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Die Jurakl凸ster in der Gallo・Burgundischen Zeit 

Burgund war vom 4. Jh. bis 6. Jh. ein Auffangbecken geistiger Strるmungen vom 

Aquitanischen (Marmoutier), Rhone-Provenzalischen (L品rins) und Irl込ndischen (Luxeuil) 

Klosterwesen. Im Jura, siid-ostlich von Burgund wurde Jiiraklester (Condat, Lauconne 

und La Balme) in ca 430 vom aus der lokalen Adelsfamilie stammenden Romanus 

gegriindet. Nach der Meinung von F.Prinz standen Jurakloster vor allem unter dem 

starken Einflii βRhone-Provenzalischen Klるsterwesens von Lerins. Durch die Analyse 

der Hauptquellen von Juraklるstern，“Vita SS. Patrum Iurensium’：kるnnen wir dort eine 

nicht so st瓦rkere Verwandtschaft zwischen Lerins und Jurakloster als zwischen diesen 

und Marmoutier wegen Klosterwesens und Charakters finden, weil das Condat 

“anachoreta” bis in die Amtszeit von dem 4. Abt Eugendus ( + 512/ 4) gehalten hat, 

wahrend Lerins, ein System von “coenobium” annehmend, ein Griindung von 

Senatorischem Adel war und eine Rolle als Ausbildungsstatte fiir gallische hohere 

Priester gespielt hat. Uberdies diirfen wir den aquitanischen Einfluβauf die Jurakloster 

von ·dem Martinskult und den viele Zitaten aus den Werken von Sulpicius Severus in 

“Vita SS. Patrum Iurensium” zeigen. Schlie.B -lich k凸nnen wir auf die von L品 rins ganz 

verschiedenen Reaktionen von dem Abt Romanus auf die Kirchenpotik von dem Bischof 

Hilarius von Arles und auf das im Mるnchtum gedienten Priestertum hinweisen. Hieraus 

geht hervor, daβdie Jurakloster ein burgundisch jurassisches eigentiimliches Monchtum 

ausgebildet haben, obgleich sie sich unter den geistigen und kirchenpolitischen Machten 

in der Provence standen. 
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はじめに

390年代の 後半か ら 400年代初頭 に か け て、 帝都の ラ ベ ン ナ 移転 に よ る 「閉塞 さ れた帝権」

の 誕生 と ガ リ ア 政庁 （Praefectus Praetorio Galliarum） の ト リ アー か ら ア ル ル へ の 移転

と は、 帝 国 の ガ リ ア 放棄の危機感を う み だ し、 モーゼル ・ ラ ン ド と プ ロ ヴ ァ ン ス と に挟 ま

れ た プル グ ン ド地域 I）に も 、 政治的、 教会的影響 を お よ ぼ し た。

古代末期 か ら 中 世 初期 に か け て 、 プ ル グ ン ド 地域 は ガ ロ ・ ロ マ ン 的 な も の （ Gallo 

Romer tum） と プ ル グ ン ド ・ フ ラ ン ク 的 な も の （Burgundisches-Frankisches Germanentum) 

と の 出合 い ・ 融合 ・ 反発の場で あ り 、 そ の こ と は 同地域 を「文化連続説」の 諸問題 に 関 す

る 考察 の 対象 と す る 。 ガ リ ア 修道院史の視点か ら す れ ば、 同地域 に は 4 世紀末期か ら 5 世

紀初期 に か け て 、 西部か ら は マ ル ム テ ィ エ修道院の ア キ タ ニ ア 修道制 2）が、 ま た、 5 世紀

に は、 南部か ら の レ ラ ン ス 修道院の ロー ヌ （プ ロ ヴ ァ ン ス） 修道制 2）が影響 を お よ ぼ し て

い る 。 430年頃、 ジ ュ ネー プ湖の 西北、 Bienne とTacon両河 川 の 合流 点 に 設立 さ れ た ジ ュ

ラ 諸修 道 院 と 総称 さ れ る Condadisco (Condat） 、 Lauconnus (Lauconne） お よ び Balma 

(La Bal me） と 、 515年 同湖の東南湖畔 ち かく に設立 さ れ た ブルグ ン ド族 国 家 の 王Sigismund

の王立修道院 St.-Maurice d’Agaune と は、 と も に ロー ヌ （プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修 道 院 制 の 系

譜 に直接つ ら な り 、 あ た か も レ ラ ン ス 修道院 と は、 制度上 で は 親子 関 係 （filiatio） に あ

る こ と が定説 と し て 認 め ら れ て い る 。 本論で は、 ジ ュ ラ 諸修道院 に つ い て 、 当 時 プ ル グ ン

ド地域 の 政治的、 教会的状況 をふ ま え な が ら 再検討を こ こ ろ み、 コ ル ム パ ヌ ス と ベネ デ ィ

ク ト 両修道制 の 導入直前の プル グ ン ド東南部地域 に お け る 修道制 の 問題を考察 し た い。 そ

し て ジ ュ ラ 諸修道院が ア キ タ ニ ア 修道制 と も 、 ま た ロー ヌ 修道制 と も 異 な る ガ ロ ・ プ ル グ

ン ド期 の ジ ュ ラ 修道制 と い う 固有な 名 称が あ た え う る か ど う か、 論者の 関心 も そ こ に 存在

す る 。

〔注〕

1） プルグ ン ド地域 は そ の 広 が り に 史的変還 がみ ら れ、 そ の 設定 は 困難で あ る 。 本論で は、

M.Chaume説 に 従L、、 そ の地域を プル グ ン ド王国時代 と フ ラ ン ク 支配下の プ ル グ ン ド 分

国 時代の プル グ ン ド領域 に 設定 し た。 （M.Chaume, Les Origines du duches Bourgone, 

Premiere partie Politique, Di jion 1925, p. l, n.2 . ） 。 本論 に お け る プル グ ン ド領域 と は、

そ れ を ロー マ帝国行政管区名 でつ ぎ の よ う に示す こ と がで き る 。 Prov. Lugdunensis I, 
Prov. Lugdunensis IV, Prov. Maxima Sequanorum, Prov. Alpes Graiae et Poeninae, 

Prov. Vienennensis, Prov. Nabonnensis II, Prov. Alpes Maritimae. 

