−95，795二840 （冊既 pp ，212−213）．

2  　前掲拙稿 の 38頁以下 を 参照 。

  　Migne ，　PL 　214，cc ．695−9 （デ ン ツ ィ ン ガ ー
編 『カ ト リ ッ ク 教 会文書資料集 亅 174頁 よ り引用）。

働 　Migne ，　 PL 　214 ，　 c．793 （M ．Deanesly ，Thla　 Lolt α rd 　 Bible α nd 　 Orher　 Medievat 　 Bibtic α t

　 Versions， 1920，　 pp．32＿33）o

  　Deanesly ，　 op ．　 ciin ，p ．33 ．

  　 Alani　 de　Insulis　 De 　fide　 cαtholicα contra 　 hαereticos 　 sui 　 temporis 　 ll　’，　i，　 in　 Migne ，

　 PL ，CCX ，377−380 （WEH ，　pp217 −218）．

  　G ．Gonnet ，　Enchiridion 　Fontium 　Vatdensium ，　pp ．103−119 （queted 　in　Russell，　op ．eit．　p．53．）

  　 Bernard 　 Gui，　 Manuel 　 de　 V 　inquisiteur（ed ，＆．trans ，　G ．Mollat ，1964）， 1 ： 39 ，41 ，61 ．

  　Magn α Bibliotheca　 Vα θrμm 　 pαtrum ，　 X 皿 ．299 ，300 （qnoted 　 in　Deanesly．　 op ．　cit．　p．62）．

  　 G ．Gonnet ，
“Waldensia ”

，Revue 　 d
’
HiStoire　 et 　 de　 Phitosophe　 Religieuses　 33 （1953），

　 P．209参照 。

嚠 E．Comba ，　 History （ゾ the 　 iValdenses （ゾ ltaly，from　 Their　 Oh’igin　to　 the 　 Refoirnation

　 （trans ．T ．E．Comba ，1889），p．261．

  　Deanesly ，　 op ．　cit，P．2．

（31）　 H ．Grundmann ，　 Ketzergeshichte　 des　 Mittetα lters．　1）ie　 Kirche　 in　 1｝｝rer 　Geschichte ：

　 Ein　Handbueh
，
1963

，p．30 （今野國雄訳 『中世 異 端史』創文社 ， 昭和 49年 ，
56頁 よ り引用 ）。

翩 　Thouzellier，　 op ．　cit ．，P，54．

倒 　E ．S ．　Davison ，　 Foretanners　 of 　Saint　 FrαnciS ，　 and 　 other 　 Studies，ed ．G ．R ．B．　 Richards，

　 1928，pp ．260−261，な ど 。

働　堀米庸三 r正 統と異端』中央公論社，昭和39年 ，157−160頁参照。

  　 E．Troeltsch ，　 The　 S｛）ci α l　 Te α ching （ゾ the　 Ch 厂istiα n 　 Crvurches（trans ．0．Wyon ，1960）

　 1 ：338 よ り Q

  　Lambert ，op ．cit ，．P．68参照 。

  　　WEI …1，　P．218 ．

鬮　Mansi ，
　 thcrorum α）ncitiorum 　 nov α cottectio ，22，990A （『力 ト リ ッ ク教会 文書資料集』 188〜

　 189頁 よ り引用 ）。

（3窃　Gui ，1 ；49．

  　　Ibid．，　1　；63．

〔4D　Marc 　Bloch，　 Lα soc 諭 6 声bd αZe （1939−40）．邦訳 ，新村猛他 訳 『封建社会 』 2 ，み すず書房，

　1977年 ，66〜67頁 よ り引用。

幽 　Walter　Map ，1％ zaugis （WEEI，　p ．204）傍 点は筆者。なお Lambert ，p．69参照 。

  　　WEU ，　p ．349．

｛44　 Gui ，1 ：47．

〔45｝　 Ibid．，　1　： 59，61．

88

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

“

異端
”

の 誕生 19

  　Ibid．，1 ．： 45，55，等参照 。

｛4Z　 ワ ル ド派の 初 期 の 教理 に 関 し て は ，　 H ．C．Vedder ，
“
Origin　 and 　 Early　 Teachings　 of 　 the

　 Waldenses ，　 According 　to　 Roman 　 Catho 正ic　 Writers 　 of 　 theThirteenth 　 Century
，

