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l立 じ め に

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス （Augustinus 354-430） の 修道制 の 発展 を イ タ リ ア に お け る か れ の
最初の communitas ・ Cas siciacu mか ら 北 ア フ リ カ の タ ガ ス テ （Thagaste） 及 びヒ ッ ポ

( Hippo ） ま で 跡 づ け る な ら ば， そ 乙 IL 4世紀半lぎか ら 5 世紀初頭 に か け て ラ テ ン的西万
世界 に 成立 し た修道院が た ど る 発展の軌跡が集約 的 に 見 出 さ れ る で あ ろ う 。 R. Lorenz が
指摘す る よ う に 初期修道制 ・ Mon 伽1m と は 多 義 的 で， か つ 腰昧な概念 で あ � . ま た ，
B . Lohse は 西万世界 の そ れ を 東方 と 比べ て 統一性の な い ， 自 己完結性の な い 運動 と し て

2) 
と ら え て い る 。 乙 の こ と は ”修道士 ト ハ世俗ノ活動ヲ ス テ ， 信仰ノワザ ニ 敢エ テ 自 ラ ヲ ツ
カ シ メ ル “ と い う ， ア ウ グ ス テ ィ ヌス と 同時代人 オ ロ シ ウ ス （Orosius 5 世紀初頭） の 修

3) 
道士に 関 す る 広 義 な 定 義 に も う か が わ れ ， 禁欲主義 を 基盤 と す る 修道士の い わ ゆ る 「 完
全 な る 生活 」 が ま さ に 多 様 な あ り 方 を 示 し て い る と こ ろ か ら も 明 ら か で あ ろ う 。

本稿 で は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 修道制成立 の 視角 か ら ， 4 世紀後半 よ り 活発イじす る ラ テ ン

的西万世界 のエ ジ プ ト 及 び オ リ エン ト の禁欲主義運動 の流入 に よ っ て 形成 さ れ る 修道生活
の 多 様性 の 問題 を ， ま ず は ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス と 接触可能 と み ら れ る 同時期 の イ タ リ ア と 北
ア フ リ カ の 修道制 に 関 し て と り あ げ， そ れ の 影響が か れ の 修道制 の 成立過程 に ど の よ う に
投影 し て い る の か， ま た ， か れ の 修道制 を 支 え る 理念 と は何か， そ し て こ の 理念の反映 と
み ら れ る ラ テ ン的西方世界の 最初の か れ の 修道院規則 を 検討 し ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 修道制
の あ り 方 の 一端 を 明 ら か に す る こ と に し た い。

本研究は昭和54 ・ 55年度文部省科学研究費補助金一般 （B） に 基づ く 「ロ ー マ ・ ア フ リ カ 文化交流史

の 研究』 〔研究 グ ル ー プ 長谷川博隆 （名古屋大学） ， 国原告之助 （名内慶大学） ， 辻佐保子 （名古屋
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大学） ， 徳田 直宏 （愛知県 立芸術大学） 〕の研究成果の一部で あ る 。

注
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2) B. Lo hse, Askese und Monchtum in der Antike und in der alten Kirche, Reli gion 

und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforsc hungen Bd. I ,  Mtinc hen und W ien 

1969, s. 2140 

3） ”qu i ad unum fide i opus dimissa saecular ium rerum mult imoda actione se red igunt .“ 

Orosius, Adversus paganos h istoriarum libri septem, 7, 33 . CSEL V. S, 515 f。

1 . ローマ修道制とアウグスティヌス

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が《告白録）＞ ( confessiones） の中で語 っ て い る よ う に ， か れ が禁欲
主義的生活 を 初 め て 知 っ た の は 386年の夏の ミ ラ ノで あ り ， そ れ は 皇帝 グ ラ テ ィ ア ヌ ス

(Gratianus 在 位375 383） の内廷人で ア フ リ カ 出身の 同郷人 ポン テ ィ テ ィ ア ヌ ス （Pon-
titianus） が語 っ た ア ン ト ニ ウ ス （ s. Antonius 25%52�35%51） の 生活， ま た ， ポン テ
ィ テ ィ ア ヌ ス 自 ら が帝都 ト リ ア ー で 目 撃 し た と い う 同聖人の伝記 〈聖 ア ン ト ニ ウ ス 伝〉
(Vita s. Antonii） に触発 さ れ て 始 め た 2 人の 同僚の神へ奉仕 の禁欲主 義 的生 活 な ど の

逸話で あ り 〉， そ れ が ア ウ グ ス テ ィ ヌス を387年の 改宗lζ 導い た 要 因 と な っ て い る 。 386年の
夏か ら 388年の暮， ア フ リ カ に 帰省す る ま で の l 年半の 間， か れ が ロ ー マ と ミ ラ .I K存在
す る 修道生活の あ り 万 を 調査見聞 し て い る と こ ろ か ら ， わ れ わ れ は ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス と 接
触の 可能性 を も っ 両 都市周辺の 修道制 を 瞥見す る 乙 と に し よ う 。