2 ） 拙稿「 トーゥル の マ ル テ ィ ヌ ス の修道院運動」『西洋史学』69号 （1966）。
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3 ）拙稿 「 ガ ロ ・ ロ マ ン末期の ロー ヌ 修道制ー レ ラ ン ス 修道院 と そ の周辺一」 上 智 大 学
中世思想研究所編紀要 中 世研究 8 号 ( 1989） 創 文社， 71-96頁 。 ；F.Prinz, Friihes 
Mるnchtum im Friinkischenreich, Mi.inchen 1965, S.59.；プ リ ン ツ は レラ ン ス の そ れ を

ロー ヌ 修道制 と 称 し て い る が、 G.Moyseはプ ロ ヴ ア ン ス 修道制 の 名 称 を 用 い て い る 。
( G. 

Biblioth色que des chartes, Revue d’�rudition publi白par la societe de l' ecole des 

chartes cxxxl Paris l'i'73.）。

〔I〕ジュラ諸修道院の史料

1） ジ ュ ラ 諸修道院 の 諸史料

同修道院史料 は、 主 と し て著者不詳の “Vita SS. Patrum Iurensium Romani, Lupicini, 

Eugendi” （以下VPI と 略称） と Gregorius Turonensis， “Liber Vitae Patrum” （ 以 下 LVP
と 略称）が あ り 、 た だ修道院の 存在の傍 証 に は 、 Sidonius Apollinarius のDomnulus宛書

簡 と 、 リ ヨ ン 司教Viventiolusが コ ンダ修道院 の 同 名 の修道士 と 同 一 人物 と す る な ら ば 、

ヴ ィ エ ン ヌ 司 教Avitusのヴ ィ ヴエ ン テ ィ オ ル ス宛書簡が存在す る 。 υ

と こ ろ で、 ト ウー ル の グ レ ゴ リ ウ ス の590年頃の作品LVP と 、 後述す る よ う に 、 そ の 執

筆年代 と 場所が515年 頃 の ジ ュ ラ と す る 著者不詳の VPIの 間 で は 、 ガ リ ア の 西 部 と 東部 と

い う 空間 的 な へ だ た り と 、 時 間 的 に も 半世紀以上 の へ だ た り が あ る 。 グ レ ゴ リ ウ ス の ブル

グ ン ド地域の 知見 は 大 叔父 リ ヨ ン 司教 ニ ケ テ ィ ウ ス と プザ ン ソ ン に 住む姉妹を 介 し て で あ

り 、 か れ が ジ ュ ラ 諸修道院 の位置を プル グ ン ド の奥地 と 暖 昧 な 表現で し か あ ら わ し て い な
い と こ ろ か ら 、 ジ ュ ラ 地方がか れ に と っ て辺境の地 で あ っ た。 ま た、 か れ が ポ ワ チ エ の 聖

十字架修道院 の暴動事件 の 詳細 な 報告を し て い る に し て も 2）、 修道制 そ の も の に 関心 を 示

し て い な い と こ ろ か ら 、 ジ ュ ラ 諸修道院の史料 と し て 資す る と こ ろ が乏 しく、 VPI の 補 完

的 な 存在で し か な い。 し か が っ て 、 こ こ で は主要史料の VPIを 中 心 に 論ず る こ と に す る 。

2 )  Via Patrum lurensium の 信悪性を め ぐ る 研究史

F. Martineが “Vie des Peres du Jura” の序文で論述 し て い る 、 そ の 信題性 を め ぐ る

研究史 を て が か り に 、 こ の 問題 に つ い て瞥見 し て おく こ と に し よ う 。 ま ず、 17世紀 か ら 18

世紀 に か け て の 信想性否定派か ら の べれ ば、 P.Quesnelが VPI の 主 要 部分 に 関 し て 挿入 説

を 唱 え 、 さ ら に 、 同説をA.Jahnが継承 し てヘ 写本そ の も の の 古 さ を疑問視 し 、 VPI を 16

世紀 の史家がSt.-Claude修道院 （ コ ンダ修道院の後継修道院） の 栄光 の た め に 古 い 史料 を

も ち い て 書 い た 偽作 と 断定 し た九 こ の説 はA.Malnoryに 踏襲 さ れ、 戒律 の 分析 に よ っ て

VPI に は 後 の 時代 の ア ルル の カ エ サ リ ウ ス の戒律の影響 を 指摘 し た九 こ の 17世紀 か ら 19
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世紀末期 ま で の VPI信憲性否 定説は、 20世紀初頭 B.Kurschで そ の頂 点 に達す る 。 ク ル シ ュ

は 上記先達の 諸説をふ ま え て、 プ ル グ ン ド の 聖人伝の お おく が も っ偽書の特徴 を VPI の な

か に 見 出 し 、 下記 の 4 点か ら VPIを カ ロ リ ン グ期の偽作 と 結論づ け た曲。
a ） カ ロ リ ン グ期 の 言葉 と 表現法の使用。

