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皿　Sabbath の歴 史 的展 開

A．初代教会時代
　 　 　 　 　 　 　 　 疋

　  使徒時代

　聖書 （旧約 ・新約）に述べ られて い るSabbathは
， 第 7 日，すな わ ち，今普通 に言 う土曜月

で あ る 。 こ れ は，ヘ ブ ラ イ語の安息 日 （シ ャ バ ト， n拶 ）
’

に 由来 する 語が ，今 も各 国語 の

“

土曜 日
”

とな っ て い る こ とか らも明 らか で ある （σdβIPα τ ov ，　 s5bado ，　 saba 七〇，　 sobota
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

等 々 ）
見）

。

　と こ ろが，現在，，実際に世界中 の キ リス ト教徒た ちが仕事をや め て 教会に 行 く日 は ，一般 に

日曜日で ある 。 聖書の Sabbath （土曜安息 日）が
，

い っ ，なぜ ，ど の よ うに して 日曜日に変わ っ

た の で あろ うか 。

　新約聖書 に そ の い きさ っ が述 べ られて い る で あろ うと当然考え る の だが プ 実 はひ と こ と も触

れ て は い な い の で あ る 。 Sabbathが土曜 日か ら 日曜日 に 変更 され た，と い っ た よ うな こ と は，

聖 書に は
一

切記 されて い な い 。

　さまざ ま に解釈 で きる の が 聖書 の難 しさ で も面 白さで もあるが ，

・Sabbath の こ と に 関 して は ，

Sabbath の誤 っ た理解の 仕方や守 り方に っ
1
い て 注意 して い る らしい個所 （コ ロ サ イ 2 ： 16な ど）

はある の だが，Sabbathが廃止 された とか 日曜 日 に 変更に な っ た とか は
， 何

一う 述 べ られ て い ・

な い
。

−i一戒の
一

っ で あ り，ユ ダ ヤ教 の中心的な柱と も見な され たSabbathの規定 が，廃棄 ・変

更 され るよ うな こ とが あれば，た い へ ん な出来事で あるか ら，新約聖書 に詳細 に説明 さ れ て い

る はずな の に ， そ うした こ とは全 く触れ られて い な い の で あ る 。

　一
方，日曜 日はど うな の か 。 日曜 B を特別な 日とす ると い うよ うな こ とが ，新約聖 書 に書 い

て ある の か 。 こ れ に は実は ，二 っ の 見方があ る 。

一
切書い て な い とす る見方と，す で に 新約聖

書 に ，日曜 日が特別な 日で あると定め られて い る とす る見方 と。正反対の 見方がなぜ生 じ る の

か。 結局は聖書の 解釈か ら くるわ けである。

　聖書の どん な箇所の解釈が 問題 とな る の か 。 最 も頻繁に 引用され る三 っ の 聖句を取 り上げて ，

双方の 見方を紹介 して み よ う
2 ）

。

　a ．コ リ ン ト第一 ・ 16 ；
・1，2：「聖徒た ちへ の献金 に っ い て は ，

……一
週 の 初め の 日 ご と に ，

あな た が た は そ れぞ れ ，い く らで も収入に 応 じ て 手 も と に た くわ えて お き……」。

　「一 週 の 初め の 日ご とに 」 とある の は，日曜日がすで に聖 日とさ れて い た こ とを示唆す る も

の で あ る，と見 る 立場が
一

方 に あ り，他方で は，こ こ は教会に集 ま る こ とな ど何 も言 っ
・て は い

な V ，，週の 初め ごと に ，そ れぞれ ， 収入に 応じて ，手 もと に た くわえ て お くよ うに と，つ ま り，

定期的に ， 個人的に，収入に応 じて手元に取 り分け て お くよ うにと ， 計画的な 献金 の 仕方 に つ

い て実際的な助言を与え て い る に すぎな い ，と解す る立場 もある
3）

。

b．使徒行伝20 ： 7 』 12，「週の 初め の 日 に
，

わ た し た ちが パ ン を さ くため に 集 ま っ た 時，パ

ウ ロ は翌 日出発す る こ とに して い た の で ，しきりに人 々 と語 り合い ，夜中 まで 語 りつ づ けた」

216

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

Sabbath一 そ の 思想 ・歴史 ・意義　（2＞ 3

（7 節）。

　こ れ こ そ ，日曜日が聖 日とされ集会が持たれ て い た こ とを示す最初の 明白な証拠 ， とす る注

解者は枚挙に い とまが な い ％ 「週 の 初 め の 日」 は日曜 日で はな い か，「パ ン をさ くため に集ま っ

た」 と は
，
聖餐式を行 うた め に集 ま っ た

，
っ ま り教会で の礼拝を指し て い る で は な い か ，と い

うの で ある 。

　他方で は次の よ うに反問 され る 。 こ れ は明 らか に夜の集会だ が，土曜の 夜だ っ た の か 日曜 の

夜だ っ た め か ，それ さえ明確 で はな い で 縁 ない か 。「パ ン をさ く」 とは，本来，食事を始め る と

い う＝
一一・
般的な意味を 持 っ て い る。

こ の 場面は聖餐式とい うよ り，パ ウ 1コ を送るた め の 送別会 を

兼ね た会食 とみ る ほ うが適当で は な い か 。 の ち に，ロ ーマ で ，主だ っ た ユ ダヤ人た ち に対 して ，

「兄弟 た ち よ
， わた しは ， わが国民 に対 して も， ある い は先祖伝来 の 慣例 に対 して も ， 何一

つ そ

む く行為が な か っ た の に …」（行伝28 ： 17）と断言 し
1
て い るパ ウ ロ が ，土曜 日 に 代 え て 日曜 日

を聖 日 と して い た と は到底考え られな い ，と見 る の で あ る 。 　 　　 　　 　 　
ヒ

　c． ヨ ハ ネ の黙示録 1 ： 10．「わ た しは，主 の 日に 御霊 に感 じた q そ して ，わ た
』
しの うしろ の

方で ，ラ ッ
パ の よ うな大 きな声がす る の を聞 い た」。

　こ の 「主 の 日」 （網 ρしα κカカμとρα 〉とい う言 い方 こ そ ， 日曜 日を指す新 しい 呼称 の
， そ の

最初 の 例に ほ か な らな い
，

こ れ は
， 黙示録が書かれ た 1 世紀末に は

， すで に 日曜日が礼拝 の 日

と して 知 られ て い た こ とを示 して い る，と結論づ け る論者が多い
。

　 しか し他方，こ の 「主 の 日」 と い うギ リシ ア語 は，聖書の 中で こ こ に しか 出て こ な い 語 で あ

り、主要な解釈と して も、   終末的な主の H ，  土曜安息日 ，   復活祭、  日egH，
とい う 4 っ

もめ見方が挙げ られ て きた 。 そ して ，確か に 2世紀も終わ りに 近 くな ると ，「主 の 日」 は 日曜

日を指す呼び名 と して は っ き り登場 して くるよ うに な る の だ が
5）

， しか し黙示録が 書か れた 1

世紀末に すで に 日曜 日を
“

主の 日
”

と呼ぶ こ とが始ま っ て い た の か ξうか ， 黙示録 の 記者 ヨ ・
丶

ネ は
， 1の言い方で もっ て 日曜日を指 し た の か ど うか ，こ れ だ けで は決定 しえ な い

。 同時代 の

他 の 用例が見 あた らず ， 加 え て
， 黙示録よ りあ とに 書かれ た と見 られ て い る 「ヨ ハ ネ に よ る福

音書」に も，
そ うした言い 方 は全然出て こ な い 。 従 っ て ，後代 の 表現 を 100年近 くもさか の ぼ

らせ て ，こ の 「主の 日」 は 日曜日だ と断定す る こ とは無理 な の で はな い か，とする見方 もあ る

の で あ る 。

　以上見 て きた よ うに ，新約聖書に は，鉱 bbathが第七日 （土 曜日） か ら第
一

巳 （日曜 日） に

変わ っ た と い う明白な記述は J
一
翅な い とい う の が正 確な と こ ろ で あ る 。 そ れ で は

， 変化 は
，

い つ ごろ ，なぜ起 きた の か 。 そ れを次に た ど っ て み た い 。

丶

　  2 − 5世紀 ¢

　a．安息 日か ら日曜 日ヘ ー Bacchiocchiの 見解

　Sabba七hとSundayと い う問題に関 して は，今の ど こ ろ ，　S．．Bacchiocchiの 『安息 日か ら日曜日

へ 一 初期 キ リス ト教 にお け る ，

・
日曜 日遵守の 起源の歴史的研究』（1977）

T）が ， 最 も新 しく，か

っ 最 も包括的 と され る 。

　Bacchiocchiの論 旨は こ うで あ る一 　
一
般に 日曜 日 はす で に キ リス トの 時代に

， もし くは使
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徒た ち の 時代に始ま っ た と考え られ て い る よ うだが
， 聖書 には そ う し た記事 は見 い だ せ な い 。

それ ど こ ろか，エ ル サ レ ム の 教会に は 「律法に熱心な」 ユ ダヤ人改宗者 （行伝21 ： 20）が 多数

存在 し，「祭司だち も多数」 （同 6 ： 7）加わ っ て い た の だか ら
，

そ の エ ル サ レ、ム の 教会で 安息

日を変更する とい う大変革が行われたとは到底考え られない 。 それ はむ しろ ， 大部分異邦人 キ

リス ト者か ら成 る ロ ーマ の 教会で 起きた の で は な い か 。
ロ ーマ は，ユ ダ ヤ人 に対する反感 ・警

戒心が強 く，
卩
一

マ の キ リス ド教徒 は ユ ダ ヤ人と の分離を明確 にす る必要に 迫 られ て い た 。 こ

の 根強 い 反 ユ ダヤ 主義を底流 と して ，い ちば ん 目立 っ し る しで ある土曜安息 日を変更す る こ と

を意図するよ うにな る。 そ して，ロ
ー

マ で も盛ん だ っ た太陽礼拝の祭 日であ る日曜日を，土曜

日に代わ る安息 日と して採用 した の で はな い か 。 そ して ，ロ ーマ 教会 の持っ 優位性 ・影響力 に

よ っ て ，各地 の教会に 日曜 日を普及 させ て い っ た の で は な い か 一 こ うし て Bacchiocchiは
，
2

世紀 の ロ
ー

マ に お い て ，反ユ ダ ヤ主義と太陽礼拝 を背景 と して ，日曜 日．遵守が生 じ た とす る の

で ある。

　原史料を広範に渉猟 した精緻な論考で あるが，こ の 見解 に 対 し て も，種々 の 批判が あ る
8）

。

特 に ，た とえば，日曜 日がそ れ ほど太陽礼拝 の祭 日 と して
一般的で あ っ た と した ら

幽
， 逆に ，そ

う した異教の 習慣を ，2世紀ρキ リス ト教徒たち は，はた して何の抵抗 もな く受け入れ た で あ

ろ うか6 激 しい反発を引 き起 こ した と見るほ うが，む しろ 自然で は な い で あろ う
・か 。 ま た，2

世紀 にお い て は，ロ
ー

マ 教会の 優位性な ど確立 され て は お らず ，．十分な影響力を行使す る こ と ．
な ど で きな か っ た の で は な い か 。 さ らに，大事な こ と は，日曜 日は，土 曜 日に代わ る もの と し

て 作 られ た と い う よ り， 土曜安息 日と平行して ，もう
一つ別 の ，特別な 日 と して 生 まれ て きた

と見 る ほうが正 しい の で はな
』
い か 。 す な わち，日曜 日は

，
キ リ

・
ズ ト教徒の 安息 日 と い う よ り，

キ リス ト教徒の礼拝 日 と見 なされた の で はな い か 。 実際 日曜 日は最初 ， 礼拝の 日 で あ っ た 。

日曜日が休み の 日 と見な され た と い う 2世紀の 記録はない 9）
。
tt後 に触れ るが ，

コ ン ス タ ソ テ ィ

ヌ ス 帝 （4世紀）以降 に な っ て は じめ て ，休み の 日とな り， 安息 日的な色彩を帯びるようにな っ

て い く
10）

o

　 こ の よ うに ，Bacchi。cchi の 見解 は ，い くっ か の 点 で さ らに 検討を要す る と思われ る が ，．しか

し
， 日曜 日 の起源 は イ エ ス や使徒た ち に はな い と思わ れ る こ と

，
ユ ダヤ 教 ・異教 ・キ リス ．ト教

の 政治的社会的宗教的せ め ぎ合い の 中で，反 ユ ダヤ の意識とか らま りあい つ つ ，異邦人改宗者

の 多か っ た ロ ．一マ 教会で ， 日曜 日が特別な 日とされ て い っ た と見られ るζと，等を 明 らか に し

た点で
， 大 きな意義を持つ と言え よ う。

　 さ らに も う一っ
。

一般に言 われ て い るよ うな，キ リ ス トの 復活を記念 して 日曜 日 に 礼拝を持

っ よ うに な っ た と い う説明が正 しくな い こ とを
，
Baqchiocchiは 史料 に沿 っ て 明 らか に して い

る
11）
。最初期 の 史料 （ア レ クサ ン ド リア の バ ル ナ バ ，ロ

ー
マ の 殉教者 ユ ス テ ィ ノ ス ） は ，復活

を 日曜 日遵守の 第
一

の理由 とはせず，む しろ創造 の
“

第
一

日
”