Lorenz は 4世紀後半の ロ ー マ 修道制 を 論ず る 際， ロ ー マ に お け る 祭欲主義 的生活の古
代教会的 ・ 西方 的形態 （Altkirchlich -a bendlandische Form） の 存在 と そ れ の エ ジ プ ト

的 ・ オ リ エン ト 的形態 （ Agyptische-orientalische Form ） への転換乃至 は 混交 を 明 ら か

に し て い る 。
エ ジ プ ト ・ オ リ エン ト 修道制 の 影響 を 受 け る 以前の古代教会的 ・ 西方 的形態 と は ， ロ ー

マ 貴族の 婦人層 に 流布 し た 禁欲生活で あ り ， そ れ は 個人の 数人の 志 を 同じ く す る 血縁乃至
は主従関 係 に あ る 者 た ち が処女 と し て ， ま た寡婦 と し て 両 親か， あ る い は 自 ら の 家 に 留 ま
り ， 外界 と の 関 係 を 制約 し な が ら ， 聖書研究 と 信仰生活 と を 営 む 禁欲的家共同 体 (die 
asketische Ha usgemeinschaft） を 形成 し て い た 。 ロ ー マ 修道制 は こ の 家共 同体 を 基盤

と し て ， エ ジ プ ト ・ オ リ エン卜修道制 の影響 を 受 け て い る 。
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エ ジプ ト ・ オ リエン ト 修道制 と は ， ア タ ナ シ ウス （Athanasius 296頃－373）の《聖 ア ン
ト ニウ ス 伝〉の な か で描かれ て い る よ う に， 貧者への 施 し を 目的 と す る 私有財産 の 放棄を

諭すキリス ト の 教 え （ マ テ オ 第19章21節 ） の 完全 な 実践で あ り ， また ， 悪魔の 誘惑 に 対 す
る 戦い の た め に ， 砂漠 に 赴い た ア ン ト ニウス の 生 活 に 象徴 さ れ る 外界 と の 関 係 を 断 っ た 禁

欲主義的生活 で あ っ た ： エ ジプ ト ・ オ リエン ト 修道制には ， ア ン ト ニウ ス の 隠遁制 （ana

choreta ） と パコミウス （Pachomius 290頃－346） の 共住制 （coenobium) と が あ り ，
後者 も Gemeinschaft を 形成す る 以外， 禁欲主義的生活形態 に つ い て は 前者 と 変 わ り は
ない 。 ロ ー マ 修道制 が家共同体を外界 と の 繋 り を 断 ち ， そ れ を 都市か ら 郊外 に 移 し て い る
点 K ， エ ジプ ト ・ オ リエン ト 的影響が認め ら れ る 。

4 世紀後半か ら 5 世紀の 10年代 に か け て ， ロ ー マ に エ ジプ ト ・ オ リエン ト 修道制 を 紹介
し た 人物の 名 を あ げれ ば， ア タ ナ シ ウス と 2 人の エ ジプ ト 人修道士 イ シ ド ー ル ス （Isidor
us） と ア ンモニウス （Ammonius) , デ メ ト リウス （ Demetrius） ， メ ラ ニ ア ・ セ ニオ ル

( Melania senior 34%50-410）， エ テ リ ア （Aetheria） ， ア キ レ イ ア の ル フ ィ ヌ ス（Ru
finus） ， ヒエ ロ ニム ス （ Hieronimus 342頃－41%20） ， メ ラ ニ ア ・ ユニオ ル （Melania
junior 383-439） ， ポ ス ト ゥミ ア ヌス （Posthumianus） ， カ シ ア ヌ ス （Cassianus 360 
頃－435） ， マ ル テ ィ ヌ ス （Martinus 31%17-397） ら で あ り ， な か で も 決定的影響 を 及

ぼ し た の は ア タ ナ シ ウス と ヒ ロ エニム ス の 両者 で あ ろ う 。
コン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大帝 （Constantinus I 在位306-337） 統治下 で 第l回の 追放の 刑

を 受 け ， ア レ キ サ ン ド リ ア の 司 教の座 を 追わ れ た ア タ ナ シ ウス が ， 339年 ロ ー マ を 訪れ ，
そ の まま 2 人の エ ジプ ト 人修道士 と と も に数年間滞 在 し ， 禁欲主義的生活 を の べ伝 え た 事
実 と ， また ， 357年著 わ し た か れ の 著 書〈聖 ア ン ト ニウス 伝〉が お そ く と も 375年 ま で に ア
ン チ オ キ ア 司 教エ ヴア グリウス (Evagrius） の 手 に よ っ て ラ テ ン語 に 翻訳 さ れ た 事実と