b) 6 世紀以後 の 慣習 お よ び制 度 に つ い て の無意識的 な 言及。

c ） 後世の作家か ら の借用。

d ） 著者で あ る な ら ば、 当然知 っ て い る べ き 知識の欠加。

こ れ に 応 え て 、 17世紀か ら 18世紀 に か け て 、 Le Nain de Tillemontnお よ びA.Pagi8＞ は

VPIの 同 時代史料 と し て の価値を素朴 に擁護 し 、 パ ギー は そ の著者を コ ンダ修道 院 の 第 4

代院長エ ウ ゲ ン ド ウ ス の 弟子 と み な し て 信悪性を全面的 に 認 め て い る 。 ま た 、 A.Baillet9>

お よ びA.Rivet10＞ ら も 後世 の 挿入の可能性 は認め つ つ も 、 信感性肯 定派 に か た む い て い る 。

19世紀末期E.LoeningがVPI と トウー ル の グ レ ゴ リ ウ ス の LVP と を 比較検討 し 、 VPI の 著

者が ロ マ ヌ ス 伝お よ びル ピ キ ウ ス 伝 に つ い て 、 自 ら 描 こ う と す る 主題 を 明 確 に 認識 し て い

る こ と を 指摘 し 、 VPIの信悪性を 唱 え た11)0

19世紀末か ら 20世紀初頭 に か け て、 ク ル シ ュ 批判 の 先鞭 を つ け た の は 、 L.Duchesnel2) お

よ ひ百.Poupardin12＞で あ っ た。 両者の 見解をふ ま え な が ら 規約問題を 中 心 に ク ル シ ュ 批判

を 展 開 し た の がH.Leclerq13＞ で あ り 、 言語学的立場か ら は、 P.-W.HoogterpがVPIの語葉 に

カ ロ リ ン グ期 の 特色 を 見 出 し え な い と し て ク ル シ ュ 説 を 否 定 し た凶。 20世紀後 半 で は 、

Wattenwach-Levison1 5＞ お よ ひ＇F.Prinz同 ら は そ の 信題性擁護 の立場を と り 、 な か で も 、 マ

ル テ ィ ー ヌ の業績は 19世紀末以来の ク ル シ ュ 批判 の 集大成で あ り 、 か れ は上記信題性肯 定

派 の 見解 を と り い れ つ つ 、 ク ル シ ュ が提起 し た 前記 4 項 目 の テーゼに 反論 し 、 VPIの 高 い

信恵性を立証 し た。 マ ル テ ィ ー ヌ は、 ク ル シ ュ を は じ め と す る 19世紀の 歴史家が初期 プル

グ ン ド聖人伝の お おくが偽作で あ る 事実か ら 同書を疑惑 の 目 で と ら え 、 上記の 個 々 の疑惑

か ら 性急 に も 同書全体 を否 定 し た こ と を批判 して テ キ ス ト 全体 の 合理的な解釈を提唱 し 、

F.Masaiお よ びG.Moyse も 高く評価す る 批判 ・ 校訂本を著 し た m。 こ の マ ル テ ィ ー ヌ 説 は

以下の論述の な か で 明 ら か に し て いく こ と に し よ う 。

3 )  Vita Patrum Iurensiumの性格

VPIの著者名 が不詳 と な っ て い る 根拠は、 1） 原本 に は も と も と 記載 さ れ て い た 著者 名

が何か の事情で消誠 し た結果で あ っ た の か、 2 ）著者が修道士 の特性 と さ れ る 謙遜 さ か ら、
自 ら の 名 を あ え て 伏せた故で あ っ た の か、 そ の理由 は窺い知 る こ と は で き なL、。

し か し 、 そ の 名 称不詳氏の 人物像 に つ い て 、 マ ル テ ィ ー ヌ は第 4 代院長エ ウ ゲ ン ド ウ ス

の側近 と し て、 か れ を “dominus meus” と 呼ん で敬愛 し皿、 臨終 の 同 院長 の胸 に終油の
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秘蹟を さ ず け た 聖職者身分の修道士で あ る 人物を著者 と 措定 し た 刷。 こ の 人 物 は 490年噴、

第 3 代院長Minausius、 あ る い は ル ピ キ ウ ス の 院長時代 の 修道士 で あ り 副、 こ の 書 を 著 し

た 時期 は エ ウ ゲ ン ド ウ ス の死の 時期 と さ れ る 512 /14年以後で あ る こ と は確 か で あ つ た 21】

ま た、 モ イ 一ズ が コ ン ダ修道士で、 リ ヨ ン 司教 に 転 出 し た Viventiolus を 著者 と 措定 し た

がm、 後述す る よ う に 、 VPI全体 に読み と れ る 聖職忌避的傾向 と こ の 人 物像 と は 一致 し な

い と こ ろ か ら 否 定せ ざ る を え な い。

執筆時期 に 関す る も う ひ と つ の 証言 と し て、 同書が殉教者マ ウ リ テ ィ ウ ス の霊廟併設 の

庵 （cella） に 居住す る Johannes と Armentariusの た め に著 さ れへそ し て、 マ セ は 疑 問 視

す る が、 こ の庵が515年創 設 と さ れ る マ ウ リ テ ィ ウ ス 修 道 院 そ の も の で あ る と す る な ら

ば曲、 こ の 最 も 近 い 時期 に執筆 さ れ た と い え よ う 。

VPIの執筆の動機が、 上述 の よ う に マ ウ リ テ ィ ウ ス 修道院の生活模範 と す る た め に 、 レ

ラ ン ス 修道院長Marinusの要請に も と ず い て著 さ れ た と し て も 割、 VPI に は い く つ か の 疑

問 点 が 存在 す る 。 VPI の 正 式 の 題 名 が “ Vita vel regula sanctorum patrum Romani 

Lvpicini et Evg四di monasteriorvm ivensivm abbatvm” で あ る と こ ろ か ら 、 こ の 書 の

性格 は 聖人伝で あ り 、 か っ 修道院戒律であ っ た。 し か し 、 ク ル シ ュ も そ の信恵性を疑問視

す る 根拠 と し た の は、 著者がVPIの な か で二 回 に わ た っ て エ ウ ゲ ン ド ウ ス 伝 の 最後 の と こ

ろ で発表す る と 約束 し た 規約 を甜最後 ま でVPIに は 見 出 し え な い か ら であ っ た。 マ ルテ ィ ー

ヌ は そ の理 由 を ド ・ テ ィ ー ユ モ ン 説 に も と め て い る 。 す な わ ち 、 そ れ は約束 ど お り に エ ウ

ゲ ン ド ウ ス 伝の 最後 の 箇所 （174 と 175 と の 間） に書かれ た ユ ラ 諸修道院の戒律が す で に 早

い 時期 に 切 り は な さ れ、 消失 し た か ら で あ っ た。 こ の 箇所で は パ シ レ オ ス 、 パ コ ミ オ ス 、

レ ラ ン ス 修道院お よ び カ ッ シ ア ヌ ス の 諸戒律がエ ウ ゲ ン ド ウ ス の も と で コ ン ダ修道院で尊

重 さ れ、 日 々 読 ま れ、 い っ ぽ う で は、 当修道院 内 で ジ ュ ラ の 風土 と 人 の気質 に適す る固有

の戒律 の 存在が窺わせ る か ら で あ る 。 I.Woodは戒律の 箇所の喪失の 可能性を 認 め つ つ も 、

こ の 三人 の 修道院長の伝記そ の も の を、 従来 の聖人伝 と は 異 な る 性格 の 修道生活の戒律そ

の も の で あ り 、 と く に エ ウ ゲ ン ド ウ ス 伝の箇所 は “regula” そ の も の と し て読 み と れ 、 こ

れ を “vita” と “regula” と の融合で あ っ た 前例 を カ ッ シ ア ヌ ス に 求 め て い る m。

〔注〕
1 ) Vita SS. Patrum lurensium Romani, Lupicini, Eugendi, (ed. B.Kursch, MGH. 