，また
“

第八 日
”

と い う点に重

きを置 く。 光が創造された第
一

日 （日曜 日） は，第一の 創造の ，またキ リ貞トの復活 に よ る第

二 の 創造の記念 日で あり ， 第一の 創造の 完成を記念す る にす ぎな い 第七 日・（土曜 日）に ま さ っ

て い る 。 また，、創造週
’
の 7 日間は こ の 世界を象徴 し，次の 日すなわ ち第八 日 と言え る 日曜 日は ，

新 しい 永遠の 世界の 始 ま りを意味する と考 え る の で ある 。 日曜 日を
“
第八 日

”
とする こ の 象徴

的終末的な 意 味づ けは，
“
8
”

と い う数字に特別な意味合い を見 い だ そ う とす る解釈 （8 日 目

の 割礼 ，
ノ ア の洪水の 時 に救い に あずか っ た 8名，等々 ）と相ま っ て

， 広 く
1
用 い られた 。

・し・か
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・意 義　（2） 5

し，

’
時代を経る に っ れ て

“

復活
”

を 日曜日遵守の 第
一

の 理 由とする傾向が強 くな り ， ア ウ グ ス

テ ィ ヌ ス （354−430） はは っ きり， 「主 の 日は，ユ ダ ヤ人 に で はな く， 主 の 復活 の ゆえ に
，

キ リ ．

ス ト者に告 げられ て い る
。

そ し て こ の
」
〔復活 と い う〕出来事 に ，そ の祝 い の起源を持 っ の で あ

る」
12）
，「主 の 日 は ，復活信仰 の ゆ え に ，安息 日 に優先す る もの とな っ た」

13）
，と述 べ る に 至 る め

で あ る 。 こ の よ うに
，

まず日曜日が あ っ て そ れ をさまざま に理由づ け正当化する中で ，
“

復活
”

と い

う
’
こ とが主 な根拠 とされ る よ うにな っ て い く経緯を，Bacchiocchiは丹念 に 跡づ けて い る の で

ある 。

　b，安息 日 と臼曜 B の 並存

　さて
，
Bacchiocchiの 見解を参考 に しつ つ ，そ れ で は実際に どう考え た らよ い の で あ ろ うか 。

SabbathとSundayと い う問題 は，2世紀以降，具体的 に どの よ う な展開を た ど っ た と見る べ き

で あ ろ うか 。 現在 の 段階 で は
，
K ．A ．Strandの 見方

ld）
が ，最 も妥当で 納得の い くもの で ある よ う ．

に思 われる の で，主 として それに依拠・しっ づ，2 世紀か ら5世紀に至 る全体 的な流 れをた どっ

て み た い
。

　まずは っ きりして い る こ と は
，

キ リス ト教徒た ちが臼曜 日 ごと に礼拝 を持 っ て い る と い う最
．

も早 い 記 録 は，ア レ クサ ン
・
ド リア と v 一

マ に 見 い だ す こ と が で き る と い う．点で あ る
。

　130年頃，ア レ ク サ ン ド リ
「
ア の バ ル ナ バ は，きわ め て比喩的な論述 の 中で こ う述 べ る一 従来 ．

の 安息 日は も は や神に受 け入れ られ るも の で はな く，
・
神 は 「第八

’
日を姶ま り，すな わ ち新 しい

世界の 始ま りと さ れた 。 そ れゆえ に われ われは ，第八 日 〔日曜日〕を喜びを もっ て 守 る の で あ

る 。 こ の 日はまた J イ エ ス が死人の 中か らよ み が え られな日で もある」
15）

。

　さ らに 150年頃，ロ
ー

マ の 土 ス テ ィ ノ ス （い わ ゆ る殉教者ユ ス テ ィ ノ ス ） は ， 『第一
弁証論』

の 中で
， 日曜日 の 礼拝に っ い て 詳 しく述 べ て い る一 「太陽 の 日 と呼ば、れ る Eiに は ，町や 田舎

に住むす べ て の 入々 が 1ヵ 所に集ま り， 使徒た ちの 回顧録や 預言者た ち の書 き物が ，時間 の 許

す限 り朗読される 。 そ して
， 朗読者が や め る と司会者が 口頭 で 教え

，
こ れ ら の善 き こ と に な ら

うよ うに と勧め る 。 そ れか らわ れわ れは
一

斉に立ち上が っ て 祈りをささ げ，
……

祈 りが終わ る

とパ ン とブ ドウ酒 と水が持 っ て こ られ，司会者が 同 じよ うに力を込め て 祈 りと感謝を ささげる。

人々 は ア
ーメ ン と唱えて 同意 を表す 。

……
日曜 日はわれわれが皆 ，

一般の集会を持 つ 日で あ・
る

が，こ れ はそ の 日 が第
一

日で あ っ て ，神が こ の 日 に ，闇 と物質を変え て世界を 造 られ たか らで

あ る 。 またわれ らの救 い 主 イ エ ス
・キ リ ス トは，こ の 同 じ 日 に死人 の 中か らよ み が え られ たか

らで ある 。 土星 の 日 〔土曜 日〕の 前 H に
， 人々 はイ エ ス を十字架に っ けたが

， 土星 の 日 の翌 白，

日曜 日に，イ エ ス は使徒たち と弟子た ちに現れ た も うだ
・…・」

16）
。

　 ロ ーセと ア レ ク サ ン ド リア で は こ の よ うに，日曜 日を礼拝 の 日と して 守るよ うに な っ て い た

こ とが明白に うか がえ る。 そ して伺 時に，従来 の 安息、日を，ユ ダヤ人 の もの ど して排 除 して い

こ うとす る傾向 もうかがえ る の で あ．る IT）
。

　 と こ ろ で ，こ こ で 大切な こ とは，ロ
ー

マ と ア レ クサ ン ドリァ で は こ う．して土曜安息 日 の 影が

薄 くな つ て 日曜目 が前面 に 出て くる の に 対 し，キ リス ト教世界 の 他 の ほ とん どの 地域 で は，日

曜遵守 は土曜遵守 と並ん で
，

っ ま り二 っ が並存す る形 で 現れ て くる と い う こ と で あ る 。 5 世紀
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1」
の教会史家ふ た りの 証言を聞 こ う

一

　「世界中の ほ とん どすべ て の教会は， 聖な る秘儀 〔聖餐式〕 を毎週の 安息 日 〔土 曜 日〕 に執
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り行うが，しか しア レ クサ ン ドリア と ロ
ー

マ の キ リス ト教徒は，何か古い 伝承 の ゆ え に，こ れ

をや め て しまっ て い る」
va） （ソ

ー
ク ラ テ ー

ス
・

ス コ ラ ス テ ィ コ ス
。　C ．380− C ，450）q

　「コ ン ス タ ン テ ィ ノ
ー

プ ル の 人々 は ， そ して ほとん どどこ で も そ うな の で あ る が
， 週 の 第

一

日と同様，安息 日に も共 に集ま る 。 しか しこ の 習慣は
，

ロ ーマ やア レ クサ ン ド リア で は守 られ

て い な い 」
ig）

（ソ ーゾ メ ノ ス 。 450年頃没）。

　こ の よ うに ，
5世紀に至 1 て も，．ほ とん どすべ て の キ リス ト教世界 は土曜 日と 日曜 日 の 両方

を守 っ て い た と推測で きる の で 南る。つ ま り，日曜日は土 曜 日に と っ て 代わ る もの とはな りえ

て い な い
。

　 も う少 し見て み よ う。 4世紀後半に ジ おそ らくシ リァ あたりで ま とめ られ た と思 われ る 教会

法の集成 『使徒教憲』 は，日曜と土曜に関す る い くつ か の規定を記 して い る。 た とえ ば
一

　「安息 日を守 り，

』
主 の 日を祝 い な さ い

。 前者 は創造 の記念で あ り， 後者 は復活 の 記念 な の だ

か ら」
z°）

。　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　　　
．

　「奴隷た ちを して 5H の 問働か せ なさ い
。 しか し安息 日 と主 の 日 に は

， 彼 らが教会に 行 っ て

信心 の 教え を受 け る こ とが で き る よ う，休みを与え なさ い 。前 に言 っ た とお り，安息 日は創造

の ゆ え で あ り，主 の 日は復活の ゆえ で あ る」
21）

。 　　　　　　　　　　　 ・

　4世紀末 ，カ バ ドキ ァ の 三教父の ひ と り，ニ
ュ ッ サ の グ レ ごリオ ス 〔394年没〕は ， 安息 日と

日曜 日を
“

姉妹
”

と呼び，同 じ頃 ，
ア マ シ ア の ア ス テ リオ ス 〔4ユ0年頃没〕は ， 「安息 日 と主 の

日」 とい う 「こ れ ら二 っ の 日が組に な っ て 共にや っ て くる の は」，キ リス ト教徒 にと っ て すば

ら しい こ とで あ る と述 べ て い る
22）

。

　こ こ で 少 しまとめてみ る 。
ロ
ーマ や ア レ ク サ ン ド リア 以外の ，ほ とん どの キ リス ト教世界で

は ，
4 ，5世紀に至 るま で ，土曜安息 日 と日曜日とが，共に守られ て い た と見 られ る。

ロ
ー

マ や

ア レ クサ ン ドリア で はなぜ土曜 日が消え て い．
っ た の か 。 お そ らく，Bacchiocchiが 指摘 した よ

うな，7 般的な反 ユ ダヤ意識 ， また そ れゆえ 1どユ ダヤ人 と の 分離の 必要が ，
これ らの大 都市 に

は存在 した か らで あ ろ う。 しか し他の 地域で は ， 両方 の 日が守 られ ， ただ しそ れ が しだ い
．
に 日

曜 日 に
一
本化して い くよ う に な る 。

な ぜ か ？日曜 日が 安息 日 ど して の 性格を帯び る よ う に な っ

て い くか らで あ る 。 そ ζを次に見て み よ う 。

　c。 日曜 日の 安息 日化 へ

　Bacchiocchiが ロ ーマ にっ いて 解明した よ うな 日曜日遵守の 起源は，他の 地域 に はあて はま

らな い の で は な い か とStrand は見 る 。 何世紀に もわ だ っ て
， 両方の 日 は 並存 して お り， 何 よ り

も， 副雇日が ， 仕事をや め る安息日 と して で はな く， 礼拝の 日と して 生 まれて きた こ とは確か

だ と考零られるか らで あ る 。 そ して Strand自身は，日曜 日の 礼拝は復活節を祝 うこ とか ら始ま っ

た の で は な い か，と推測す る 。

一 キ リス トは死者た ち の復活 の 「初穂」 （コ リ ン ト第
＝ ・15 ：

20） と言われ て い る が ，旧約時代 に お い て初穂 に ささ げる の は 「安息 日 の
’
翌 日」 （レ ビ記 23 ；

11）で あ っ た 。 こ の 「安息 日」を，小 ア ジ ア の・信徒た ちは，過 越節すなわちニ サ
’
ン の 月の 14日

と と っ たが ，他 の ほ とん ど の 地方 の 信徒 は，文字通 りの 土曜安息 日と と り，そ   翌 日すな わ ち
，

ニ サ ン の 月の 14日以後の 日曜 日 に
，
主 の 復活を祝 うよ うに な っ た。

こ う して 毎年 ， 復活の 日曜

日を祝 うよ う に な り，
そ れが しだ い に週 ごと の 目曜日 に拡大されて い っ た の で は な い か6 だか
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らこ そ 日曜 日 に は，復活を祝 い 記念す ると い う色彩が濃厚だ っ た の で は な い か 。

− Strandは一

つ の仮説と して こ う した見方を提示す る
23）

。 さ
』
ら に J．van 　Goudoeverは，復活節か ら ペ ン テ コ

ス テ まで の 7週 間に わた っ て ，日曜 日は特別 な意 味を持ち
，
そ れが しだ い に 1年全体 に 拡大 さ

れた の か もしれな い と示唆 して い る
2
％

　い ずれ に せ よ 日曜 日は
， 礼拝の 日 と して 始ま り， 休み の 目 で ある安息 日と並存 して い た と見

られ る6 しか し，そ の 日曜日 が ，休み として の 性格を持 っ よ う に な っ て い く。そ の 突破口 とな っ

た の が，コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス大帝の 法令で ある。 迫害を終わ らせ キ リス ト教を公認 した コ ン ス