“
Americ α n

　 Journal　of 　Theologン 4 （1900）の pp ，481〜486に よ く整理 して 紹介 されて い る 。

〔4鋤　
’
WEH ，　p．347 ．

（49　W ，Preger ，　ed ．Beitrdge　2ur 　Gesehichte　der　 Waldesier 　 im　Mittelα lter，　 in　 Abhandlungen

　 der　hiStorischenα α88 θ der 妨 唾 ぎ‘‘ch 　 bの ・eriSchen 　Ah αdemie 　 der　 Wissenschaften』 ．CI，

　 X 皿，Bd、1 〔1875〕（quoted 　 in　Vedder ，　oρ．　cit．，p．482）．

5m　Gui，1 ：47 ．63．

ts1）　 WEH ，　P ．349．　　　　　
．

瓰．Gui，1 ： 47，49．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
齟

  　　WEHipp ．347＿348．

  9　fbi（1．，P．348 ．

鬪　Gui ，1 ：43．

駒　 W ．Preger，ed ．，Der　 Tractαt　 des　 thvid 　von 　 Augsburg 　 il　ber　 die　 Watdesier，
　in　 Abh αndl −

　 ungen 　der　hiStoriSchen　 Ctasse　 der　Ktiniglich　bayeriSchen　 AKademie 　 der　 Wissenschaften ，

　 皿
’
，CI．XIV ．Bd ．2 〔1878〕，（Vedder ，op ．cit ．p．483）．

伍の　Gui ，
1 ：55．

伍匐　 WEEI，　P．349 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

伍窃　乃 ‘（ま，pp．348−349 ．

  　　fOid．，P ，349．

｛60　Vedder ，op ．cit，　p．486．

  　lbid．，p483 ．

  　Gui ，1 ：41，47

制　こ れ らに つ い て は ，樺 山紘一“
西欧キ リス ト教と異端

”
（会田雄次 ・中村賢二 郎編 r異端運動の 研究』

　京都大学 人 文科学 研 究所，昭和49年 ）16
，
24−25頁 ， 今野 國 雄 r西 欧中世 の 社会 と 教会』 480−486 頁 ，

　 Arno 　Borst ，　 Me 　Katharer （1953）邦訳 ，藤代幸
一

訳 r中世 の 異端 力 タ リ派』新泉 社 ，1975年 ，

　116〜121頁 ，グル ン トマ ン 『中世 異端史 』 62〜73頁等参照 。

  　Deanesly ，op 、　ciC ．，p．372．

  　77ie　 Correspondence 〔ガ Pbpe 　 Gregorン V 亘 ： ＆ ilec ‘ed 　Le ‘‘ers 　 From 翫e　 RegiStrurn，

　trans ．　 E．　Emerton ，　Rbcords 　of 　Civilization，　 XIV （1932），　 p ．148．

  　Deanesly，　 op ．　cit ，，p．372．

  　　G ．Tellenbach，　σnureh，　 Stα te α nd 　（洗 r 謝 ‘α π 　Soeiety　at 　 the　ti，me 　（’f　 the　Investi−

　ture　Contest，　 trans ．R ．F ．Bennett （1948）p．1．cf ．pl162．

翻　Mig 皿 e，PL ，　CCXIV ，696 （rカ ト リ ッ ク教会文書資料集j　l75頁 よ り引用）。

  　Mansi ，23，197 Φ eanesly ，op ．　cit ．，pp ．36−37）．

  　Deanesly
，
op ．　cit ．p．61．

  　E．Martene ＆ A ，Durand ，
　 Veterum ＆ riptorum 　et　Monumentorum

．
αmplissim α coltectio ，

　 vol ．7 ，123は
“ 1233”年 とす る が ，　 Mansi 　23 ，329は

【’1234”年 とす る。　 H ．C ．Lea も （Henry 　 Charles

　Lea，A 　 History 〔’f　the　 InquiSition　 qf　the　 Middle　 Ages 〔1888〕　1 ： 323，324），　 Vedder も