SSRM. III, 1896) ; Vie des P色E閣du Jura, CF.Martine, Sources Chretiennes N 142, 
Paris 1968) ; Liber Vitae Patrum I, (ed. B.Kursch, MGH. SSRM. I, 1885) ; Le 

recit de Gregoire de Tours (Vie des Peres, I), CF.Martine, ibid. , p.446-461) ; Gregory 
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of Tours, Life of the Fathers, (Trans. Ed. James, Liverpool 1985 ) ; Sidonius 

Apollinar匂，Epist. IV, 25, P.76, (ed. Ch.Luetjohann, MGH. AA. VIII. 1887) ; 

Avitus, Epist. ad Diversos Liber Tertius LVII (51) p.85, (ed. R.Peiper, MGH. AA. 

VI, 1883) , LVIII (52) p.87, LXVII (58) p.89, LXVIII (59) p.89, LXXIII (64) p.90. 

2 ） 拙稿「ガ リ ア ・ フ ラ ン ク 修道制に 関す る 考察 ・ ポ ワ チェの Ste.-Crois修 道 院 を 中 心 と
し て」愛知県立芸術大学紀要 28, 1978. 

3 )  P.Quesnel, Dissertatio V, seu Apologia pro sancto Hilario Arelatensi episcopo et 

antiquis sanctae Ecclesiae Arelatensis juribus, Sancti Leonis Magni papa opera omnia, 

II, Paris 1675 (Migne, PL 55, p.430～534) . 

4 )  A.Jahn, Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens, Halle 1 894, I, S.528 

(Martine, op. cit. , p.20) . 

5 )  A.Malnory, Saint Cesaire，在veque d’Arles, Paris 1894, 503・543 (Martine, ibid.) 

6 )  Le Nain de Tillemmont, Memoires pour servir a histoire ecclesiastique des six 

pre mi色res siecles, XVI, Paris 1712, p. 142-161 et 743・745 (Martine, op. cit. , p. 17) 

7 ) A.Pagi, Critica historico-chronologica, ( Annales ecclesiastici auctore Caesare 

Baronio una cum critica historico-chronologica A.Pagii, VII, Lucques 1741, p.575 et 

586, (Martine, op. cit. , p. 17ffよ

8 )  B.Baillet, Les Vies des Saintes composres sur ce qui nous est reste de plus authentique 

et de plus aussure dans leur Histoire, 10  vol. in・4。，Paris 1739 ; cf. ibid. , I可t la 2 • 

partie t. II (p. xlv et p. 18) , la 1 "partie du t. III ( p.XV ) . (Martine, op. cit. , 

p. 18, n.2,) . 

9 )  A.Rivet, Histoire litteraire de la France, II, p.77 ; cf. III, p.244 (Martine, op. cit. , 

n° 2' p. 19) .  

1 0) E.Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, Leipzig 1878, I. S. 479f. 

1 1 )  L.Duchesne, La Vie des Peres du Jura, Melanges d’archeologie et d’histoire 

publiques par l’Ecole fram;aise de Rome, XVIII, 1898 Rome, p. l-16. (Martine, op. 
cit. , p.23, n.5. ) .  

12) R.Poupardin, Etude sur la vie des saints fondateurs de Condat et la critique de 

M.B.Kursch, Moyen Age 1898, p.31・48. (Martine, op. cit. , p.23, n.4) 

13) H.Leclerq, Les Peres du Jura, DACL, VIII (1) , 1928. (Martine, op. cit. , p.30) . 

14) P.-W.Hoopterp, Les Vies des P色res du Jura.Etude sur la langue.Archivum latinitatis 

Medii Aevi (Bulletin Du Cange) , IX, 1934, P. 129-251 (Martine, op. cit, p.24., n.1よ
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15) Wattenbach-Levison, Deutschen Geschichtsquellen im Mittelalter, Heft I, Weimar 

1952, S. 1 08. 

16) F.Prinz, Friihes Monchtum im Frankenreich, Miinchen 1965, S.26. 

17) Martine, op. cit., p.30-44 ; F.Masai, La Vita patrum jurensium et les debut du 

monachisme卓Saint-Maurie泡d’Agaune, Festschrift B.Bischoff zu seinem 67 Geburtstag, 

Stuttgart 1971, S.49 ; G.Moyse, Les origines du Monachisme dans le diocesis de 

Besam,;on (V•-x•siecles) (Bibliothるque des Chartes, Revue d’erudition publi品e par 

la soci批色 de l’色cole des Chartes, CXXXI, 1973 Paris, p.56. 

18) VPI 42, (Martine, op. cit. , p.284) . 

19) VPI 175, (Martine, op. cit., p.428) . 

20) Martine, op. cit. , p.51 . 

21)  ibid. , p.53ff. 

22) Moyse, op. cit. , p.44 

23) VPI 179 p.432 (Martine, op. cit., p.432) . 

24) F.MassailまM.Bessonが 唱 え る 515年 プル グ ン ド王 に よ る マ ウ リ テ ィ ウ ス 修 道 院 創 設

説 を 批判 し 、 515年以前 に マ ウ リ テ ィ ウ ス 修道院 の 存在を確認 し え な い に し て も 、 ア ガ

ウ ヌ ム 地域 に coenobiumの 施設 の 存在の 可能性 は排除 し え な い と し て い る 。 マ セ は こ の

こ と をVPIの証言 に 求 め て い る 。 マ セ説が正 し い と す れ ば、 ユ ラ 諸修道院か ら 戒律 の 譲

護 は 515年以前で も あ り う る 。 （F.Massai, op. cit., p.68) . 