タ ン テ ィ ヌ ス は，キ リス ト教 に，ロ
ー

マ 帝国にお け る新 しい地位を与 えただ け で な く，日曜 日

に，市民の 休日と い う地位を与え た と言う こ とが で きる。

　321年 3月 7日の ，有名な 日曜休業令 は こ う告げる
一 「尊ぶ べ き太陽 の 日 に は，都市 に住む

行政官 と入民 は休む べ きで あ り ，、す べ て の 作業場は閉 じられ るべ きで あ る。 しか しな が ら，田 、

舎にお い て は ， 農業 に従事す る者 たちは 自由かっ 合法的 に
， 仕事を続けて よろ しい 。 なぜ な ら，

種ま きや ブ ド ウの 植え付け に最 も適 した 日が 日曜日 に あ た ると い う こ と が
，

しば し ば起 こ るか

らで あ り，そ う した仕事に ふ さわ しい 機会 をおろ そか に する こ と に よ っ て 天 の 恵み を失 っ て は

な らな い か らで あ る」
am

。

　 こ れ が，日曜 日遵守を規定する最初の布告 とな っ た 。 こ れが必ず しもキ リス ト教的方 向づ け

を持 っ もの で な い こ とは ， 「尊ぶ べ き太陽 の 日」 と い う言 い方か らも ， また ， 十戒で はすべ て の

わ ざを や め る よう告げ られ て い る （出 エ ジ プ ト記 20 ： 8　
− 11） に もか か わ らず ， 農業 に か か わ

る仕事を除外 して い る こ とか らも明 らか で あろ う。
コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス の 念頭 にあ っ た もの が ，

ユ ダヤ の安息 日で は な くて ，、ロ
ー

マ の異教の 祝祭 日で あ っ た こ とは間違い な い 。そ して ，彼が，

日曜日に は休む よ う命 じた の は，こ の 日 に礼拝を持 っ て い た キ リス ト教徒た ち の 便宜を図 る と

い う意味 もあ っ た で あろ うが
， 太陽礼拝 と い う点か らきて い る こ と も確 か で ある

za）
。 っ ま り ，

こ こ で確認 して おき た 1，Nこ とは，　Rordorfが指摘する とお り，「当初，国家に よ る 日曜立 法 は，

キ リス ト教的背景を第一とする もの で は なか っ た 。 そ れは む しろ ， 政治的社会的理 由に よ る も

の で あ っ た 」 と い う こ と で あ る
2D

。 異教徒 た ち は もち ろ ん の こ と
，

キ リス ト教徒 に と っ て も特

別 な 日とな っ て い た 日曜日を，国家的休日とする ととに よ っ て
， 帝国内の 時の サ イ ク ル ζ営み

を コ ン ト ロ
ー

ル しよ うと した とい うの が，正確な と こ ろ で は あ る ま い か
za）

。

　決定的な史料が な い 以上，コ ン ス ダ ン テ ィ ヌ ス．自身の 意図を明らか にす る こ とは で きない
。

しか し，彼の 動機が何で あれ，確実に言え る こ と は，こ の 321年 の法令が，
．
日曜白の歴史 に お い

て ま さ し く画期的な もの とな っ た とい うこ とで あるg ．夛な わ ち ，

』
こ の 法令は ， 日曜 を休み とす

る ζ と に関 して ，
こ れ以後続々 と出て くる ，公権力 に よ る 法律の 制定 と，教会会議 の 布告 と い

う，一連 の
，

二 重 の 動 き の ，そ の 原型 と な っ た の で あ っ た
29）。

　386年には，皇帝テ オ ドシ ウ ス
ー

世とウ ァ レ ン テ ィ
ー

ニ ア
ー

ヌ ス ニ 世が ，日曜日 の 制限規定

を拡大 して ，こ の 日 に は訴訟 をやめ る こ とを命 じ，また，公的で あろ う．と私的で あろ うと
， 負

債の 支払 い を禁止する
3°）

。

　425年，テ オ ドシ ウ ス ニ 世 は
， 日曜 日 に は劇場，サ

ー
カ ス等 の 娯楽を禁止 し，神礼拝 に専 念す

る よ う命 じ る
31）

Q
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　さ て，こ うした ，日曜 日 を休日 とす る立法措置 に対 して ，キ リス ト教会側 は ど う反応 した で

あ ろ うか 。 日曜日 の礼拝と い う点 で は， 確か に 日曜休学令 は歓迎 す べ き もの で あ っ た ろ うが
，

しか し不都合な面 もあ っ た 。 こ れま で は ， 礼拝 出庸を除 い て は，日曜日は仕事 の 日 で あ っ た か

らで ある。 そ れが休み・の 日とな る と，土曜 ・日曜と，続けて 2 日間仕事が で きな くな っ て しま

う こ と に な る 。 とすれ ば，む しろ 日曜 日 こ そ真 の安息 日とす るほ うが よ い の で はな い か ，と い

う傾向が出て くる 。 実際 4世紀後半 ，
シ リア の 聖書解釈学者 エ フ ラ エ ム 〔373年没〕 は，「す

べ て の 日の 長子 た る主 の 日」 こ そ あが め られ る べ きで ある
，

こ の 日 は 「安息 日か ら長子 の 権利

を取 り上 げ た」 の で あ る と説 く。 そ して J 日曜の休業 は奴隷た ちや動 物た ち に も適用 さ れ る，

と述 べ る の で あるが，こ こ に は明 らか に，十戒 の 安息 日を日曜 日 に あて は め よ

．
うとす る 意図が

見られ る
3
％

　 日曜 日を休み の 日 とする こ とに関
・して取り扱 っ た最初の教会会議 は ，364年頃の ラ オ デ キ ヤ

会議とされ て い る 。 そ こ で は，第 16条で 「土曜 日 に は，福音書や聖書の 他の箇所が 朗読 さ れ る

べ き で あ る。
……」 と して ，安息 日 に敬意を表 しっ つ も

， 第 29条で こ う明記する一 「キ リス ト

教徒 は，土 曜日 に は ユ ダヤ教式に 怠惰で あ っ て はな らず，働 くべ きで あ る 。 しか し主 の 日は ，

特 にあがめ る べ ．き で あ っ て ，キ リス ト教徒で ある以上 ， 可能な らば，働くべ 、き で な い Q も しユ

ダ ヤ 教的 に して い る な らば，キ iJ ス トか ら捨て られ るで あ ろ う」
33）

。
こ こ で 注 目す べ きは，本来

安息 の 日で あ っ た土曜 日 が 、逆に 仕事 日 とされて い る こ とで あ る 。 休み の 安息 日 （土曜 日）と
，

礼拝の 日曜日と い う，二 っ の 特別 な 日が あ っ たが，国家 と教会の 両方か ら日曜 日が 休 みの 日と

制定され て 安息 日 の よ うな正確を帯 び るよ うに な り，他方で は土曜 日が安息 日で な くな っ て い

く。 こ うした太ぎな流れをわれ われは っ か む こ とが で き るの で あ る 。

　 も う
一

っ 付 け加え てお かね ば な らな い こ と は，ロ
ー

マ の 教会が早 くか ら安息 日 を断食 の 日 と

し，それを他の 地域の 教会に も広め よ うと した と い う こ と で あ る
M ）

。 Bacchiocchiの 指摘す る と

お り，「安息 日 に は断食せ よ と い う命令 は，こ の 日 ｝こ は聖餐式を執 り行 っ て は な らず教 会 の集

会を聞 い て もな らな い と い う命令 と共に ，ロ
ー

マ の教会が と っ た断固た る手段を示 す もの で あ

る。
それは

一方で は，キ、リス ト教徒を安息 日を敬うことか ら引き離す ため で あ り，他方で は，

日曜礼拝の み を高め る ため で あ っ た」
35）

。

　ま と め て お こ う 。 2世紀か 6，　5世紀に 至 る時代，キ リス ト教世界全 体 と し て は ，休み の 安息

日と礼拝の 日曜 日 とが並存し，しか し徐々 に，日曜日が 礼拝 と同時に休み の 日 ともな っ て い く。

ロ
ー

マ （と ア レ ク サ ン ドリア）で は早 くか ら，土曜安息 日の 遵守をや め て 臼曜 日を キ リス ト教

徒の 安息 日 に しよ うとする動 きが 目立ち ，国家の 出す日曜休業令 と も相 ま っ て ，他 の 地域 に も

影響を及ぼ して い く。 これがこ の 時期 に おける SabbathとSundayの 状況で ある。

B， 中世
as）

　西欧中世にお け る安息 日 （土曜 日）
1
と主 の 日 （日曜 日） は，概略次 の よ うな展開をたどる一

初期 に は両者が 区別 され並立 して い た の が ， 時 と共 に 日曜日の 安息 日化が着実 に進ん で い く。

す なわ ち，日曜 日は十戒の 第四条に 則 っ て 遵守され る べ きキ リス ト教の 安 息 日 とな っ て い き，

12世紀頃に は
，

こ の 日曜 日 の安息 日化が一般的に定着 した よ うに見受 けられる 。 続い て 13世紀
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に は 1 そ の 神学的理 由づ けが なされ て い く。

一
こ れが大ざ っ ぱな流れ で ある 。

　a ．主の 日 （自曜 日）、の安息 日化の進行

　先 に も触れ たよ う に ，初代教会にお い て は，主 の 日 （日曜 日） は，労働を 休む 日 で はな か っ

た 。 ただ 日曜 日に は，主 の 復活を記念 し祝う礼拝を 持 っ た とい うだ けで ，それ も初め は早朝 に
，

そ して 4世紀頃に な っ て よ うや く，も っ と遅 い 時間に ， 午前中 に行われる よ うに な る 。 日曜 日

は
，

こ の 礼拝の あい だ だ け仕事が 中断 した と い う，
た だ そ れ だ け の こ と で ・あ っ た

3Q
。 ヒ エ ロ ニ

ム ス 〔347− 419〕 は，ベ ッ レ ヘ ム の 修道女た ちは教会か ら帰 っ て か らまた針仕事 に と りかか る
，

と伝え て い る
鋤

。 あ る い は 有名な 『・x
”

ネ デ ィ ク ト会則』 （540年 頃） も，
そ の 第48条 で

， 「日曜 日

に は ， 種々 の務め を割り当て られた者を除い て ，全員が読書に時を費やすべ きで あ る 。 しか．し

なが ら，だれ で も，余 り怠慢で あ っ

．た り，怠惰で あ っ た りする た め に ，読書を す る意志 ま た は

能力 に欠 けて い る よ うな兄弟があれば ， 彼に で きる範囲内の仕事を与え て
， 彼が むだ に 時間を，

過ごす こ と が な い よ うに せ よ」
39
と明記 して い る。

な お，言 うま で もな くジ 「読書」 は ひ ま っ ぶ

しで は な くして
， 手仕事に もま さ る積極的な活動で あ っ た 。 っ ま り1 こ うした規定か らも，

た

び重 なる 日曜休業令に もかかわ らず，日曜 日は，礼拝出席以外はほぼ普通 に過 ごす 日で あ っ た

らし い こ と が 想像で き る の で あ る。

　 しか し，礼拝出席を奨励す る た め に，教会 は，あ る種 の 労 働を 明確 に とが め る よ うに な る 。

538年 の オ ル レ ア ン 教会会議で は
， 主の 日には，す きで 耕 した り，

ブ ド ウ を剪定 した り， 垣根を

造 っ た り ， 柱 を立て た りす るととは ， しな い よ うに命 じられ る。 それ は 「教会に 出席 して 祈祷

に加 わる時間を持ちやす くす るた め」で あ っ だ
の

。

　6世紀に登場 した 『天か らの 手紙』 な る もの が
， 主 の 日 に は完全 に仕事か ら離 れ る こ とを説

い て ，当時 の 人々 に 多大な影響 を与え る 。 こ の 書 は最初 ス ペ イ ン あだ りに 現れ た と思わ れ るが，

たちまち西方で も東方で も大 き な反響 を呼び起 こ した 。

一
言で 言えば，主の 日を安息 日化す る

の に 大 い に貢献す る の で あ る 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・

　 「主 の 日に は家畜の乳を しぼ る な 。 それよ り、貧 しき者 の世話をせ よ 。 こ の 日に は ， 牛を働

か せ て は な らな い し，髪を 洗 っ た り ， 切 っ た り して もな ら な い 。

……主 の 日を守 こ と に 忠実 で

あれ 。 主 の 日 に は庭 の 野菜を採 っ て もな らな い……
」
4
％ こ の 書は，主 の 日は宗教的 目的の ため

に聖別 され て い ると説 く，。 教会 に行 き，病人を訪問 し，悩む者を慰めた りす べ きだ とす る 。 そ

して ，こ の 日を守 らぬ者 に は災い を宣告す る の で ある
42）

。

　日曜日が，十戒 の 第四条に則 っ て 守べ きキ リス ト教徒 の 安息 日とな っ て い くこ の 傾向は，585

年 の 第ニ マ コ ン 教会会議 で顕著に な る。 そ こ で は，旧約聖書 を根拠 と して ，主 の 日 に は完全 に

仕事 をや め る よ う強 く訴 えたの で ある
t3）

。

　589年 の ナ ル ボ ン ヌ 教会会議で は ，
こ れ が さ らに徹底 する。 「す べ て の 者 は

一 子 ど も で あ ろ

うと奴隷で あろ うと
，

ゴ ー
ト人や ロ ・：r マ 人，シ リア人や ギ

・
リシ ア 人や ユ ダ ヤ 人 で あろ うと

一

主 の 日 に はす べ ℃の仕事をや めな くて はな らな い 」。 そ して ，も し違反 を見 っ け られ た場合，

自由人 は 6 ソ リ，ド ゥ ス の 罰金 ，奴隷は百叩 き の 罰 を受 け るとされ ∫ か くて 日曜 日破 りは罰 せ ら

れ る べ き違反行為 とな っ だ ％

　教会側 の こ うした 日曜 日遵守 の 働 きか けに対 レて ，国家側か らの 支持が伴う。
マ コ ン 会議 の

時は Gunthram 王の 勅令が ，ナ ル ボ ン ヌ 会議 の 時は Childebert二 世の 法令が
， 直ちに 出て ，教
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会側をバ
ッ ク ア ッ プす る