は ， と も に ロ ー マ に エ ジプ ト 修道制 の 導入 の 役割 を 果 し て い る 。
ま た ， ヒエ ロ ニム ス は 360年代の 初 め ， ロ ー マ で受洗 し た 直後， 東部 ガリ ア で 修道生活

に 接 し ， 自 ら 修道士 と な る た め ， 東方 に 赴 き ， 砂漠の 禁欲者 と し て 東 シ リ ア の カ ル キ ス で
隠遁生活 を 体験 し た 。 か れ は 380年 ロ ー マ に 帰 り ， 教皇 ダ マ ス ス （ Damasusu I 在職366-
384） の 庇護 の 下 に 当 地 で 禁欲主義的生活の プ ロ パ ガン ダ と な っ て い る 〉。 か れ は ラ テ ン

語 の な か に 初 め て ＂monachus＂ と い う 語 を 加 え ， 更 に 修道生活 に 入 る こ と を 「 第 2 の 洗
礼」 と 規定 し ’ ”virginitas＂ を 高 く 評価 し ， そ れ を 中核 と す る 禁欲思想 を 聖書解釈学 と と

も に ロ ー マ 貴族の 婦人層の な か に 広 め て い る 。
乙 乙 に ロ ー マ に お け る 禁欲主義的生活の 実態 に つ い て 瞥見す る 乙 と に し よ う 。 ロ ー マ に
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お け る 最 も 古い形態 は ， 249年乃至 は 250年 の 司 祭で異端者ノ ヴ ァ テ ィ ア ヌ ス (Nova ti
anu s） ーノ ヴ ァ ト ゥス （Novatus） ーに 求 め ら れ， か れ は 独居の僧房 ・ cellula の中で聖
職者 と し て の司牧か ら 身 を ひ き ， 哲学的思索の 生活 を 営んで い た 〉。ノ ヴ ァ テ ィ ア ヌ ス は ロ ー
マ ば か り で な く ， 西方世界 に お け る 最初の キ リ ス ト 教的 隠遁者 で あ っ て ， か れ の 隠遁生活

は 哲学的思索の 生活 と い う 古代 的形態 と 結 びつ き ， 乙 の 特質 は年代の 確定が不可能 で あ る
が ， オ リ ゲ ネ ス （ Origenes is%86-25¥,i日） の錦子 と 称す る Domnius / D omnio と ，
世間 と の 関 係 を 絶っ て い る 氏名 不詳の男女の 生活形態 に も う か が え る 。

ヒエ ロ ニム ス に よ れ ば ， ア タ ナ シ ウ ス が第l聞の追放の際， ロ ー マ を 訪れ た339年 は ，
16) 

ロ ー マ 貴族の婦人の 聞 に い ま だ修道生活が知 ら れ て い な か っ た こ と を 報告 し て い る 。 後述
す る マ ル ケ ラ ( Marcella ? -410) 以前 に ， ロ ー マ 貴族の婦人の禁欲生活の 存在 を 否定

す る こ の 書簡 は ， 逆 に 下層階級の婦人の 聞 に お け る そ れ の寄在 を う か が わ し め る が ， 339 
年以前 の 乙 の 問題 に 関 す る ロ ー マ の状況 は 史料の う え で把握す る に 殆ん ど 不可能 に 近 い と
言 え よ う 。

ロ ー マ 貴族の 婦人の 聞 に お け る 禁欲主義的生活形態 につい て 考察す れ ば ， そ の 始 ま り は
コ ン ス タ ン テ ィ ヌ大帝の娘コ ン ス タ ン テ ィ ア (Constantia)  が皇帝デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ
ス （ Diocletianus 在位284-305） の305年の迫害で殉教 し た ア グ ネ ス （s. Agnes） の た
め に， 337年か ら 350年 ま で の聞 に basilica と monasterium を 設立 し ， 寡婦 と し て 営ん

18) 
だ禁欲生活 で あ っ た 。 ま た ， ア ン セ ラ (Ansella） の 場合 を み る と ， か の 女カ；：334年の誕
生以前 に父 に よ っ て ， 夢l乙基づ き 処女 と し て 一生 を 捧 げ る 乙 と が 決 め ら れ て い る 。 そ こ に
エ ジ プ ト ・ オ リ エ ン ト 的影響が働 い て い る か ど う か不 明 で あ る が， 処女 と し て の聖別 を 受
け た の が344年 で あ り ， 後年両 親の反対 を お し て ， 自 発 的 に よ り き び し い 禁欲主 義 に向か
い ， 閉ぎ さ れ た 僧房 で の 生活， 貧 し い衣服， 手工事 と 詩篇の頒読及 び断食な ど の 行為 は ま