25) VPI 2, p.239. 

26) VPI 59, p.304.; 174, P.428. 

27) I. Wood, A Prelude to Columbanus : The Monastic Achievement in the Burgundian 

Territories, ( ed. H.B.Clarke and M.Brennan, Columbanus and Merovingian 

Monasticism, BAR International Series 113, 1981, p.4.) 

〔E〕ジュラ諸修道院の成立と発展

1 ) ジ ュ ラ 諸修道院

ジ ュ ラ 諸修道院、 コ ンダ、 ラ ウ コ ン ヌ お よ び ラ ・ パ ル ム の 初代修道院長、 ロ マ ヌ ス ， ル

ピ キ ウ ス お よ び 名 称不 詳 の 女 性 等 、 こ れ ら 兄弟姉妹の 出 自 は VPI で は Prov.Maxima 
Sequanorumの地方貴族家門 と あ る の み で詳 ら か で は な い が、 同 身分 の 第 4 代 目 の コ ン ダ

修道院長エ ウ ゲ ン ド ウ ス の 出身地が コ ン ダ の 南東30kmの と こ ろ に あ る FranchふComteの

Izernoreで あ り 、 ロ マ ヌ ス の 家門 も エ ウ ゲ ン ド ウ ス の そ れ と 同郷 で あ っ た と 推定 さ れ る J
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ロ マ ヌ ス の最初の修練の地 は リ ヨ ン のInteramis （二本の 河が合流 す る 中州の 意味 ） の

修道院で あ り 、 同修道院長Sabinusか ら 修道生活関係 の 書、 『諸聖人の 伝記 』 （Liber vitae 

Sanctorum Patrum） と 『諸修道院長の戒律』Cinstitiones Abbatum） を 金銭の 支払い で

も っ て 入手 し て い る ♂ こ れ ら の書は前者が “Historia Monachorum＂，“Vita s. Antonii” 

お よ び “Vita s.Pauli” を 指 し 、 マ ル テ ィ ー ヌ は後者を、 オ リ エン ト の“Regula Pachomii” 

よ り は 、 む し ろ カ ッ シ ア ヌ ス の “Instituta Coenobiorum” （Patrum Instituta） で あ る と

し て い る Jプ リ ン ツ も こ の “Institiones Abbatum” が カ ッ シ ア ヌ ス の そ れ で あ り 、 さ ら

に 、 レ ラ ン ス 出 身者 リ ヨ ン 司 教Eucheriusが カ ッ シ ア ヌ ス と 友 誼を む す び 、 か れ の 著書
“Conlatio II” を献呈 さ れ て い る と こ ろ か ら 、 ロ マ ヌ ス が リ ヨ ン滞在 中 、 こ の エ ウ ケ リ ウ

ス を つ う じ て も カ ッ シ ア ヌ ス の修道制 を知 っ た と し て い る 。 し か し 、 マ ル テ ィ ー ヌ は エ ウ

ケ リ ウ ス の リ ヨ ン 司 教在職が434年頃 で あ り 、 ロ マ ヌ ス は そ れ以 前 に リ ヨ ン を 立 ち 去 っ た

と プ リ ン ツ 説を否定 し て い る J】

2 ） ジ ュ ラ 諸修道院 の 規模 と 形態

ジ ュ ラ の三つ の 修道院の う ち ラ ・ パル ム は女 子修道院で あ る と こ ろ か ら こ れ を 別 に し て

も 、 男 子修道院の コ ンダ と ラ ウ コ ン ヌ の 関係は、 ル ピ キ ウ ス が ロ マ ヌ ス の 死後、 コ ンダの

院長職 を継 い で お り J ラ ウ コ ン ヌ は お そ ら く ロ マ ヌ ス の 家所領 に 設 立 し て 、 増 加 し た コ

ンダの 修道士を 二分 し た処置で は な か っ た か06） そ し て、 修道院規模 に つ い て は 、 ロ マ ヌ

ス が死去 し た460年噴コ ンダの修道士数 は 150名 で あ り 、 ま た ラ ・ パ ル ム の 修 道 女 数 は 1 05

名 で あ っ た。 ηR.Nouaihlatは 同 時期の レ ラ ン ス の 修道士数が10 0名 で あ っ て 、 そ の 影響 下

の者た ち を 加 え れ ば、 1,000名 と し て い る J ラ ウ コ ン ヌ の 修道士数 は 不 明 で あ る が、 ほ か

の 二つ の 修道院 の 数 と ほ ぼ 同数 と す れ ば、 ジ ュ ラ 諸修道院の 修道士 の 総人数 は 400名 ち か

い数 と 考え ら れ る 。

モ ィ ー ズ は ジ ュ ラ 諸修道院の 注 目 すべ き 特色 と し て、 ふた つ の 男 子修道院が存在 し て い

た と は い え、 初代院長 ロ マ ヌ ス か ら 第 4 代の エ ウ ゲ ン ド ウ ス ま で は、 ロ マ ヌ ス と ル ピ キ ウ

ス 、 ル ピ キ ウ ス と ミ ノ シ ウ ス 、 ミ ノ シ ウ ス と エ ウ ゲ ン ド ウ ス 、 つ ね にふ た り の 院長がお り 、

権力 を 二分す る こ と な く 、 院長二人制 （coabbas） を し い て お り 、 これ は ガ リ ア で は 特 異

な 制度で あ った。 ロ マヌス と ルピキ ウ ス 両者の 後継者の 場合は指名によ っ て いたが、 ミ ノ

シ ウ ス が エ ウ ゲ ン ド ウ ス を 院長 に任命す る さ い は、 修道士た ち の 助言を 聞 き い れ て い る 。

「 夢」 の な かで、 エ ウ ゲ ン ド ウ ス の任命が聖堂 （oratorium） の 聖遺物安 置 室 で 、 長老修

道士 （seniores） の陪席の も と で ロ マ ヌ ス と ル ピ キ ウ ス か ら ダ ル マ ィ カ （dalmatica） と

肩衣 （pallium） の 授与で も っ て と り 行わ れ た。 モ ィ ー ゼ は こ れ を 院長 の 任命式の実態の描

写 と 解釈 し て い る が、 こ の 夢 は エ ウ ゲ ン ド ウ ス の 院長任命 も 創設者の直接的 な 指名に よ る
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こ と の 強調 で あ っ た と も 解釈 し う る 09 )