45）
。 大陸だけで な く，イギ リス に お い て も，教会 と国家，教権 と俗権

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

は手を携えて 日曜日遵守 を推 し進 め て い くの で あ る
46）

。

　教会側，国家側の 布告や法令 と共に，日曜遵守 に 関して 民衆に大 きな影響を与 え た の は
“

奇

跡物語
”

右あ っ た 。 日曜 日を守らな い と どんな目に会うか ，どうい う不思議な罰が 下され るか

が盛ん に 宣伝 され ，流布 され た
’
。 た とえば，こ うした話を伝え て い る ト ウール の グ レ ゴ リウ ス

〔538− 594〕に よれ ば ， リム
’
ザ ン で は 日曜 日 に畑で 働 い て い た大勢の 人 々 が火 で 焼 き尽 くさ れ

た
， ある男が Ei曜日 に鋤で 堀 り起 こ そ うと した ら鋤 の 柄に 手が く っ っ い て とれ な く

、

な っ た ，粉

を碾 い た男は粉碾 き器 の取 っ 手が手に く っ つ い て しま っ た，ブ
ー

ル ジ ＝ で は 日曜 日に畑を 柵で

囲 もうと して い た男が不具 に な っ て しま っ た
， 等々 の 話が 広 く語 られて い た と い う

47）
。 こ う し

た物語 に よ っ て ， 日曜 日 の 神聖 さが民衆に印象づ け られた
’
わ けで あ る 。

　b．日曜日が安息 日に取 っ て 代わ る　　・

　教会会議 の 教令 ， 国家側か らの 法令，そ して 民衆 レ ベ ル で の 奇跡物語一 こ う した 中で
“

主

の 日
”

は ， しだい に
“

安息 日
”

と同一視 され る よ うにな っ て い く。 789年 の 法令で ，シ ャ ル ル

マ
ー

ニ ュ は こ う述 べ る
一

「われ われ は，主が律法 の 中で 命 じられた こ とに従 っ て ，主 の 日に は

筋肉労働 〔opus 　survi 工e〕 をせ ぬ よ う，また…… ブ ド ウ の 栽培 で あ れ畑 の堀 り起 こ しで あ れ
，

崇作業 は せ ぬ よ う命ず る」♂
8） 「律法」が 引き合い に 出され，また ，かつ て コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス

が例外と して 免除 して い た農作業 も，明確 に禁止 され て い る 。 ま さ に ，日曜 日と安 息 日 の 同一

視が こ こ に は見 られ ，
しか もこれが主流 とな っ てい く．。

ng）
　　　　　　　　　 ，

　日曜 日を
， 安息 日の よ う に B没か ら．H 没 まで 守 らせ る べ く， 働きか けが な さ れ る よ うに な、り ，

8世紀末 の ブ リ ウ ル 教会会議で は ， 主 の 臼は夕暮か ら始 まる と明記され
su）

，
9 世紀半 ば の ル ア ン

教会会議で は，主の 日 は日没か ら日没 ま で守 らるべ しと明言され る。

SD
まさ に，安息 Eiが土曜

日か ら日曜 日 に
， そ の ま・ま移されたと言えよ う。 こ の 頃の 雰囲気を伝え る好例 と して ，最 も偉

大な神学者 の ひと りと評された フ ラ バ ー
ヌ ズ ・マ ウ ル ス 〔856年没〕の説教 の 一部 を引い て お

く
一一 「主 の 日を守 り，こ れを聖な る日と しよ うで は な い か 。 か っ て 律法 をお与え に な 6 た

か たが
， 安息 日 に っ い て 命 じ られた よ う に ，『タ ベ か らタ ベ ま で

， 汝安息 日 を守 る べ し」。 そ れ

ゆえ
， われわれ の 休みが む な しい もの とな らぬ よ う ， 土曜日

’
の 夕よ り日曜 日の 夕 ま で ，畑仕事

か らもすべ て の仕事か らも離れて ，神を礼拝する こ とに専念 し よ うで はな い か」。

52）

　 日曜 日 の 安息 日化が ，こ う して 進 ん で い く 。 もち ろ ん 事 は そ う単純 で は な く ，
た と え ば ，

Glazebrookが指
−
摘す る とお り，

ss）

　　829年 一パ リ教会会議 （日曜 日 の 耕作 ，売買 ， 訴訟禁止を再確認）

　　853年一ロ ーマ 教会会議 （売買や畑仕事の 禁止）

　 1009年 一
ヘ ク シ ャ ム 教会会議 （売買 ，市，狩 り，日常労働 の 禁止）

　 1031年一ブー
ル ジ ュ 教会会議 （緊急 や慈善の場合を除き；旅行の 禁止）

　 1σ50年 一コ ヤ グ教会会議 （一切の
“

筋肉労働
”

と一切の 旅行を禁止）

と，次々 と，繰 り返 し教会 は 日曜日遵守を命 じて い る の で あ るが ，こ れ は裏を返 せ ぱ ， そ れ が

なか なか実行 されて い ない
， 十分徹底 して い な い と い うこ と の証拠 と もな る わ けで ある 。

　 そ う した紆余曲折 を経 な が らも，し か し日曜 日は限 りな く
“

安息 日
”

に近づ い て い く。 主 の

日 （日曜日）の こ とを
“

キ リス ト教徒の 安息日
”

と呼ぶ言い 方が最初に現れ る の は12世紀で あ
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る が
m ）

，
こ れ は ま さ に

， 安息 日 が土曜 日 か ら 日曜 日 に移 っ た こ ζを示 して い る 。 そ して
， 実際 ，

安息 日 の 戒め をキ リス ト教徒 の 第一
日遵守 に定義通 り に 適用 し た最初 の聖書学者 は ，

12世紀後

半，
“

歴史の 師
”
．
と呼ばれ て高 L｛尊敬を受けてい た ペ トル ス

・コ メ ス トル 〔王179年没〕で あ ろ

うとされて い る
55）

。 すなわ ち12世紀に は，日曜 日 は は っ きりと土曜 日 に代 わ っ て 安息 日 と な っ

て い た と見 られ るの で ある 。 移行はすん だ 。 あと はそ の神学的正当化が残 っ て い る 。

　 日曜 日を安息 日とす る こ とは，聖書的神学的に ど の よ うに根拠づ ける こ とが で き る の か 。 主

の復活 を記念 し祝 う とい う伝統を基盤 と し
， 教会の 命令 ， 為政者に よ る法令 ，

そ し て 奇跡物語

等に よ っ て 休 日とされ神聖化 され，聖書 の 安息 日 に取 っ て 代わ る もの とな っ た わ けで あ るが ，

聖書の 安息 日と聖書 に は触れ られ て いな い こ の 日曜 日と，ど う結びっ けて説明で き るの か 。 そ

れが13世紀の 神学者た ちの大 きな課題 とな る
561

。 こ こ で 二 っ の 観点が 導入 さ れる 。 ひ と
・
っ は ，

安息 日 の戒め の 中に ，道徳的側面と儀式的側面 とを区別する こ と 。 も う
一

つ は，自然 法の 考 え，

を取 り入れ る こ と 。 こ の 二 っ で ある 。
こ の 二 っ を踏まえ っ っ ，日曜日遵守の 神学的正当化を完

成させ た の が
，

ス コ ラ哲学 の 代表者 ト マ ス ・ア ク ィ ナ ス 〔1274年没〕で あ っ た 。

　ア ク ィ ナ ス は 『神学大全』 の 中で こ う 主 張 す る一 「安息 日 を聖 く守る べ し と い う戒 め は
，

一部道徳的で あり，r 部儀式的で ある。人間は神の 事柄に集中す るため の 時間を取 り分けて お

く必要があ る，とい う点で は 道 徳的 で あ るが ，
「……しか し，創造を指 し示す た め に 特定の 時が

定あ られ て い る
，

と い う点で は儀式的で ある」
5D

。

・

　つ まり ，
こ う い う こ とで あ、る 。 聖書 の律法 に は道徳 的律法 （道徳律）と儀式的律法 （礼典律）

とが ある 。 道徳律は 自然法に通ず る普遍的な もの で あ る。 儀式的律法の 方は，ユ ダヤ入 に与え

られ た
， 特定 の 状況的な もの で あ る。

さ て
， 安息 日 の 戒め に は，こ の 両方が 含まれ て い る 。 神

を礼拝する た め に
一

定の 時を取り分け よ と い うの は道徳律で あ っ せ，自然の理 に か な っ た普遍

的な もの で ある 。 しか しそ の
一
定の 時を，天地創造 を記念 して第七 日とす る とい う の は，ユ ダ

ヤ 的儀式的 な もの に すぎな い……
。

　こ れが主 の 日の 理 由づ けの基本線 とな る 。 そ して ア ク ィ ナ ス は こ う付け加える。 「新 しき法

に お い て は，冐曜 日の 遵守が安息日 の 遵守に取 っ て 代わ る 。 律法 の 規定に よ っ て で はな く，教

会ゐ決定とキ リス ト者 た ち の習慣に よ っ て」
SS）

。 聖書の規定で は な く， 信徒の 習慣を踏まえ つ っ

教会 の 権威 に よ っ て ，土曜 日か ら日曜 日 に安息 日を移 した と告げる の で ある 。

　C．土曜安息 日遵守者の 存在

　中世 を終 えるにあた っ て付け加 えて お きた い こ とは，中世を通 じて ，聖書 が言 う第七 日安息

日を そ の通 り守 る人々 が，常にど こ か に存在 した らしい と い う こ と で あ る。 最 も早 くか ら土 曜

日に代え て 日曜 日を聖 日と して 推し進め て きた はずの ロ ーマ で さえ
，
7世紀初 め に な っ て もま

だ土曜安息 日を守る人々 がい た こ と は
，

グ レ ゴ リウ ス 大教皇 〔604年没〕の 書簡か らもうか が

え る
一 「聞 くと こ ろ に よ れ ば

， 強情な精神をも っ た者た ちが
，

われわ れ の 信仰と は全く相反す

る卑 しむ べ き教理 をあな たがたの 閲で 広 め，安息 日 〔土曜 日〕に はすべ て の働 きをやめね ばな

らな い と教え て い ると い う 。
こ の 者たちを，反キ リ ス トの説教者と呼 ぶ 以 外何 と呼べ よ うか 。

現れ て ，すべ て の者 に安息 日と日曜 日を守 らせ よ うとす る者は，反キ リス トに ほ か な らな い で

はな い か」
59）

。
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　教会分裂の頃 （11世紀半ば）に も， 東方教会 で は土曜安息 日が依然と して 守 られて い た
6°）

。

　さ ら に ，史料が 乏 しい た め に詳細は 不 明 で あ る が ，中世の 後期 ・末期 に至 っ て も ， 第七 日っ

ま り土曜安息 日
．
を遵守す る人 々 が い た よ うで ある。中に は極端 な グル

ープ もい た らしぐ，12，

3世紀北イ タ リア の パ ヅサ リア派 と呼ば れ る異端的宗派 は ，新約聖書だけ で な く旧 約聖書 も き

わめ て 重視 し，従 っ て モ ーセ の律法を遵守 し よ うと努め て ，安息 日，清い 食物 と汚れ た食物 の

区別 ，
は て は割礼 まで 行う者 もあ っ た と伝え られる

6
％ こ う した い ささか エ キ セ ン ト リ ッ クな

例 は別 と して 、14，5世紀 の 北 フ ラ ン ス
，

ボ ヘ ミ ア
，

イ ギ リス ，ス カ ン ジ ナ ビ ア 等に ，土曜安息、

日 を守 る少数者 た ちが い た と見 られ て い る駄 ユ ダヤ 人 の 影響を受けた場合 もあ っ た で あ ろ う

し，聖書の教え を単純に実践 しただ け と い う場合もあ っ た で あろ うが ，い ずれ に しろ第七 日安

息 E［が 完全 に 消 し去 られ る ご とはなか っ た らしい と い うこ とだ けは確か で あ る 。

C．近代

　  宗教改革期の ヨ ー．ロ ッ
パ 大陸

63）

　宗教改革者たち はSabbathとSundayの 問題に ど の よ うな態度を と っ た で あ ろ うか
。

・
簡単に

言え ば，ル タ
ー

や カ ル ヴ ァ ン ら主な 改革者たち は，中世以
・
来の 厳格な聖 日遵守主義 と い う もの

を否定す る。 律法主 義的な もの を廃 し，信仰 に よ る義 に こ そ重 きを置 くか らで あ る。 に、もかか

わ らず，新たな聖 日遵守主義が プ ロ テ ス タ ン ト陣営内に も広が り，、しか もそれ は特 に イ ギ リス

に お い て
・
著 しく，

い わ ゆ るPuritan　Sabbath と呼ばれる もの を生み出す 。 そ して そ れ が新大陸

ア メ リカ で 甚大な影響 を及 ぼす こ とに な るの で あ る 。

　イ ギ リス el］こ と は次項で取 り扱 う こ と と し，こ こ で は ヨ 、一ロ ッ
パ 大陸内 の 動 きを概観す る。

特に ，こ れまで ほ とん
．
ど顧み られなか っ た ス イ ス で の 公開討論や，再洗礼派の 中の特殊なグル

ー

プを ，少 し詳 し く紹介 して み た い 。

　a。 ル タ
ー
，カ ル ヴ ァ ン ら

　ル タ ーと カ ル ヴ ァ ン は ， 主 の 日 （日曜日） は 旧約の
“

安息 日
”