　 （op ．　cit．　p，477），
“1234”年をと っ て い る 。

  　Vet．　Mon ，vol ．7 ，123 （Deanesly ，　op ．　cit．p．48）．

個 　Mansi ，23 ，724 （Deanesly ，o ρ．eit ．p．38）．

  　 Deanesly，OP ．　cit．　P．38．

89

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

HokurikuUniversity

20 N  k  R･k

 (Nlil) J4scigVildielie*paAndrews  Univ., School of  Graduate  Studies}Cts tr6Master
Project  : 

"What

 M9de  the Waldenses  a  
`Heresy'

 in the  Middle  Ages" (1977) eCfto'(L}6.

caeffvaasmpLoowantlcliveAA'ti:6di'(fth6.  tsts [vivF-]  FI77,vF-]  r!77)vi-J"-J<1

 rtr7,Lt7"ViVx], FVJtrFzaj r7,v }S-ik] [ff7,tz tS-ik] [I77,trjL"xta1 l, X.itmab]Cl])X3e
zarbith6hS, l[nt-(SCi [7,vFTJ  FV,vFM]  eLk.  XEeopwt-hiftka6Ll6-(Efo6.

                                   Summary

 I Introduction

      Recently emphasis  has been given to the view  that the rise  of  the Waldensian

  heresy  was  due primarily to external  factors : that is, the strong  attitude, the hard

  policy, of  the Church drove them  into a  heresy. In a  sense  this is true, but not  entirely

  so.  Besides the external  circumstances,  there  probably existed  an  intrinsic cause.  It

  was  the fact that from the first they held the Bible in their own  language. This paper

  attempts  to show  that the 
"biblicism"

 of  the Waldenses was  one  of  the most  fundamen-

  tal factors that Ied them  into the way  of  a  
"heresy".

II The  Early Waldenses and  the Bible

      The  Walelenses, from  their origin,  were  a  people of  the Bible. Documents  by

  contemporary  Catholic writers  indicate that, from the very  outset,  they  possessed the

  Bible in the vernacular,  read  it, and  tried to obey  it completely.  TheY  preached

  according  to the precepts  of  the Bible, and  their messages  were  based on  it. 
'Their

  meetings  were  opportunities  to teach it. They  considered  the Bible the ultimate

  authority  of  belief, and  the Bible was,  in a  real  sense,  their standard  of  faith and

  practlce.

ilI The  Danger  of  the Bible in the High Middle Ages

      The  Bible has been the standard  of  christian  belief and  practice through all ages.

  During  the Middle Ages,  however,  the Bible was  considered  a  dangerous bo6k by the

  Church. The  threat that the Bible presented to the Medieval Church were  as  follows :

    1. It might  cause  lay preaching.

    2. It might  cause  criticism  of  the Church.

    3. It could  be used  as  a  test of  the teachings of  the Church.

     For  these reasons,  at  least, the Bible was  a  
"dangerous"

 book to the Medieval

  Church. Therefore it is significant  that the Waldenses adhered  to this 
"dangerous"

  book  from  the beginning, and  thus it can  be said  that it was  rather  natural  that they

  became  a  
"heresy"

 in the Middle Ages.

IV The  Attitude of  the Church toward  the Bible

     The  Medieval Church had been aware  of  the danger of  the Bible. Papal warnings

  against  Bible reading  by the Iaity are  the proof of  this. When  this possible danger

  becarne an  actual  one,  that is, when  this danger was  fully embodied  by the Waldenses,
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 the Church took  strong  measures  in order  to remove  this danger : Official Prohibition

 Against Holding the Bible. This reaction  itself reveals  how  dangerous  the  Bible was  
'

  for the Medieval Church.

V  Conclusion

     As  a  result  of  studying  the historical facts about  the Waldenses, three facts are

 clear  : first, they possessed, read,  and  tried to obey  the Bible from the very  beginning

  ; second,  the Bible was  a  dangerous book for the Medieval Church ; third, popes  had

  cautioned  against  Bible reading  by  laymen,  and  the Church,  after  the rise  of  the

 Waldenses, took  decisive measures,  that is, official  prohibition against  holding the

  Bible.

     From  these three facts, it can  be concluded  that Bible reading  was  one  of  the most

  fundamental causes  that brought about  the Waldensian 
"heresy".

 If this fqctor is

 neglected,  the whole  Waldensian movement  would  not  be explained  fully. Bible

 reading  was  one  of  the most  fundamental factors that made  the Waldenses a 
"heresy"

 in the Middle Ages.
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