4 代 に わ た る 院長 ロ マ ヌ ス 、 ル ピ キ ウ ス 、 ミ ノ シ ウ ス お よ びエ ウ ケ リ ウ ス 下 の 修道生活

の形態 は、 す く な く と も ロ マ ヌ ス と ル ピ キ ウ ス 兄弟下で の 初期 の段階で は 、 修道院の門戸

を 数多 く の 志願者 に 開放 し て懐の 深 い包容力 を し め す ロ マ ヌ ス 、 か た や厳格 な 禁欲主義 を

要求す る ル ピ キ ウ ス の な ど、 院長の人格 的個性が反映 し て お り 、 回 こ の段階では戒律があ っ

た か ど う か疑問で あ る 。 修道士の居住形態 も 個 々 の 庵 （cella） に 住 む ア ン ト ニ ウ ス 型の
孤住制 （anachoreta） で あ っ た 。 11） 二階建の 木造の建物の な か に は、 院長の庵 （ 個 室？）

を 中心 に お く 孤住者の庵の コ ロ ニ ー を形成す る マ ル ム ティエ修道院の ア キ タ ニ ア 修道制に

近 い 形態で あ っ た ろ う 0 12)

コ ン ダ修道院の孤住制か ら 共住制 （coenobium） への転換 は、 コ ン ダ修道院が火事 で 全

焼 し た あ と 、 エ ウ ゲ ン ド ウ ス が個人の庵を廃止 し、 院長 と 食卓を と も に す る 共 同 の 食堂 と

大寝室 を も う け 、 ア キ タ ニ ア 修道制が認 め て い た 私有財産の否定 （omnium omunio omnia 

erant） で始 ま っ た と 推察 さ れ る 。 そ し て 「 “archimandritas orientalia” に 従 う こ と を 拒

否 し て、 共住生活 に す べ て の 修道士 た ち を従わ せ て （utilius omnes univit in medium) , 

よ り 有益 な 事業 を し た。」 と い う 記事 は 、 修道院運営が修道院長 の 絶 対 的権威 か ら 戒律 に

よ る 法的管理へ の転換を示 し て い る 。

コ ン ダ修道院 で は 、 エ ウ ゲ ン ド ウ ス の も と で、 パ シ レ オ ス 、 パ コ ミ オ ス 、 レ ラ ン ス 修道

院 の 諸教父 お よ び カ ッ シ ア ヌ ス ら の戒律が敬意を も っ て毎 日 朗読 さ れ て い た 。 し か し 、

VPIの な か で ジ ュ ラ 諸修道院の戒律発表の予告に も かか わ ら ず、 つ い に紹介 さ れ な い ま ま

と な っ た が、 「 わ れ わ れ が こ れ に こ そ （ユ ラ 諸修道院の戒律 を 指す） 従 い 、 注 意 を は ら う

べ き も の で あ る 。 と い う の は、 こ の地方 の気候 と 労働の要求を と り い れて い る か ら で あ る 。

わ れ わ れ は 東方 の そ れ ら よ り も 、 そ れ を好む。 な ぜ な ら 、 疑 い な く 、 忍耐に と ぼ し い ガ リ
ア 人の気質 が そ の戒律 に 、 よ り 有効に、 かつ よ り 容易 に 従 う か ら で あ る 。 」 と の 言 葉 は由

ジ ュ ラ 諸修道院戒律が上述 の戒律 に も と づ き 、 ジ ュ ラ の気候 ・ 風土、 人 の 気質 に適 し た 条

項 に 改編 さ れ た と 推定 し う る 。 カ ッ シ ア ヌ ス が エ ジ プ ト の 禁欲主義 の 直接 的 な 導入 を 困難

と み な し 、 プ ロ ヴ ァ ン ス の諸条件 に あ わ せ た 修道制の 創設の こ こ ろ み と 似 て い る 。 拙

前述 し た よ う に 、 ウ ッ ド が コ ンダ修道院戒律そ の も の と 評 し た VPIの エ ウ ゲ ン ド ウ ス 伝

か ら 、 マ ル ティー ヌ が描 い た 同修道院の 生活形態 は、 祈 り 、 労働、 読書を主軸 と し て 、 食

事 に 関 し て は、 セ ミ ・ ベ ジ タ リ ア ン 方式でオ リ ー プ油、 ぶ ど う 酒お よ び蜂蜜を と り 、 病人
に は乳製品 と 卵が ゆ る さ れ て い る 。 夏 期 の は げ し い 労働 に は、 日 に 2 回 の 食事が与え ら れ

て お り 、 臆罪行為 と し て の オ リ エ ン ト 的な過剰な 禁欲行為はむ し ろ否定 さ れて い る。 mモィー

ズ も 、 労働 に 関 し て 、 ジ ュ ラ で の 修道生活 に欠かせ な い荒野の 開墾 と 生活 の 資 を手 に い れ
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る た め の工芸品 の 制作 が修道士 に 課せ ら れ て い た と し て い る 。 叫そ し て 、 定住 に つ い て も 、