で は な い ，と い う点で は一致

して い る 。 すなわ ち，旧約 の 安息 日は廃 された，しか し人間 の 必要に応 じ る た め に 主 の 日 が 定

め られ た
，

と見 る の で あ る 。 従 っ て ，中世後期の カ ド リ ッ ク教会 に よ る，主 の 日 と安息 日 の 同

一視 は認めず ，

1
厳格 な聖 日遵守主義に も反対す る

en）
。

　代表的な著作か ら｝ それぞ れ の 基本的な見解を見て み た い 。

　ル ター 1 ル タ ーが 自ら自分の 「真正 な書物」 と呼ん だ とされ る
1
『大教理 問答書』 （1529） の

中 には ， 十戒の 「安息 日の 戒め」に？
い て こ う説 き明か されて Yiる一

　　　「こ の 戒 め は ，そ の 外的 な休息 に 関す る か ぎ り，ユ ダ ヤ 入 だ けに 設 け ら れ た もの で あ っ て
，

荒 い 仕

　　事 か ら離れ て 休息 し，人 も家畜 も元気 を 回復 し，絶 え ま な い 労働 に よ っ て 衰弱しな い よ う に 命 じた も

　　 の で あ る」。 「そ れ ゆ え に 表面的な意味 で は，こ の 戒め は私た ち キ リス ト者 に は何 の 関係 もな い。そ れ

　　は特殊 な習慣，入物，時代，場所に結び っ い た 1日約聖書の 他の もろ もろ の 律法 と同じく，全 く外的 な

　　事 が らで あり，しか も，そ れ らは今 や い っ さ い キ リス トに よ っ て 解放 され て い るか らで あ る 」。 に も

　　 か か わ らず 「私 た ち が安息日を守る の は，…ま ず第一に，ま る一週間労働や 生業 に従事 して い る
一

般

　　人，下男、下女 が ，せ め て
一Elだ けは し りぞ い て 休養 し，元気 を 回復す る よ うに と の 自然 の 教え と要
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　　求 と に 基 づ く肉体的理 由な ら び に 必要の た め 」，「次 に は ，そ して こ れ が い ち ば ん 大 切な H 的な の だが，

　　こ う した 休息 日 に ，礼拝を守 るべ き場所と 時 と を定 め て ，集 ま り会 し，神の 御言をき き，御嘗 に っ い

　　で 語 り，神をほ め，歌 い 、祈りを さ さ げ る た め で あ る…
。

　　　けれ ど もこ の よ うな こ と は，ユ ダ ヤ 人 の 場合の よ うに 時間 に 縛 られ て ，こ の 日で な け れ ば な ら な い

　　と か，あ の 日 で な ければ い けな い とか い うべ きもの で は な い 。 い ずれ の 日 に して もそ れ 自身として は，

　　他の 日に比べ て まさ っ て い る と い う こ と は な い
。 こ う した こ と は 目 ご と に お こ な わ れ て よ い はずで あ

　　る 。 けれども民衆 は そ れを 守 る こ とが で きな い の で
，

一
週 の うち少 な くと も・一一日を そ の た め に 選び の

　　ける こ とが 必要 で ある 。 と こ ろが，昔か ら 日曜 日 が そ の た め に 定 め られ て い る の で あ る か ら
，

や は り

　　そ の な らわ し は そ の ま ま に して ，しき た りどお りに 行 な い ，だ れ で も無用な 改革 に よ っ て混乱 を ひ き

　　お こ さな い よう に しな け れ ば な らな い 」
65）。

　引用が長 くな っ たが も う
一

っ だけ，ル タ
ー自身 の 著作で は な い が，ル タ r 派 の 信仰告白で あ

る
』
『ア ウ グ ス ブル ク信仰告白」 （1530年）を参考ま で に引い て お きた い一 「福音が明 らか に さ ，

れて以後 モ
ーセ の 儀式 はすべ て除かれて よ い と教え る聖書 は，安息 日を廃止 しだの で ある 。 し

か し人 々 が い っ 集 ま るべ きか分か るよ う ，

一定 の 日を定 め る こ とが必要で あ っ た た め
， 教 会は

そ の た め に 主 の 日を定め た と思 われ る…」
es）

。

　カ ル ヴ ァ ン 1 主著 『キ リス ト教綱要』 の最終版 （1559），第 2篇第 8章 28− 34に 「第 西戒1
　 7

に つ い て論 じ られ て い る 。 「（こ の 第四戒 は） キ リス トの 来臨によ っ て ，そ の 他の象微類 と い っ

し ょ に廃止に な っ た，外的な ，日 につ い て の遵守を含む」。 っ ま り ，
7 日目の遵守 と い う面 に っ

い て は ， すで に無効にな っ たが，しか し 「安息 日」駐そ う した外的儀式的な側面 だけで な く，

．きわ め て 重要 な もう
一

っ の 側面を持 っ て い る 。 それ を カ ルヴ ァ ン は 3 っ に 分け る
一

　　　「まず ，天上 の 立法者 は 「第七 日 の 休 み 』 と い う形で イ ス ラ エ ル の 民 に 霊的 な 安息 を 象徴 し よぢ と

　　 した も うた 。 そ れ は，信仰者が ，自らの うちに 神を働かせ た て まっ るた め に，自分 自身 の わざ
．
をや め

　　 な け れ ば な らな ・v とい うこ とで あ る 。 第二 に，神は、律法 を 聞 き，儀式を 行 うた め に、か れ ら が 集合

　　す る よ うに ，あるい 鉢少 な くと も神の 御わざを瞑想す る た め に とくに 捧げ るよ うに
，

L 定の 日が定め

　　られ る ととを 欲 した もうた 。 こ う して ，こ   日 をお ぼ え て
，

か れ らが敬虔へ と訓練さ れ る よ うに され

　　 た の で あ る。第三 に，神は し もPtた ち や
， 他人φ支配 の もと に 生活す る も の た ち に

’
休 み の 日 を 与 え ，

　　労苦か らの い くらか の 免除 を得 させ よ うと した も うた の で ．あ る」
6T ）

。

　 こ の 3 点を
，

カ ル ヴ ァ ン 自身 ， 『ジ ュ ネーブ教会信仰問答』 （1545年） の 中で ，「霊的安息を象

徴す るため 。 教会の 制度上 の 秩序を保っ ため。隷属 して い る しもべ た ちを解放す る
・
た め 」 と要

約 して い る
ca）

。

　すなわち，第四戒に は外的儀式的側面 と道徳的側面 が あり，前者 は廃止され たが後者 （前述

の 3点）はい っ の 時代にも適用され る
’
とい うの で ある。 「主 キ リス トの．来臨 1『よ

．
っ て Jt

こ の い

ま しめ の 儀式的な部分が廃止 に な っ た こ とは疑い な い
。 か れ こ そ は 『真理 』で い ま し，か れ の

臨み た もうと こ ろ で は
， すべ て の 『象徴』 は消え うせ る かち で あ る 。 か れ は 『本体』で あ っ て

，

そ の 現れた もうと き
，
『かげ』は しりぞ くの で ある。か れ こ そ は

一
わた しは い う一

安息 日 の

真の 完成で い ま したもう」
es）

。 か くて 安息日は廃止 され
，

そ れ と は別 に 主 の 日が 設 け られ た 。

「迷信を一
掃す るに適切で あ っ た の で ユ ダヤ 人の 宗教的な 日は取 り去 られ ，しか し，教 会に お

ける品位 と秩序 と，平和を保 つ た め に，別の 日が こ の 用に あ て て定 b られ る必要が あ っ たか ら
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で あ る」
「°）

。

　ル タ
ー

もカ ル
．
ヴ ァ ン も， 安息 日と主 の 日 は別の ものと見 る 。 旧約 の儀式 と して の 安息 日 は廃

された 。 しか し人間の．さまざまな必要に応ず るため に，主 の 自が設 け られ た，と見る の で ある。

しか し彼 らの 周辺 に は
，

これと は違 う考 え方を する改革者た ちもい た 。 た とえば，
か っ て ル ター

の 同僚で あ っ た ア ン ド レ ー
ア ス ・ カ ール シ ゴ タ ッ ト 〔1541年没〕 は

，
日曜 日 は

“

人間の 作 っ た

もの
”

だ と述べ
71）

，
これに対 してル タ

ーは ，そ んな こ とを言 うな ら 「土 曜 日が祝 われ る こ と に

な らね ばな らな い …」。そ れは 「私た ちを ユ ダヤ入 にす る こ とに な り，そ の 結果，私た ち もま

た割礼 な どをわが身に施 さね ばな ら参い こ と に な る」
72｝

と
， 激 し く批判 して い る 。

一
方 ，

ス ト ラ

ス ブ
ー

ル の 宗教改革者 マ ル テ ィ
ー ン ・ブ ツ ァ

ー ［155ユ年没］ は，厳格な聖 日遵守主義を主張 し，

市当局 に働きか けて ，聖 日遵守違反者に は重い 罰金を課す るよ うに させ た ほど で あ っ た
73）

。 日

曜 日を安息 日と同一視 し
， 政治権力を も っ て 厳格 な遵守 を強制 しよ うと した点で 、イ ギ リ

』
ス の

Puritan　 Sabbatarianismlこ きわ め て 近 い と言え る。 大陸 の 宗教改革 の 中に は，すで に こ う し

た 動 きも含 まれ て い た の で ある 。

　 b．ス イ ス に おける公開討論
74） ’

　ジ ュ ネ
ーブ を中心 とす る フ ラ ン ス 語圏 ス イ ス で ，プ ロ テ ス タ ン テ ィ

』
ズ ム が勝利を収 め る前に

，

何度かに わ た っ て t 種 の
“
公開討論会

”
が行 われ た こ とが知 られて い る g そ して

， 興味深 い こ

と に ，SabbathとSunday の問題 が ，カ ト リ・
ッ ク と プ ロ テ ス タ ン トの 重要 な論争点 の 一

っ ζな っ

て い るの で ある 。 こ れまで ほとん ど注目され て こ なか っ た この点 に っ い て ，Daniel　Augsburgerが

ま とま っ た形で 取 り上 げて い る の で
，

そ れを紹介 して みた い。

　まず，1534年の ジ ュ ネーブ 。 前年暮れ に始ま っ た こ の討論会
zz）に は ，

カ ト リッ ク 側か らは ド

ミ ニ コ 会士に して ソ ル ボ ン ヌ の 博士 ，
ギ ー ・ラ ル ビ テ ィ が登 場 し ， ギ ヨ ーム ・フ ァ レ ル を 中心

とす る改革者側と論戦を繰 り広げた 。 「教会が聖書に含まれ て い な い 事柄 を守 らせ よ うとす る

の は正 しい こ とか」 とい う こ と，っ ま り，教会 と聖書 とどち らが上か，どち らが最終権威な の

か，とい う こ とが中心 テ ーマ で あ っ たが ，議論 の 中で ，プ ロ テ ス．タ ン ト側が ，人 間が教会 の 中

に い か な る儀式 も持ち込む べ きで な い こ と は明 らか だ と主張 した の に対 し ，
フ ル ビ テ ィ は こ う

答え たの で あ る
75）一 「聖 ペ テ ロ と教会は，た と い神が命 じて お られな くて も守 らるべ き儀式 を

定め る権威を持 っ とい う こ と， そ して また ， 神 の戒め を変え る こ とが で きる と い うこ と を ， 疑

問の 余地な く証明 して お見せ しよ う」。 神はユ ダ ヤ人に
， 今 な お彼 らが 行 6 て い る と お り，土

曜日 を守る よ うに とお命 じに な っ た 。 「しか る に教会 は J 与 え られた 権能に よ

．
り ， 土曜 日を主

の復活の ゆえ に 日曜 日 に変えた の で ある 。 われわ れが日曜 日を祝 うの は ， 教会 の 命令 と法 の ゆ

え で あ っ て ，神 の 戒め の ゆえ で はない
。 なぜ な ら，も し神の戒 め に文字通 り従 うな ら，土曜 B

に休 まね ばな らない か らで ある」。 儀式を定あ る権限が教会 にな い と い うな ら ， 日曜 日を 守 る

こ とは聞違 っ 1ζ い る こ と に な p て しま うで は な い か。

』

　プ 1コ
テス タ ン ト側 は これに対 して ， すべ て の 日は等 し く神聖な の で あ っ て ，われ われ は 日曜

日 に休ん で神の 言葉 を聞き ， また隣人たちに休みを与える の で ある ， と弁明す る。

　 しか し フ ル ビ テ ィ はさ らに追及する
。 7 日の うち 1 日を守れば い い と言 うの な ら，1週 の ど
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の 日 に休ん で も よ い こ
’
と に な り ， 大混乱 を招 くこ と に な る