さ に 殉教 を 意 味 し た 。 乙 の 点IC: Lorenz は エ ジ プ ト ・ オ リ エ ン ト 的影響 を 認 め て い る 。
ヒエ ロ ニム ス が ロ ー マ に お け る 最初の女子修道院 ・ monasteriu m の 名誉 を 与 え て い る

21) 
マ ル ケ ラ につい て み れ ば， 母 ア ル ピナ （Albina ） が339年 ア タ ナ シ ウ ス と 2 人の エ ジ プ ト
人修道土 を ア ヴェ ン テ ィ ヌス に あ る 自 分の 家 に迎 え 入れ， そ こ を ロ ー マ 貴族への禁欲主義
運動のプ ロ パ ガ ン ダ の 基地 と し て い る と こ ろ か ら ， かの女 も 幼時期 か ら 禁欲主義 に 接 す る
機会 を も っ て い た の で あ ろ う 。 かの女が母 ア ル ピナ と 前述の ア ン セ ラ と と も に禁欲主義的
生活 に 入 っ た の は ， 355年若 く し て 寡婦 と な っ た 以後 で あ っ た 。 373年の ア レ キ サ ン ド リ ア
のぺ ト ゥル ス (Petrus)  と 375年以後の《聖 ア ン ト ニ ウ ス 伝〉 と の 出 会 い に よ り ， か の
女 は パコ ミ ウ ス の 共住的修道制 と ア ン ト ニ ウ ス の 隠遁的修道制 と を 知 り ， 382年の ヒエ ロ
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ニム ス と の 接触以後 は 共住制 的 傾向 を 更 に 深 め た 。 385年以 後 ， か の 女 は ロ ー マ 郊外の所
2口3)

領lと修道院 を 移 し て い る が ， こ こ に 修道士 を 都市か ら 隔 離す る こ と を 求 め る ヒエ ロ ニム ス

の 主張 の 反映が み ら れ る 。
こ の マ ル ケ ラ の グ ル ープ に 属 す る 者 l乙パ ウ ラ （Paula 347-404） が L、 る 。 か の 女 は 397

年寡婦 に な っ た の ち ， ブ レ シ ラ（Blesilla 363 387） ， エ ウ ス ト キ ウ ム （Eustochium 368 
頃－420） ， ル フ ィ ナ （Ruffina） 及 び ト ク ソ テ ィ ウ ス （To xotius) ら の4人 の娘た ち と
と も に 禁欲的家共同 体 的 生活 を 営 み ， 共通の黒い衣服を ま と い ， 慈善事業 と 祈 り 及 びヒエ

25) 
ロ ニム ス の 指導の も と で聖書研究 を 行 っ て い た 。

ま た ， 400年項 ， メ ラ ニ ア ・ ユニオル が 夫ピニ ア ヌ ス （Pinianus ? -431 ) と と も に ，

奴隷 を そ の 構成員 に 加え 四七の 共 同 体 を 形成 し ： 吏げニキ ア （Anicia） 家 出身のプロ

パ （Proba） が 多 数 の 処女 を 自 ら の 家 に 集 め て い る 事実は， ア ン ト ニ ウ ス 的 な隠遁制 か ら
ハコ ミ ウ ス 的 共 住制 へ の 移行 を 明 確 に 示 し て い る 。

最後 に ， ア ムブ ロ シ ウ ス （Ambrosius 333頃 39 7） の姉妹 マ ル ケ リ ナ （Marcellina)
に よ っ て 353年以後設立 さ れ た 修道院に 関 し て ， か れ が ，，他ノ影響ヲ受 ケ ズニ “ と 主張 し た

よ う に ， そ れ が 果 し て エジプ ト ・ オ リ エ ン ト 的影響 を 受 け なl ＇＇ 古代教会的 ・ 西方的禁欲
主義の 形態 の 自 己発 展 の 結果 で あ っ た の で あ ろ う か 。 マ ル ケ リ ナカ＞355年処女 と し て の聖別
を 受 け ， 他 の 仲 間 と と も に 母親ω家 で生活す る と い う 伝統的 な 西方 的 形態を と っ て い る こ
と は ア ムブ ロ シ ウ ス の 主張 を 裏付 け て い る が ， し か し ， か の女が の ち に ロ ー マ を 去 り ， ｜壬｜
舎で 全 く 独 り の 隠遁生活 に 入 っ て い る 点 で ， エジプ ト 的影響が 全 く なか っ た と は 言 え な い
で あ ろ う 。