エ ウ ゲ ン ド ウ ス が修道院 に 入 っ た 7 歳の と き か ら 、 60歳での死去 ま で修道院の 外 に 一歩 も

で る こ と を し な か っ た が、 19） こ の こ と を ジ ュ ラ に お け る “stabilitas loci” の 慣 習 の 定着

と み る の は早 ま っ た 解釈で あ ろ う か。
3 ） ジ ュ ラ 諸修道院 の 系譜

R. ヌ エ ラ は ス ル ピ キ ウ ス ・ セ ヴェル ス が師 マ ル テ ィ ヌ ス の 修道 的遍歴、 ミ ラ ノ の 原始

的 隠修士制ーガ リ ナ リ ア島 の 島艇孤住制ー リ グゥ ジ ェお よ び マ ル ム テ ィ エ の 共住制を 4 世

紀 な か ばか ら 5 世紀初頭 の ガ リ アの 修道院形態の発展段階 と 規定 し て い る が、 そ れ は 当 時

の ガ リ アで は そ れ ぞれ の段階の 修道制が混在 し た状態の反映 と 解釈 し て い る 。 副 ロ マ ヌ ス

か ら エ ウ ゲ ン ド ウ ス ま で の ジ ュ ラ 諸修道院の 発展過程 も こ れ と 似 て い る 。
a ） アキ タ ニア修道制 と の 関係

ロ マ ヌ ス が リ ヨ ン で オ リ エ ン ト お よ び カ ッ シ ア ヌ ス 両修道制に つ い て 知見 を え た と い う

修道院Interamisは ト ポ グ ラ フ ィ ー 的観点か ら すれ ば、 N. ゴゥテ ィ エ 、 J.-Ch. ピ ガ ー ル お

よ びF. プ リ ン ツ ら はAinay (Athanacense） 修道院 と し て い る が 、 21 ) そ れ は 9 世紀 以 前 に

そ の 存在が確認 さ れ て い な い こ と か ら 、 6 世紀 の初頭す で に 存在 し たIle-Barbe (Barbara) 

修道院で あ っ た と 思わ れ る 。 盟） こ のInteramisが イ ル ・ パ ル プ 修 道 院 と す れ ば、 マ ル テ ィ

ヌ ス の 弟子MaximusがTournaieのChionに 修道院を設立す る 以前 に 長期 に わ た っ て イ ル ・

パ ル プ に滞在 し て い る 。 事実、 VPIに は、 マ ル テ ィ ヌ ス の修道院運動の プ ロ パ ガ ンダの書、

Sulpitius Severusの 著書、 Vita s.Martiniか ら は 12ヶ所、 Dialogiか ら は 7 ヶ所、 書 簡 か

ら は 2 ヶ所 が そ れ ぞ れ 引 用 さ れて い る 。 そ し て、 マ ル テ ィ ヌ ス の よ う に、 ロ マ ヌ ス も 「ア

ン ト ニ ウ ス に 倣 う 人」(Imitator Antonii) と し て ジ ュ ラ の 修 道 生 活 を は じ め て お り 、 副

Athanasiusの Vita s.Antonii (Evagriusに よ る ラ テ ン 語訳） か ら は、 VPIは 14ヶ所 の 引 用

を し て い る 。 剖） さ ら に マ ル テ ィ ヌ ス と ジ ュ ラ 諸修道院 と の 関係 に つ い て 、 ア レ マ ン ネ ン 族

の 侵 入 に よ っ て、 近隣のAeriensis （現在のPoncins） か ら の 塩の 補給が と だ え た た め に 、

修道士エ ウ ゲ ン ド ウ ス を派遣 し て そ れを地中海 に も と め、 マ ル テ ィ ヌ ス に願 を か け て、 か

れ ら の無事帰還を祈 っ た こ と 、 お｝ ま た 、 マ ル テ ィ ヌ ス がか つ て火事の 試練 を う け 、 香 部 屋

の 聖油が か れ を救っ た故事の と お り 、 コ ンダ修道院が全焼 し た さ い、 エ ウ ゲ ン ド ウ ス が聖

遺物 と し て所有す る 「 マ ル テ ィ ヌ ス の聖油」の 奇跡の お か げで、 コ ンダ修道院の財産が、

す ぐ に焼失財産の二倍に な っ た こ と 、 掛 さ ら に、 ル ピ キ ウ ス の も と で、 あ る 修道士 が コ ン
ダ修道院 に不満を抱い て ト ウー ル の マ ル テ ィ ヌ ス の パ シ リ カ に身 を 寄せ た こ と 、 町 こ れ ら

の 三つ の 事項 は 聖 マ ル テ ィ ヌ ス 崇拝 （Martinskult） を通 じ て ジ ュ ラ 諸修道院 と マル ム テ ィ

エ修道院 と の緊密 な 繋が り を示唆 し て い る 。
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b） ロ ー ヌ （プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修道制 と の 関係

ジ ュ ラ 諸修道院 と 同修道制 と の 関 係 は レ ラ ン ス 修道制 と カ ッ シ ア ヌ ス の そ れ と に わ け で

検討す る 必要が あ ろ う 。

ロ マ ヌ ス の リ ヨ ン 滞在 は ア キ タ ニ ア 修道制 ば か り で な く 、 ロ ー ヌ （プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修道