。 聖書は
， 反駁の 余地 な く， 特定 の

日すな わ ち土曜 日を守る よ う命 じ て い る
。 日曜 日を守る の は、全 く教会 の 権原に 基づ くも の で

あ る 。

　プ ロ テ ス タ ン ト側 は答え る 。 神 は教会の 中に一致が あるよ う望 まれるの で
， 個々 人が思 い思

い に休む こ とは禁 じられ て い る。 また ，キ リス ト者は，日を守る と い うよ り，愛 の ゆ え に 麋ま

ると い うほ うが正 しい 。

……

　 こ こ で 鐘が 鳴 り，討論 は中断 して 翌 日 に持ち越 さ れ ，
し か し翌 日 は ま た 新た な題 目が 論 じら

れた の で あ っ た 。

　次に ，翌 i535年 の 5 月か ら 6月 に わた っ て ，再び ジ ュ ネーブで 公開討論会が持たれ た 。 カ ト

リ ッ ク側は
，

ピ エ ール ・ カ ロ リと ジ ャ ツ ・

』
シ ャ ピ ュ イ 。 プ ロ テ ス タ ン ト側 は フ ァ レ ル

，
ピ エ

ー

ル
・ヴ ィ レ

ー
，そ して ジ ャ ッ ク ・ベ ル ナ

ー
ル 。残念 なが ら全体的な記録 は残 っ て お らず，、フ ァ

レ ル の 摘要
7の
などか ら推測す る しか な いの だ が，ベ ル ナ

ー
ル の 提出した五 っ の 提題 の 第 二 番 目．

は ，教会は純粋な神の 言葉 に よ っ て治め られ る べ き で あ る，とい うもゐで あ っ た 。 そ して これ

が討論の かな り大きな部分を 占夢た と見 られる。

　さ て ，プ ロ．テ ン ス タ ン ト側が，．人はイ エ ス が命じ られた以外の こ とを命じて は な らな い と主

張 し た の に 対 し
， 再び日曜 日の 問題が む し返さ れ る 。 プ ロ テ ス タ ン ト側 は前回 と 同様 ， 日曜 B

を守 る の は それが特別 な 日だか らと い うわけで はな い ，キ リス ト者に と っ て はど の 日 も同 じな

の だか ら。 ただ，公共の礼拝の 便宜 の ため に，また J すべ て の者に 休み を 保証 する た あに ，こ

の 日が守 られ る の で あ る ，と述 べ る 。

　彼 らの こ う した弁明か ら，カ トリ ッ ク側が前回 と同様，お前 たち は聖書 に根拠を持た な い 宗

教儀式 〔日曜 日〕を守 っ て い ると，
．
プ ロ デス タ ン ト側 に 認め させ よ うと した らしい こ とが想像

で き る 。 プ ロ テ ス タ ン ト側は
，
7 日 目に休む べ し とい う命令 は 自然法の 命ず る と こ ろ で あ り．，

従 っ て 神の 命令で あ る と して
，

日曜日を守る こ とを正当化しよ うと した ら しい が
，

』
しか し い ず

れ に して も，聖書 の み （sola 　scriptura ）を標榜する彼 らに して は歯切 れ が悪 く，余 り説 得力 、

を持 ちえなか っ た の で はなかろ うか。　　　 　　　　　 　
』
　　　　 　　 ’、．

　更に 1536年 10月，今麌は ロ ーザ ン ヌ で 同様の 討論会が開か れた
n ）

。 フ ァ レ ル や ヴ ィ レ
ー

らた

対 し
，

ド ミ ニ コ 会士 ，
モ ン ブゾ ン の ド ミ ニ クが立 ち ，

い きな り核心 を衝 く一 教会 は聖書 よ り

前か ち あ り ， 聖書 の 上 に あ る，そ れゆ え聖書は 教会に よ っ て 承認 され な い か ぎり何 の 権威 もな

い ，と。ヴ ィ レ ーは激 し く論駁す る
一

教会は信徒が集ま つ そで き る も の で あるか ら，信徒は

教会に 先立 っ と言 え る
，

そ して 信徒を作 る の は聖書 で ある か ら， 聖書 こ そ すべ て に 先立 っ もの

で あ る
，

と 。

　とこ ろが，こ こ で ドミニ クは，次の よ うな挑戦の 言葉を放っ 一 「も しも，教会に は何の 権威

もな く，聖書を越え て
，

また聖書以外の
，

い か な る儀式 も定 め る こ とが で きな い と言 うな ら，

なぜ あなたが た は
，

’
神が モ

ー
セ を通 して 命じ られた と こ ろの 安息 日で はな

・
くて ，

1
日曜日を守る

の か 。 もしあな た渉たが ， 聖書に 変更を加え る こ とを拒み ， 字句通 りに守 らね ば な らな い と言

ろの な ら
，

ユ ダ ヤ 人の よ う に安息 日を守る べ きで は な．い か」。
こ の よ う に

， 教会が
， 聖書め権威

に よ らな い で も，そ れ 自身 の 権威 に よ っ て 安息 日を 日曜 日 に変え る権能を有 して い る とす るな

ら， 他の 規則や儀式を定め る こ ともできるはずで はな い か。 従 っ て ，教会が聖書 の 上 に ある と

い う こ とは明 らか で あろ う。 ド ミニ クは こ う結論づ ける 。
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　ヴ ィ レ
ー

が反論 を試み るg 日曜遵守は単に教会が定 めた こ とで はな く，聖 書的根拠 を持 っ
。

キ リス ト
．
者が守 る の はヘ プ ル 書 4章に 述 べ られ て い る安息 日，す なわ ち霊 的休 み な の で あ る 。

肉体的な休み に関 して 神が命 じられ た もの は，第七 日 に休む べ し と い う こ と で あ っ た 。 ゆ え に

キ リス ト者は第七 日目と して 日曜日 に休む の で ある……
。

　 ヴ ィ レ
ーは こ の よ うに ，霊的に守 る こ との ほ うが定義通 り守 る こ と よ りも重要で ある と主張

．L ，
さ らに，実際的な配慮 （共に集まる時を設け る，労働者ら に休みを与 え る） の ゆ え に ，律

法の 言葉に完全に は合致して い な い習慣 も正当化さ．れうる，と論 じる の で ある。 しか し，Augsburgerも

指摘 する とお り，
“

聖書の み
”

の プ ロ テ ス タ ン ト と して は
一貫性を欠 くと い う印象は否めなか っ

た で あろ う。

．
t

　以上
，

フ ラ ン ス 語圏ス イ ス で 行わ れ た 3何 の討論会 を見 て きた 。 こ れ ら か らわか る、こ と は
，

他 の 問題 で は舌鋒鋭 い 改革者た ちが ，こ と日曜 日遵守 の こ と とな ると矛先が に ぶ り，逆 に 受 け

身に まわ っ て 弁明 に終始 して い る と い う こ とで あ る 。 なぜ か 。 おそ らくは ，日曜 日遵守に は結

局 の と こ ろ明確な聖書的根拠が 見 い だ せ な い ，と い う こ と に尽 きる で あろ う。 福音の 再発見が

叫ばれ ，．
“

聖書の み
”

の ス ロ
ーガ ン が高らかに鳴 り響い た宗教改革期の

， これ は興味深 い 一
場

面 で あ っ た 。

　 c．羊写洗ネL派 とSabbath

　次 に，い わゆ る
“

宗教改革急進派
”

な どと呼 ばれ る グル ープ の中の ，特 に
“

再 洗礼 派
”

に注

目 して み た い 。 初代教会 へ の復帰を唱え，単純 1と聖書の 言葉 に従おうと した彼 らの うち，大部

分の 者は従来通 り日曜 日を礼拝日 と したが，中に は1 第七日，土曜 日を守 っ た者た ち もい た。

　こ の 土曜安息日再洗礼派 （Sabbatarian　Anabaptists） に っ い て の 研究 は，　 Gerha；d　FIHasel

に よ っ て なされて い る の で ， 以下そ れに沿 っ て 見て み よ う
T9）

。

　Hasel は，こ れ まで に 明 らか に な っ た史料
一

力 ト リ ッ ク側か らの ，プ ロ テ ス タ ン ト側か ら

の ，そ して 再洗礼派 自身に よ る
一

を逐
一

検討 し，土曜安息 日再洗礼派が 誕隼
’
した の は 1527年

な い し1528年頃，場所は モ ラヴ ィ ア の ニ コ ル ス ブ ル ク で あろ うと推測 して い る
80）

。 こ の グ ル
ー

プ の 中心的な指導者はOswald　 Glait。 ル タ
ー
派の 牧師で あ 6 たが ，バ ル タ

ー
ザ ル ・フ

ー
プ マ

イ ア ニ 〔1528年没〕 に よ
？

て 再洗礼派 に転向 した入物で あ る 。 彼 は
．
Andreas 　Fischerを協 力者

と しなが ら教え を説き ，
か な りの 成功 を治め る 。 実際 各地の 当局者 たちが神経を とが らすほ

どの影響を及ぼ し，信奉者たちは ニ コ ル 7げ ル ク，ア ウ ス テ ル リッ ツ ，ボ ヘ ミ ヤ の フ ァ ル ケ ナ

ウや ヤ ム ニ
ッ ッ ，そ して シ ュ レ ジ エ

’
ン の リ

ー
グ ニ ッ な ど に も広が っ たとみ られ る 。

　Glait自身 は ウ ィ
ー

ン で の 1年間の牢獄生活 の 後 ，
1546年 ， 入 目を避 け．て 深夜 に市 外 に 連れ

出され ，ドナ ウ川で 溺死 させ られた と伝え られ て い るが
81）
，そ れ で は彼が 信 じ伝え た そ の 教え

は ，ど の よ うな もの で あ っ た ろ うか。 Gユait の 著書 『安息 E の 書』 （Buchlenn　vom 　Sabbatb）

〔1530年頃〕 は残 っ て い な い が ，彼 の 論敵で あ っ た カ ス パ ル ・フ ォ ン ・シ ュ ヴ ェ ン ク フ ェ ル ト

［1561年没。 ドイ ッ の 宗教改革者〕がGユait の書を批判 した文書が残 っ て お り，そ れ に よ っ て Sabbath

に 関す る Glaitの 主張 を知 る こ とが で き る
ee）

。 　　　　　　 　　　　　　　 　 ・

　 GlaitはSabbathに 関する自分 の 論拠 を
， 単純 に

“

聖書
”

の権威に
，

そ し て そ の 定義通 りの

解釈に置 く。 彼は
， 旧約聖書 とその律法が今なお有効で あ る こ とを信 じ，た だ 「祭司制度に関
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する部分の みが影で あ っ て ，
……新約聖書が証言 して い るよ う に キ リ ス トに あ っ て終わ っ た」