と こ ろ で ， ロ ー マ に お け る 男子の禁欲主義的形態 は い か な る も の で あ っ た か 。 男子 に 関
す る 事例 は き わ め て 乏 し い 。 ヒエ ロ ニムス が反対 を 唱 え た男女の 禁欲者 が共住生活 を 営む
い わ ゆ る Syneisaktentum の運動が あ り， こ れ は 性の 区 別 を 超越 し た 生活行動を と りとc
が ら ， 哲学 的 思索の 生活 を 営み ， グノ ー シ ス 的 な 傾向 を も っ 修道制成立 以 前の禁欲主義的
共同 体 と 言 え る も の で あ っ た 。 ま た ， ロ ー マ に は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に よ れ ば ， コ ン ス タ
ン テ ィ ウ ス （Constan ti us） と い う 人物に よ っ て 設立 さ れ た マ ニ教の 修道院が存在 し て い
る 。 こ の ほ か に ， 2 .  3 人 の 少人数 に よ っ て 構成 さ れ る 男子の 禁欲主義共同 体 が存在す
る 。 こ の グ ル ー ブは 指導者 を も たず ， 手仕事 に よ っ て 生計を た て ， 質 素 な 衣服 を ま と い ，
か っ き び し い 断食 を 実行 し た が ， 都市に 住居 を 定 め て い た 点 に ， 古代教会的 ・西方 的 形態
が 見 出 さ れ る 。

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が初 め て 祭欲主義的生活 の 存在 を 聞 き 知 っ たミ ラ ノ で は ， か れ は ど の
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よ う な 形態 と 接触す る 可能性が あ っ た の で あ ろ う か 。
ミ ラ ノの 修道院設 立 は ア ム ブ ロ シ ウ ス で も っ て 始 ま る 。 ア ム ブ ロ シ ウ ス の 修道院設立 の

目 的 は ， か れ が 司 教叙任 を ま ぬ が れ る た め に ， 哲学的 思索の 生活 を 希求 す る も の で あ り ，
〉

そ れ は 前 出 の ノ ヴ ァ チ ア ヌス の 形態 に み ら れ る よ う な 伝統 的 な 西方 的 形態 で あ っ た 。 ア ウ
グ ス テ ィ ヌ ス が そ の存在 を 伝 え る 都墜外の男子修道院は ，

）ア ム ブ ロ シ ウス が直接指示 を 与
え る 一人の司祭の指導下 に 置 か れ ， 手仕事で生活の糧を え な が ら ”東方ノ慣習 ト 使徒パウ
ロ ノ模範 “ に 従 っ て ， き び し い 断食を 含tr禁欲生活 を 営 ん で い る 。 こ の 指導司祭がミラ ノ
司教座教会直属 の 聖職者 で あ っ た と し て も ， 同 修道院に対す る ア ム ブ ロ シ ウ ス の 物質 的援
助が か れ 個 人 に よ る も の か ， 司 教座教会 に よ る も の か不 明 で あ り ， こ れ だ け で 同 修道院 と
ミ ラ ノ司 教座教会 と の 関 係 は 解 明 さ れ え な い。 ま た ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 別 の 報告 に よ れ
ば ， ミ ラ ノ に も 多 く の 寡婦及 び処女 ら が一つ の 家 に 住み ， 織物の 仕 事 で 生計を た て ， ひ と

り の婦人 を 長 と 仰い で生活す る と い う 西方 的 な 禁欲主義的家共同体 が存在 し て い た 。
4 世紀後半 ， ロ ー マ 及 びミ ラ ノで そ の存在が確認 し う る も の は 以上で、 あ る が ， ア ウ グ ス

テ ィヌ ス が師 ア ム ブ ロ シ ウ ス を 通 じ て知 り う る 可能性 が あ る も の に ， ヴェル チ ェ リ （Ver
cel li ） 司 教エウ セ ビウス （ Eusebius） の 修道院が あ げ ら れ る 。 ア ム ブ ロ シ ウ ス が西方世界

の最初の 修道院の栄誉 を 与 え ら れ て い る 同修道院の起源 は ， ア リ ウ ス 派問題 でエウ セ ビウ
36) 

ス が東方 に 追放 さ れ る 355年以前 に 求 め ら れ る 。 か れ が ロ ー マ で、読flili (Lektor） と い う 下
級聖職者 と し て 過ご し て い る 点 か ら ， Lorenz は か れ の 修道制 を 疑い も な く ロ ー マ 的禁欲

主義の 運動の流れ を 汲む も の と し て い る 。 か れ の 修道院は ， ヴェル チ ェ リ 教会 の 聖職者 た
ち の祭欲的生活の 場 ， す な わ ち 修練の 場 で あ り ， 一種の聖職者修道院 ・ monasterium
clericorum で あ っ た 。 こ の あ り方 は 4 1世紀後半の 西方修道院史 に あ っ て ， ガ リ ア の7Jレ