と確信して い た 。
シ ＝ ヴ ェ ン ク フ ェ ル トが伝え るとこ ろ を そ の まま引用すると，「Oswald 〔Glait〕

の 最 も強力な論拠 は，十戒 の 数と い うこ とで ある 。

…一神 が与え た もうた の は 8 っ で も 9 っ で

もな く，10の 戒め で あ っ て ，す べ て の 者が そ れを守るよ う神 は望ん で お られ る，そ れ は不変で

あ ると彼は言 うの で あ る 。

……そ れゆ えに ，安息 日 もまた守 られ ねば な らな い し，も し そ れ を

否定するな ら， 他 の ．9 っ の 戒めもす べ て 否定され な くて はな らな い と
， 彼は説 くの で ある」。

　十戒の有効性は，「キ リス トも彼の使徒た ちも，それ を変え よ うと しな か っ た し，廃止 もしな

か っ た」 と い うこ とか ら明 ちか で ある，キ リス トは 「決 して安息 日 を破 られ なか っ た し，1 廃 さ

れ も しなか っ た 。 そ うで は な くて
， 彼 は安息日を確立 し

， そ れを堅 く立て
， 数 々 の奇跡 を もっ

て 飾 られ た の で あ る」。 さ らに，、使徒た ちも安息 日を守 っ た，割礼を否定 したパ ウ ロ で さえ 。

一

一Glaitは こ う主張する
83）

。

　Glaitは
， 安息 日は儀式的律法で あ っ て 割礼 と共 に廃された と す る論敵た ち の 批判に くみす

る こ とは で きな い 。 割礼 は ア ブラ ハ ム に始ま るが
， 安息日は ユ ダ ヤ人た ちが存在するは るか以

前か らある の で あるか ら。 「OSwald 〔Glait〕は，安息日 は創造 の 初 めか ら命 じられ守 られた

と主張する押 。 さ らにGlai七は，ヘ ブ ル書 4 章 か ら，安息 日 は 「永遠 の 安息 日 の 影，．し る し」

で あ っ て ，こ の し る し は 「キ リ ス トの 再臨 の 時に成就す る」 もの と見な す 。 また Glaitは ，安

息 日 は生涯に わた っ て 日々 守 らる べ き もの と して 安息 B の霊 的遵守を説 くシ ュ ヴ ェ ン ク フ ェ ル

トに反対 して
， 定義通 りの 遵守を強調す る

， 「牛 もろば も守らね ばな らな い と さ れ て い る が
， 彼

らに は霊的 に守る こ とな どで きる で あ ろ うか」
80、，

・
そ れゆ え 定義通 りに守る と い うの が妥当で は

な い か と言うの で ある 。 なお，日曜日に っ い て は矯い言及 があ る の みで，「日曜日は法王が作 っ

た もの で あ っ て 」，安息 日がな くな っ ．て しま っ た の は 「悪魔の しわ ざ」だ とGlaitは決め つ 廿 て

い る
a6）

。

　さ て ，もうひ と・りの 代表的Sabbatarian　Anabaptist，　Andreas 　Fischerに 移 りた い
。　Fischer

は i48G年頃 ， 今 日 の ス ロ ヴ ァ キ ア の ク レ ム ニ ッ に生ま れ
， 司祭 で あ っ た ら し い

。 論争相手 た ち

は ，．彼 は学識があ っ て ギ リ・シ ア
，

ヘ ブ ラ イ，ラ テ ン の諸語に通 じて い る と報告 して い る 。 再 洗

礼派 にな っ た彼は ；ユ527年ない し28年 に ニ コ ノkス ブル ク に現れ，Glaitの 土 曜安息 日を受け入

れ，そ の協力者 とな る 。 ス F ヴ ァ キ ア の Schwedler等で 精力的な働きをするが
，
1529年Leu・tshauで

妻 と共 に捕 らえ られ ， Tschi七schwa 城に幽閉され る。 異端的教説 と当局 に対す る反逆煽動 の ゆ

え を も っ て 死刑 を宣告 される 。 妻 は溺死刑，そ して 彼 は絞首刑 。 妻 は死ぬ が彼 は縄が切れ て 下

に落ち
，

そ の まま逃走す る
。 再び モ ラ ヴ ィ ア

，
ス ロ ヴ ァ キ ァ の 各地で 活動す る が

，
1540年 ， 強

盗騎士 フ ラ ン ツ ・ベ ベ
ッ ク の 兵士 た ちに捕 ま り，Horka城 の 城壁 か ら投げ落とされ て ，そ の 波

乱に富んだ
一
生を終え た 。

　Sabbathに 関す るFischerの 考え は
， 彼の論争相手Valentine　Crautwa！dの 文書を通 して 知 る

こ とが で き る。 前述 の Glaitの書物Buch王enn 　vom 　Sabbathに対 して Crautwaldは批判を 書き，

それ に対 して 反論 して ほ しい とGlaisか ら依頼され て Fischerは一
書を著す 。 こ れ に対 し再度

Crautwald が書 い た論述が残存して お り
1
，

これ に よ っ て Fischerの 主張が っ か め る の で ある
゜「）

。

．Crautwald はFischerの 主 張 と して 16の 項目を挙げ，ひ と つ ひ と っ に っ い て 論難 して
「
い くの

1

で あ る が
，

そ れ に よ れ ば
，
Fischerの 主張はGlai七の そ れ と基本的に重 な り合 っ て い る 。 た と え
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ば

　「1．神の十戒 は 10の 契約の 言葉で あ っ て ，安息 日もそ の 中で 定め、られ そ の 中に含 まれ て い る 。
’

安息 日が守 られな い な ら J 人 は神の 戒めを犯す こ とにな り，8 っ 〔sic〕の 契約 しか残 ら ぬ こ と

に な っ て しまう」
°n）

。 すなわち，十戒の全体性と い うか ，全部そ ろ っ て は じめ て 完全 な十戒 と言

え るはずだ とFischerも強調する の で ある。 　　　　　 、

　「2．モ ーセ も， 預言者 たちも， 新約聖書 の 中 の 教師で ある使徒た ち も，皆，十戒を教えて い る。

そ し て 安息 日も そ の 十戒 に属 して い る の で あ る か ら ， 人 は安息 日を守 る べ きで ある」
ac）

。 こ うい

う調子で FischerはSabbath遵守 の 理 由を挙 げて い くの だが，特に興味深 い の は 11項 と14項で あ
1

る 。

　「11．聖書 は安息 日 に つ い て 非常 に たび たび語 っ てい る 。 安息 日 に つ い て と同 じよ うに 日曜

日に つ い て の 聖句がた くさんあ るの な ら，私は安息 日の 代わ りに 日曜日を守 るの だが」
se）

。 土曜

安息 日に つ い て の 聖書 の頻繁な言及 と，日曜 日 に つ い て の聖書 的根拠 の薄弱さ とを比較 じて い

るわ けで あ．る 。 ，

　 「14．教皇 ヴ ィ ク トル とコ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝が 日曜日を守 る よ う命 じた最初 の 人 々 で あ っ

て
，

そ れ は教皇教令 として もだ されそい る 。 しか し神は ， 〔土曜〕
’
安息 日を制定さ れ

， 命 じ ら れ

た」
Sl）

。 人．と神 とが対比 され
， 教皇と皇帝が 日曜 日 を定め

， 神 は安息日 を定め た，とする 。

　以上，Sabbatarian　Anabaptistsの 代表者，・GlaitとFischerを簡単に見 て きた 。 は っ きり言

える
一

っ の こ と は，彼らは自分た ちの 主張め根拠を，宗教改革 の 中心原則で あ っ た
“

聖書の み
”

に

置 い て い る と い うこ と で あ る 。
こ れ が彼 らの 主張 を説得力ある もの とし，それゆえ に また，種々

の 困難な状況下に あ ？ て もかな りの成功を収め さ せ た の で は あ る ま い か 。

　d．　 そ の 他
ce）
　　　　

’

　ス ペ イ ン に おい て ，ル ター主義の 影響 と い うよ り，独 自に 改革主義を打ち出 し た人 物に

Constantino　PQnce　 de　la　Fuentθ 〔1560年没〕が い る。 説教者 と し
’
て 名声 を博 し∫著述家 と

して も活躍 し， しか しっ い に異端 の嫌疑で 捕 らえ られ獄死する 。 こ の GonstantinQ は十 戒を 強

調 し
，

し か も土曜 日を守 る こ と は十戒 に従 う
一

部分をな すと指摘する 。 厂神は
， 〔い わ．ぱ〕什

一

と
’
して 神にさ さげられ るべ き定 まっ た一．

日を指定 された。 こ の 日 に は ， 他の思い 煩い に じ ゃ ま

され る こ とな く，人は外的に も内的に も神を覚え て ，感謝を ささ げ ね ばな らな い 一
丁 人 を創造

し，こ の 世に お い て 支え，大い な る永遠 の 恵み を約束 して お られ る神に」
93）

。

　ト ラ ン シ ルヴ ァ
ニ ア で は16世紀末 ，

Andreas　E6ssiが 自分 で聖書 を学ん で安息 日運動 を起 こ

し，土曜安息 日を遵守すべ きこ とを主張 した 。
ノ ル ウ ェ

ー
，

フ ィ ン ラ ン ド，ス ウ エ
ー

デ ン な ど

北欧諸国で は
，
16世紀初頭 ， 宗教改革が もた ら さ れ る以前か ら

， 土曜安息 日 を守 る人々 が い た

こ とが確認 され て い る し
，

オ ラ ン ダ； フ ラ ン ス ，T：］シ ア に も，そ う した人々 が い た よ うで ある g

ただし，そ うした報告が，ユ ダヤ人やユ ダヤ 教に 改宗 したキ リス ト者た ちの こ とを言 っ て い る

場合 もあ るち し く，正確 な こ とは不明 と言わね ば な らな い 。

　ただ，い ずれに して
・
も・
，日曜日をSabbathとする中世以来の一般 的な宗教慣習・の 中で ，こ の

宗教改革期に ，単純素朴な聖書主義か ら土曜日をSabbathζ見なす者たちが ヨ
ー

ロ ッ
パ 大陸 の

各地 に い た らしい こ とは確かで ある 。 Sabba七hとSundayの 問題 1よ， 決 して 決着ずみの事柄で は
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な く， 生きて 揺れ動 く現実 の 争点 だ っ た の で ある 。

（未完）．

注
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”
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と略記〕pp ．114− 129）・等
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．
　　　　　　　　　　

．
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， 区切りを つ けや す い と い う利点 の ほ

．
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　　た の で は な い か，とDeiss皿 ann 等 は推測 して い る （Specht，p．125）。

4）Frorn 　Sabb αth　to　San（labl，　p ．162の 本文や 脚注を、参照 。

5） Lt
主 の 日

”
と い う言 い 方 に っ ．い て は ，　K ．A ．　Strand，

“The ‘Lords　Da ゾ in　the　Second　Centurジ

　　（SSH ，　Appendix 　F ．，　pp ．346− 351） を参照。短 い 論考で 南る が ，きわ め て 説得力 に 富む 。 日曜 日
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一 「デ ィ ダ ケー
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　　系 の 諸言語 に残 っ て い る わ け で あ る （dimanche ，　domenica ，　d6mingoな ど は 皆，
“
主 の．日 ”

す な ．

　　わ ち
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日曜日

”
の 意）。 Specht，　p．126参照 6

6＞こ れ に っ い て も さまざまの 考察があ る が，S．　Bacehiocchi ，　From 　Sabbath　to　Stnday ；R ，　J，

　　Bauckham
，

“
鐔abbath ．aTid 　Sunday 　in　the　Post−Apostolic　Church

，

”
（CarS．on 　ed ．，pp．251−

　　298）；Bacchi
’
occhi

，

“The　 Rise　of　Sunday 　 Observqnce　ln　 Eayly ・Christiapity“SSH，　 pp ．

　 ．132− 150）等 を主 と して 参照 したb　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’

7 ） ロ
」

マ ・グ レ ゴ．リア ン 大学 で の 博士論文
“Un　esame 　dei　testi　 Biblici　 e

’
patristici　 allo 　 scopo
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．
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’

　　（1974）に手 を入 れ て 英訳 した もの
。

8 ）Bauckham ，　pp．270− 273。また特にK 。　A ．　Strand，『From 　Sabbath　to　SundaY ．in　the　Early

　　Christian　Church ：AReview 　 of 　Some 　Recent　Literature．　Part　9 ：Samuele 　Bacchiocchi’．s

　　Recons 七ruct めn
，

“

（4ndrews　 Univθ rsity 　Semin α ry 　8如 d‘25 〔以下A 　USS ・と略記〕17 〔1979〕：

　　85
− ・Q4）．が 曄 に

．
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9）Bauckham ，　pp ．274
’
− 275。

1G） こ う した 問題点 に 加え て ，重大 な弱点 と して
，
　Strandは ，

　Bacehiocchiが 自説 の 補強 として 提示 した
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．。すなわち，　Easter　Supdayもまた．ロ ー・マ で 反i ダヤ 感
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11）　Frorn　Sabbath
．
tO

−Sun （1αこソ，　PP ．218− 235，270− 3020
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一

「聖書の 表現 か ら知 られ る よ
．
う に

， 諸時代 を

　　日 々 と して数え
，

そ れ に 従 っ て 時代区分をあげる な らば ，わ た した ち の 安息 は 明
．らか に 第七．臼 に 求 め

　　られ る で あ ろ う。

……わ た した ち の 生 き て い る の は第六 の 時代 で あるが ，……そ の あ と の
．
い わ ば 第七．

　　日 に，神
．
は休 む で あ ろ う。

……
．こ の 第七 日 は わ た した ちの 安息で あ り，そ の 終わ り

．
はタベ で は．な ・くて ，
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　　活 に よ っ そ聖別 さ．れ た Elで あ．る」 （「神の 国』第22巻等30章 5・。 泉治典訳。『ア ウ グス テ ィ
．
ヌ ス 著作集』　　 ・

　　等 15巻 〔教．文館．1983年〕
．379．− 380頁）。

14）・KA ，　Strand，
“
The　Sabbath　and 　Sunday 　From 　

’the　Secqnd　Through 　Fifth　Centuri6s，
”

　　（SSIi，．Apperdix　B ，　pp ．323一 332）。 　　 ．

15）Epi ・七1・ ・t
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　parnab・・， ・h・p ・15．儡 ・ 甜 ・一翫 … 砌 ん… 1 ・

・147）・
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，

　　2　：132　〔Strand，　lbid，　p ．323〕）。

19）So20men ，　Ecciesiα stic．al　rristbrン 7．19
’
（NPNF ／2，2 ：390 〔Strand，　fbidl，　p ，324〕）。

20）Apostotic　COn ’
stitutions ，

．
・7．23 （Al＞
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F 　7　：469）。 　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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，
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23）　Strand，　Jbi〔i．，　pp ．326− 3270
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，
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．
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．
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’
　　　　 ．1’

25）　Codeai　Justiniqnus　3．12．3　（Philip　Schaff，　History　of 　the　Christidri　Church，　vol ，3　〔5

　　th ・d．，1902〕，　P ．380，
　n6t ・ 1）。　D ・h　RN ・ uf ・ld ・ nd ・」・li・ Ne ・ffer　・．d．

　Sevenlh−daor　Adventise．
』
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’Source　B σ oh ，（Washing ．ton ，　D 、．　C ：Review　and 　Herald　Publishing　Assn ．