テ ィヌ ス の Marmoutier 修道院以外 に は 見 出 し え な い事例 で あ る 。
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め ， 厳格 な 断食の実践 と 結婚の 放棄， と く に 再 婚禁止に よ る 禁欲主義 的 生 活 を 奨励 し た 。
｝

同派の主張 に 共鳴 し た テ ル ト ゥ リ ア ヌ ス も 結婚 を ”ヨ リ 一層ノヲザワ イ ヲ防止ス ルモノ “
と 消極 的 に 評価 し ， 処女性 ・ virginitas 二 性 的禁欲 を ま 乙 と の 理想 と し て ， 次 の よ う に 三
つ の 状態 に 分類 し て い る 。 す な わ ち ， 第 l の そ れ は virginitas felicitatis で あ り ， ，，後ニ
ナ ッ テ ， ソ レ カ ラ 逃 レ ヨウ ト 望ムモノヲ始 メ カ ラ 知 ラ ナ イ 状態 デ ア リ ヘ 第 2 は 倫理 な 力
• virtus で ， ，，ソノ力ヲ余 リ ニモ知 リ ス ギ タ モノヲ侮ル コ ト “ で あ り ， 第 3 の 禁欲の功徳
• modestiae laus は ”伴侶ノ死ニヨル 結婚ノ解消ノ後， 再婚ヲ放棄 ス ルコ ト ，， で あ り ，

か れ は 男女 に こ の 三つ の 点 から禁欲生活 を 奨励 し て い る 。 そ し て ， テ ル ト ゥ リ ア ヌス の 時
代の ア フ リ カ で 教会聖職者の 独身制 ・ coelibatus が教会法 の 強制 で は な く ， 禁欲の 完全
な 理想の 実践 と し て 成立 し て お り ， カ ル タ ゴ司教 キ プ リ ア ヌ ス （Cyprianus ? - 258） の

5) 
例が示す よ う に ， 聖職者 が こ れ ら 禁欲者 の群れ か ら 求 め ら れ て い る 。

3 世紀 中 期 ， キ プ リ ア ヌ ス が唱え る 禁欲主義的志向 は ， チル ト ゥ リ ア ヌ ス と 同 様 に 私有
財産 に 対 し て で は な く ， も っ ぱ ら 結婚の 放棄 と い う 性 的 な も の に向 け ら れ て い た 。 かれに
よ れ ば ， 禁欲者 は 使徒 ， 予言者及 び殉教者な ど の天国 の 集 い の な か に 場 を 占め る ：

テ ル ト ゥ リ ア ヌ ス か ら キ プ リ ア ヌ ス に か け て の殉教者 の 時 代 （202 年一313 年） に お け る

北 ア フ リ カ の 禁欲主義運動の 特質 は ， 禁欲 と 殉教 と の 結 び つ き で あ ろ う 。 コ ン ス タ ン テ ィ
ヌス 以後 ， き わ め て稀 と な る 殉教 に と っ て ， 隠遁的生活 が そ の 地位 を 占 め る が ， そ れ 以前
で も 殉教 と い う 概念 は 禁欲的 ・ 修道的志向性 に 根ざ し て い る 。 テ ル ト ゥ リ ア ヌ ス に よ れ ば
牢獄 は ， ま さ に 荒野が予言者 に と っ て も っ て いた同 じ 意義 を キ リ ス ト 教徒に 対 し で も っ て

7) 
お り ， そ 乙 は 世聞か ら 隔 絶 し ， 伺 ら 妨害 を 受 け な い 祈 り の 場 で あ っ た 。 G. Folliet が 言 う
よ う に ， 北 ア フ リ カ で著 わ さ れ た 殉教の 書�passio ｝＞の な かの ”monasterium “ の 語 が隠

8) 
遁所 と 同 意語 と 解す る 説 は 上述の事実 を 裏づ け る 。

こ こ で ， 北 ア フ リ カ に お け る キ プ リ ア ヌス と 同時代の禁欲者 で あ り ， か つ 殉教者で あ っ
た 人物 名 を あ げ れ ば ， 司教Secundinus， 騎士階級に 属す る Aemelianus， ディオ ク レ テ
ィ ア ヌス の 兵士 Typasius, Thibica 司教 Feli x, Montanus, Lucius， キ プ リ ア ヌ ス ， ノt

ウ ラ ， Dativus,Saturninus, Ma x ima , Secunda及 びDonat illa で あ っ た 。 こ れ ら の殉教
が 北 ア フ リ カ の 禁欲主義の地域的特異性 を 決定 づ け ， そ の 禁欲主義が エ ジ プ ト 及 びオ リ エ
ン ト の 修道制 の 影響 を 受 け る 以前 I＜：， す で に 存在 し て い た こ と を 示 し て い る 。

こ の殉教 と 禁欲主義 と の 関 わ り は Donatismus と Circumcelliones の 異端運 動 に もみ
ら れ る 。 4世紀後半の ド ナ テ イ ス ト は 性 的禁欲の 段 階 に 留 ま っ て い た が ， そ れ は か れ ら が

弾圧 さ れ た 派 と し て 求 め た 高度な 完全性 の 表現 を 上述 の 性 的禁欲＝殉教 に 求 め た か ら で あ
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っ た 。 キル ク ム ケ リ オネス の 場合 も ， か れ ら の禁欲的傾向 は 殉教 で あ り ， 世俗 と の交わ り

を 拒絶す る と い う 殉教者 的志向 を も つ も の で あ つ た
テ エ ジプ ト 及 ぴオ リ エ ン ト 修道制 が港町カJ レタゴ と 東部地申海地域 と の 活 発 な交易tζ伴

つ て ， 北 ア フ リ カ に 入 っ て 来た こ と は 疑い え な い 。 ア ン ト ニ ウ ス の 名 は ， か れ の 伝記が公

刊 さ れ る 以 前 す で 吋 ア フ リ カで知 ら れ て い た ： ま た ， ア ウ ク ース テ ィ ヌス が 北 ア フ リ カ に
イ タ リ ア か ら 修道制 を も ち 込ん だ よ う に ， A. Manri que は Prov. By zacena に お け る
イ タ リ ア の 影響 を 指摘 し て い る 。 Hadrumentum の修道院 は 司 祭職 を も っ 修道院長 を イ
タ リ ア か ら 招 き ， ぺ ト ゥル ス の 修道院に は ，，海ノ彼方カ ラ “ －transmarinis ーか ら の 修
道士が お り ， ま Tこ ， タ ガス テ に は ロ ー マ 貴族の メ ラ ニ ア ・ ユ ニ オル と ピ ニ ア ヌ ス が修道院
を 設立 し て い る 。 か よ う とr北 ア フ リカへの イ タリ ア の 修道制 の 移植 に つ い て ， Manrique 

12) 
は そ れ を 5 世紀初頭の 西ゴー ト 族の侵入 と 関 係 づ け て い る 。

ア ウ グ ス テ ィ ヌ スカ＞400年頃に 著 わ し た 書 《De opere Monachorum ｝＞ で ， そ の 生活
を 批判 し た あ る 一群の 修道士た ち が ， 同 じ く か れ の 著 書 �De haeresibus ｝＞ の Cap. 57 
で論 じ て い る メ ッサ リ ア ヌ ス （Me ssalianus (Euchites 派） ） 派 と 果 し て 同ー と み な し う る
か ど う か の 議論の余地 を 残 し て い る が ， こ の メ ッサリ ア ヌス 派は メ ソ ポ タ ミ ア で 発生 し た
異端で あ り ， 390年頃パ ン フ リ ア 及 び シ リ ア を 席巻 し ， 400年 に は カルタゴ に 修道院 を 設立
し て い る 。 同派の修道士 ら は ア ン チ オキ ア 司教 フ ラ ヴ ィ ア ヌ ス （Flavianus） の も と で異

14) 
端 と し て 断罪 さ れ た の ち ， シ リ ア か ら 逃亡 し て 来た東方出身の 者 た ち で あ っ た 。 か れ ら の
生活形態 は 先述 し た Syneisaktentum の そ れ と 共通点 を も ち ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が《De
opere Monachorum ｝＞ で 批判 の 対象 と し た 修道士が メ ッサ リ ア ヌ ス 派で あ る な ら ば ， か
れ ら は マ テ オ福音 書 （ VI, 25 -34） の言葉 を 文字 ど お り 実践 に 移 し ， 手仕事 を 忌避 し ， か
れ ら の 生活 の 糧 を も っ ぱ ら 信徒 に 課せ た 義務的 な 拠 出 に 求 め な が ら ， 祈 り ， 聖書 の 読 書 及
び教義 の 教授 に う ち 過ご し た の で あ る 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が非 難 し た 点 は ， か れ ら の 福音

15) 
に基づ く 信仰の わざ を 怠情 の 口 実 と み な し た と こ ろ に あ っ た 。

4 世紀後半， ロ ー マ 及 び ミ ラ ノで 開催 さ れ た 教会会議で は ， 禁欲者 （viergines 及 び
cont inentes) に 関 す る 規定 が 見出 し え な い の に 対 し て ， 北 ア フ リ カ で は 同 規 定 が す で に
4世紀中期 に存在す る 。