，

　　1962），．p ．999．以下SB と略記 。

26）Rordorf
，
　p，163．　Bauckham ，　p ，281。

27）Rordorf ，　p．166。 　　　　　
’

28）政治 ・社会 ・宗教と同時に，．規則的な休日 は経済活動に も益す る とこ ろ大 で あ っ たで あ ろ う。 M ．G ．

　　GlazebrQok
，

“Sunda ジ ，　 JameS 　 Hastings ．
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31）　Jbid，15，5，5　（SB，　pp ，1001 − 1002）0

32）　S．Ephr α em 　Sy
’
ri　hymni 　et 　sermoneSi

，
1 二542− 544　〔Strand，　 P．329〕0

133
）Charles 　Joseph　Hefele，　A 　Histor．“ノ of 　thθ Chr

’
istiαn

’
σouncit8 ，　 Vol．2，七rans ，＆ ed ．　 by

　　 H ．N ．　Oxenham （Edinburgh ： T ．＆ T ．　Clark，1896），　 pp．310，316 〔SB ，　p ．879ユ。

34）From 　Sαbbα th　to　SZtndα3ノ，　pp．187− 198。2 世紀か ら，マ ル キ オ
ー

ン （160年頃没） の 頃か ら，ご

　　 の動き は 存在 した とBacchiocchiは見る。

35）Ibid．，　p ．197，な お，こ こ で ，ロ
ー

マ の 教会 と土曜 日の 断食 とい う点 に っ き，二 つ の こ と を補足 して

　 　 お き た い 。

　　　 一
っ は，い さ さか 余談 め くが，い わ ゆ る 「郷 に 入 っ て は郷に従え 」「V 一マ で は ロ ーマ 人 の よ う にせ

　　 よ」 とい う こ と わ ざ は
，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ズ と母 テ
＝ ヵが

，
「ロ

ー
マ で は土 曜 日に 断 食 して い ます が

，
ミ

　　 ラ ノ で は して い ませ ん 。ど ちらの 習慣に 従 うべ き で し ょ うか」 と，ア ン ブ ロ シ ウ ス に 尋 ね た の に 対 し，

　　 ア ン ブ ロ シ ウ ス が 「私 は ミ ラ ノ に い る 時 は ミ ラ ノ

’
の 人 た ちの よ うにす るが ，、ロ

ー
マ に行 っ た時に は ロ

ー，

　　 マ の人た ち が す る よ うに する」 と答え た こ とか ら き て い る と さ れ る 。 （Augustine，
　 Letter　 54，　 to

　　 Januarius，　chap ，2，　in　Migne ，　P αrolo8i α Latinα 33．200，201 〔SB，　p ．880〕

　　　 も う一
っ D こ れ は大事 な こ とで ，しか も余 り注意 を払 わ れ て い な い の で あ る が ，い わ ゆ る柬西西教

　　 会 の 分裂 （1G54年） の 原因 の
一

っ に
，．実 は こ の

“
土 曜 日の 断食

”
と い う こ とが あ った の で あ る （R ，

　　 Lod6m
，

“Th ・ s ・bb ・th　in　th・ G ・ ・at 　sρhi・m ・f・A ．　D ．1054
，

“A ・USs 　1 〔1963〕・ 74− 80）。

　　　 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リス 総主教 ミ カ エ ル
・ケ ル ラ リオ ス は じめ 東方 の 教会が ，ロ

ー
マ 教皇 は じ め 西

　　 の 教会 に 宛 て た公開書簡 （1053年） に は，他 の 事柄 と並 ん で 土曜 日 の 断食 が 重大 な 争点 と して 挙 げら

　　 れて い る 。
こ れを強制しよ う とす る ロ

ー
マ 教会 に，東方の 教会は激 し く抗議 して い る の で あ る （PG

　　 120．835− 845 〔Odoin ，
　p．74〕）。 伺 じ頃，コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リス の 修道院長 Nicetas　Stethatos

　　 は
，

ラ テ ン 教会 を 駁す る書を著し
，
聖書か らで あれ使徒的伝承 か らで あ れ

， 安息 日 を 断食 の 日 と す る

　　 ど ん な 権限 も ロ
ーマ の 聖 職者 た ち は持ち合 わ ぜて い な い はず だ と 断言 し，広汎 な 支持 を 得 る （PL 　120．

　　 1011− 1022　〔OdQm ，　P ，75〕）σ

　　　 同年末， 教皇 レ オ九世は長文の 手紙をケ ル ラ リオ ス らに書き
， 自分は使徒ペ テ ロ め後継者で あ・

っ て

　　 全教会 に 対す る至上権を有 して おり ， 自分 の 言葉 は信徒 が 服従すべ き律法 で あ る と 述 べ る （PL 　 143．

　　 745− 768 〔Odo 皿 ，　Ibid．〕）。

　　　 さ て 翌 1054年 ，
レ オ九 世は枢機卿 フ ン ベ ル トを中心 と す る使節 団 を コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス に 派遣

　　　して 収拾に あ た らせ るが
， 東方教会 は ロ

ー
マ 司教 （教皇）に従 う こ とを肯ん ぜ ず，話合 い は決裂 して

　　 使節団は聖 ソ フ ィ ア 寺院 の 祭壇 に 破門状 を 置 くに 至 る （6月）。と こ ろ で こ の 折 りに ，フ ン ベ ル ト は

　　　あ る文書の 中で ，教皇 シ ル ヴ ェ ス テ ル
ー

世 の 言葉を引 い て こ う主張 して い る
一

．「主 の すべ て の 弟子 た

　　　ち に と っ て ，葬 られて い る主を 嘆 き悲 しん で
， 安息 日 に は悲嘆が あり，

一方勝ち誇る ユ ダ ヤ 人 た ち に

　　　は喜びが あっ た 。 断食して い る使徒たちは，ただ悲 しみ に くれて い た 。 そ れゆ
「
えわれわれ は，主 の 葬

　　　りの ゆえ に
， 悲 しむ者 た ち と共に悲しみ

，
そ して

，
主 の 復活の ゆ え に喜ぼ う で は な い か 」 （PL 　 143．

　　 936−‘937 〔Odorn ，　p．78〕）。 土曜日の 断食 は こ の よ う に 理 由づ け られて い、た わけで あ る 。

　　　 後に ケ ル ラ リオ ス は
，

ア ン テ ィ オ キ ア の 総主教 に 手紙 を送 っ て 事態 を説明 し
，

っ い で ，安息 日 に 関

　　　して こ う述 べ て い るτ 「な ぜ な らわ れ わ れ は，安息 日 を主 の 日 と 同様 に あが め る よ うに
，

そ して こ れ
’

　　　を守 つ て こ の 日に は働 か ぬ よ う命 じられて い る か らで ある」 と （PG 　120．777L778，〔Odom ，　 p ，79〕）。

　　 東方で は，こ の 時代 に お い て も な お，主 の 日 と共に安息 日が尊ば れ て い た こ とを これ は示して い る 。
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　　　　ロ
ー

マ 教会が こ ん な に も執着し励行さ せ よ う と した安息 日の 断食 は，しか し11・世紀末 に は ゆ る み は

　　　じめ
， 代わって ，

．
第七 日

．
は 聖母 マ リア の 崇敬に捧げ・られ る べ き とすう考え が．広 ま っ て い

．
〈。 西方 で は

　　安息 日の 断食が す た れて い き，
．
東方教会 で は安息 日を 尊ぶ と い う こ とが す た

．
れ て い き，い ず れ に せ よ

　　第七 日安 息 日 は特別 な 日で は な くな っ て い
ー
〈 （Odom

，
　pp ．79「80）。

36）こ の 部分 は，・Dani61 ・Aug ・b ・ ・g ・r・
“Th ・ S・ bb白th　and 　L 。・q

’
・
　
D ・ y　Dg ・ip9．th・ Middl ・ Ag ・ s

”

　　　（SSH，　pp ，190− 214）に多くを負 っ て い る 。 な お，　 R ，　 J，　 Bauckham ，
“Sabbath　and 　 Sunday

　　 in　the　 Medieval　Church 　in　the　West ，
”

（Carson，　 pp ．299−．309）を も参照 。

37）Augsb し1rger ，　p ．192L

38） Ep 　ist・．108，20．（NPI ＞
’
F ／2

，
6 ：206　〔SB ，　 p，999〕）。

39） ヘ ン リー・ベ
ッ テ ン ソ ン 編，島田福安訳，

．
『キ リス ト教文書資料集』（聖書図書刊行会，ユ962）189頁。

40）PL ，77．1254，1255 （Augsburger，　p ．193）。　
’

41）C 、Mervyn 　 Maxwell 　 ed ．，
“Colleet−iQn　 of 　 Papets　 for　 the　 Class　 on 　 History　 of　 Sab

’
bath

　　　and 　Sunday ”

（Andrews 　University，1976）J
　pp ．452− 455。

42）1bid、並 び に Augsburger ，　pp ．193− 194。

43）MonLment α Gerrrtαniae 　historicα ，
　 Conc．　 L　165．166 （Augsburger ，　Ib，id，

　p ．198）。

44）CanQn 　4 （M α nsi 　9 ： 1015 〔A 血gsやurger ，　p．198〕）。

45）MGH ，σap ．ユ．11．12 （Augsbur ξrer，　p．198）b

46）Winton 　U ．　Solberg，　Redleem　the 　Time ；　The 　Purit α n　Sαbb αth　in　Eqr ！y　Americ α （Harvard．

　　　1977），p ．14．　Kenneth　L ，　Parker，　 Th‘

e　En8eish・Sαbbath （Cambridge ，1988），　p，14。

47）MGH ，　SS．1．．569，633，643・（Augsb
’
urger ，，　pp ．198− 199）。 　　　　　　　　　　　　　．

48）MGH ，　Lege8 ，
1．66 （SB ，

　p．1002）0

49）Glazebrook，　p ．106。
』
　　　　　　

’

50）MGH 　Conc，2，．194．195 （Augsburger．，　p．203）。・

51）Hefele−Leclercq，．Eistoire 　des　con ρiles（Paris．1907−），3 ：287，288．（Augsburger，　p ．203）。

52．）PL 　 110 ・ 76「 78 くA ・ g・bu・ger ，遡 ，
）・

53）Glazebtook，　p ，106ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．．．　　　　　　　　　
’

54）Solberg
，
　P ．14．

．P，arker ，
　P．19．，

55）Bauckham ，　Ibid．，
．
p ．304．

56） こ こ は特 にAugsburgeir，
　pp ．205− 206 ；Bauckham ，

　pp ．304− 307 ；Parker ，
　pp．17

− 21に拠る。

57）Thomas 　Aqui照 s
，
翫 郡 m α Theologicα，2a2耳e ，122，4

』
（Blackfri

’
ars 耳dition，1972，　p．305

　　　〔Park』r，　P．19〕）。　　　　　　　　　　　　　
’

58）　Ibi〔1．2a2ae，122，5．　　　　　
．
　　　　　　　　　　、

59） Gregory 　 I，　 Sdec ‘θd　Epistles　 13，1 （NPNF ／2．13．　 g2，93 〔SB ，　 P ．．833〕）b

60）注の 35を参照 。

61） Augsb 口rger ，．　pp．208・−2091　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．

62）　Jbid．　　．　　　　　　　　　・　　　
．
　
．
　　　　　　　　　　

．
　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　、

63） この 箇所 はR ．J．　Bau．ckham ，
‘‘
＄abba ．th

．
and ．Sunday 　in・the　Protestant 　Tradition

”
（Carson、，

　　　ed ．，　pp ．311− 341）；K ．　A ．　Strand．‘fSabbath
　and 　Sunday 　in　the　Retormation　Era”（

−SS耳，

　　
．PP ，215，L228 ）；Parker，

．
pp ．23− 32等、に基 づ くo

236

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

Sabbath一 その 思想 ・歴史
・・意義　（2｝ 23

「

64）Bauckham
，

・
pp ．312− 317 ；Strand，

　 pp ，215−．218 ；Parker ，　pp ．23− 271

65）「大教理 問答書』福山四郎訳 。 『ル タ
ー著作集』第

一
集第八巻 （聖文舎 ，．1971年）403− 405頁．

。

66）The　Augsburg　Confession　2．7．　in　Phil重p　Schaff，　 The 　Creeds （ゾ Christendom （N ．　 Y ．

　　 Harper，1919），．3 ：68，69　〔SB，　p ．997〕。　　　　　　　　
’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

67） カ ル ヴ ァ ン 『キ リス ．ト教綱要』 ll．渡辺信夫訳 （新教出版社，1962年）191− 192頁。

68） ジ ャ ン ・カ ル ヴ ァ ン ；渡辺信夫編訳 『ジ ュ ネ ーブ教会信仰問答
一
翻訳 ・解題 ・．釈義 ・関連資料一』
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11989
年）48頁 。

69）「キ リス ト教綱要』2．8．31．（前掲書 194頁）

70）同書 ．2．8．33．（197頁）。

71）　Strand．，　 p．217．
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ー
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一
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’
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73）　Strand，
．
　pp ．

．
217− 218，

74） こ こ は Daniel　 Augsburger ，
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1
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