担9年カルタゴ教会会議の C .3 及 び C. 4 の 「教会聖職者， religiosus (religiosa ) , 

男ヤモ メ 及ピ寡婦 ラ ガ血縁者 デナイ女性及ピ男性 ト 共 住 ス ルコ ト ヲ禁ズル 」 と の 規定 は ，

325年の ニ ケ ア 教会会議の C . 3 の規定 と 同 一 で あ る が ， 乙 の男や も め 及 び寡婦は 聖職者及
び religiosus と 並記 と 伝 っ て い る と こ ろ か ら ， 教会か ら 聖別 を 受 け ， 再 婚 を 放棄 し た 禁
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欲者 を さ し 示 す の で あ ろ う 。 同 規定 は 教会 に よ る 禁欲者 の 存在 の 公 的 な 認知で あ り ， こ の

こ と は390年の カル タ ゴの 第 2 教会会議の c. 2 の 規定に も 同 様 に う か が わ れ る が ， 同 C. 3

で は religiosus (religiosa ） の聖別権 を 司祭で は な く ， 司教 に 認 め て い る 。
ア ウ グ ス テ ィ ヌス がピ ッ ポ司教 ア ウ レ リウ ス （Aurelius） の も と で ， す で に司祭職に就

い て い た 393年 の 同 地 の 教会会議 は ， C. 5でreligiosus の 聖別 を 受 け る 年令の 下 限 を 聖職
者 の そ れ と 同 じ く 25歳 と 定 め て お り ， C.35 で は聖別 さ れ た 処女た ち が両 親 を 失 っ た 際， 教
会 は か の女 た ち を 推せ ん し う る 婦人の監督下 に 置 く こ と を 規定 し て い る 。 し か し ， C.38 で
は 先の カル タ ゴの 第 2 教会会議の C. 3 と は異 な っ て ， 聖別権 を 司教の承認 を 前提 と し な が

ら も ， そ れ を 司祭 に も 認 め て い る ： G Fo 伽 は こ のヒ ッ ポ の 教会会議規 定 に つ い て ， 教
会側が religiosa， す な わ ち 聖別 さ せ た 処女た ち の 生活形態 を 規定 し た も の と し て 重要 視

し て い る 。
ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス がヒ ッ ポ司教 と し て 出 席 し た 39 7年の 第 3 カル タ ゴ教会会議 は ， 聖別

を 受 け た 禁欲者の 生活形態 及 び か れ ら と 教会 と の 関 係 を よ り 発展 的 に と ら え て い る 。 c. 12
で は ， 聖別 を 受 け た 寡婦乃至 は 修道女 ら が ， 女性の 洗礼志願者 の た め の 教理指導 と 受 洗後

の 生活指導 を 行 い う る 能力 を も つ こ と を 規定 し て い る 。 C.97 で は ， 司教が聖別 を 受 け た 女
性 た ち の指導者 の 選 出 に 関 す る 審査権 を 有 し ， c. 1 02 で は 司祭が食糧 問 題 が 機縁で修道女

と 深 く 親交 を 結ぶ 乙 と のとE き よ う に ， 教会側が監督権 を も つ こ と を 認 め ， C. 1 04 で は ， 要
別 さ れ た 寡婦が 「修道衣」 を 着 て ， か つ 再 婚 し た 場合 ， 当該者 は 破門tζ処せ ら れ る こ と を
規定 し て い る 。 そ し て ， い わ ゆ る イ シ ド ー ル の 教会会議法令集 ・ collectio の な か に収録
さ れ て い る 。 C .33 は ， 先 の ピッ ポ の C.35 の 「推せ ん し う る 婦人 」 の 箇所 に ，，monasterio

virgin um “ の 言葉 を 並記 し て お り ， そ こ に 393年か ら 397年 に か け て 禁欲者 に 関す る 規律
の 発展 を 求 め る と い う 説 が容 在す る が， こ のc.33 は 後 に な っ て 挿入 さ れ た 形跡 が あ り ， そ

26) 
の 信溶性 は 疑 わ し い 。 だが ， こ の C.33 を 除外 し た と し て も ， 上記の 諸規定 か ら し て ， 乙 の
397年の カル タ ゴ教会会議 は 教会 に よ る 禁欲者 K 関 す る 生活規律の 設定 と 監督権 の 強化 を
図 っ て い る 乙 と は 事実 で あ ろ う 。 こ の 事実 に ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が ど の よ う な か か わ り を も
つ に 至 っ た か に つ い て の 検討 は ， 次主主lと譲 る こ と に し よ う 。

l ) Lohse , o p. cit. , S. 1 36- 1380  

j主

2 ) G .  F ollie t, Aux Origines de l 'asce tisme e t  du cenobi tisme africain ,  S tudia Ansel ・

miana 6. Roma 1 96 1 .  p. 28; Lohse , o p. cit. , S. 1 39 。
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