制 と の 接触 も 可能 に し た で あ ろ う 。 リ ヨ ン は ガ リ ア の 東西南北へ の 交通 の 要衝 と し て地 中

海文化 を ガ リ ア 内陸部へ伝播す る 要で あ っ た こ と か ら 当 然 で あ ろ う 。 レ ラ ン ス の戒律が コ

ン ダ修道院で読 ま れ て い た こ と 、 ま た、 レ ラ ン ス 修道院長 マ リ ヌ ス が マ ウ リ テ ィ ウ ス 修道

院の た め に 、 ジ ュ ラ 修道 院 に 編纂 を依頼 し、 の ち に ア ニ ア ー ヌ の ベネ デ ィ ク ト が『オ リ エ

ン ト 戒律J (Regula Orientalis） の名称で伝え て い る 戒律 を レ ラ ン ス の 修 道 院 改革 に も ち

い た こ と な ど、 副戒律 に 関す る 両修道院 の交流 は す で に 指摘 し た と お り で あ る 。 人 的 側 面

で も 、 グ ル ノ ー プルを 中心 と す る ド フ ィ ネ地方 出身 と 措定 さ れ て い る エ ウ ケ リ ウ ス 家 門 は

兄弟、 息子 と も ど も レ ラ ン ス の徒で あ っ た が、 自 ら は リ ヨ ン 司教 、 兄弟Alpin us は シ ャ ロ

ン－s. ・ ソ ー ヌ 司 教、 二人の息子Salonius と Veranusは ジ ュ ネー ブ と ヴ ァ ン ス 各 司 教 な ど、 プ

ル グ ン ド地域 に お け る 有力教会貴族家門 を 形成 し て い る 。 な か で も 、 エ ウ ケ リ ウ ス は「ア

ガ ウ ヌ ム の殉教者 た ち の受難記』（Passio Agaunensium Martyrum） を 著 し 、 マ ウ リ テ ィ

ウ ス 修道院 と の つ な が り を も っ て お り 、 ジ ュ ラ の地が レ ラ ン ス の 放射力 の 範囲 に あ っ た と

す る 主張 は エ ウ ケ リ ウ ス 家門 の 存在か ら も 想定 し う る で あ ろ う 。 即

し か し 、 レ ラ ン ス 修道院 と ジ ュ ラ 諸修道院 は創設時期 と オ リ エ ン ト 的修道制 と い う 成立

基盤 と を 同 じ く す る に も か か わ らず、 両者聞 に 存在す る 性格 的相違 は教会聖職 に た い す る

両者の対応の 違 い に あ ら わ れ て い る 。 ジ ュ ラ 諸修道院が プル グ ン ド教会 に あ っ て レ ラ ン ス

の よ う に聖職者養成の う え で役割 を は た し た か ど う か は わ か ら なL、。 ジ ュ ラ 諸修道院の 教

勢が弟子た ち の 伝道 に よ っ て 、 「Prov. Maxima Sequanorumの な か の （ 同 修道 院 か ら 離
れ た ） 遠隔地 ば か り か、 同プ ロ ヴ イ ン キ ア を こ え た遠方の 地域 に も 修道 院 だ け で な く 、 教

会の設立に よ っ て 浸透 し た」 と い う VPIの記事 は、 は た し て 聖職者養成の事業の 結 果 と い

え る も の で あ っ た か ど う か 明言 し え な L、0 31)） リ ヨ ン 司 教Viventiolusが ジ ュ ラ 諸修道院 の 出

身者 と す る な ら ば、 高級聖職者 と し て の 唯一 の 例 で あ り 、 制修道院 に つ い て は 、 ア レ マ ン

ネ ン 伝道の た め“intra Alamanniae terminum”に 設立 さ れ た と ト ウ ー ル の グ レ ゴ リ ウ ス

が伝え る Romainmotierが そ れ で あ っ た0 32) 

VPIが 引 用 し て い る ロ ー ヌ 修道制 関係書の う ち 最多 の書は、 410年か ら 420年 の 間 に マ ル

セ イ ユ に 聖 ヴ ィ ク ト リ ウ ス 修道院 （男子） と 聖救世主修道 院 （女子） の 男 女併設 修 道 院

CDoppel tkloster） を設立 し た ス キ テ ィ ア 出身 の カ ッ シ ア ヌ ス の書 で あ り 、 “Insti tutiones 

Abba tum” か ら は 1 箇所、 “Institutiones” か ら は 3 箇所、 “Collationes” か ら は 16箇所
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に の ぼ っ て い る 。 甜カ ッ シ アヌ ス の書は 西方世界 に お け る 修道生活 に 関す る 最初の 実践的、

理論的書で あ っ た。 カ ッ シ ア ヌ ス の修道制 は外壁で外部の世界か ら遮断 し た 場で戒律の も

と で営 ま れ る 禁欲主義的共住制 の エ ジ プ ト 的パ コ ミ オ ス 修道制 を基本 と し て 、 プ ロ ヴ ァ ン

ス の 気候 ・ 風土、 住民の 性格 お よ び生活慣習 な ど に 適合 さ せ た 修道 制 を つ く り あ げ て い

る 。 紛 こ の カ ッ シ ア ヌ ス の修道制が、 す く な く と も VPIの著 さ れ た 時期 の ジ ュ ラ の 諸 修 道

制 の 規範 と な っ て い た こ と は否 定 で き な い。

〔注〕

1 )  VPI 120, p.366 ; n.3, p.367. ; M.Heinzelmann, Gallische Prosopographie 260・527,

Francia 10 (1982) , Miinchen 1983, S.682. 

2 )  VPI 1 1 ,  p.250ff. 

3 )  Martine, op. cit., p.252, n.1. 

4 )  ibid., p.253 ; Prinz, op. cit., S.68. 

5 ) VPI 24, p.264. 

6 )  ibid.； トウー ル の グ レ ゴ リ ウ ス のVPで は、 こ の 兄弟ふ た り はBurgundiaとAlamannia

と の 境 に 存在 す る Avenches の 町 に隣接す る ユ ラ の 荒 野 の 奥地 に 入 っ た と し て い る 。

(Greg. Tur., VP I, 1 ,  Martine, p.448） 。

7 ） ロ マ ヌ ス の 死 は460年頃。 Martine, op. cit., p.307, n.2. 

8 )  R.Nouaihlat, Saints et Patrons. Les premiers moins de Lerins, Paris 1988, p.237. 

9 )  Martine, op. cit., p.267f, n.1. 

1 0) Moyse, op. cit., p.61ff ; VPI 135f, p.384. 

1 1 )  VPI 17, p.258; 24, p.264; 65f, p.312. 

12) VPI 162, p.412f. 

13) VPI 28, p.269f. 庵が ひ と つ の家の各個室 と な っ て い る 可能性が あ る 。

14) VPI 170, p.422. 

15) VPI 174, p.426f. 

16）拙稿「 ガ ロ ・ ロ マン末期の ロ ー ヌ 修道制」 75頁。
17) Martine, op. cit., p.87f. 

18) Moyse op. cit., p.64. 

19) VPI 126, p.374. 

20) Nouaihlat, op. cit., p.137f. 
2 1 )  ed. N.Gautier-J.-Ch.Picard. Topographie Chretienne des cites de la Gaule, des 
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origines au milieu du VIII °siecle, IV, (Province ecclesiastique de Lyon, d’Arles (Alpes 

Graiae et Poeninae) , 1986, p. 28. ; Prinz, op. cit. , S.68. ) 

22) Martine, op. cit. , o.508. 

23) VPI 12, p.252. 

24) Martine, op. cit. , p.465, Index. 

25) VPI 157, p.408. 

26) VPI 161, p.412. 

27) VPI 89, p.332f. 

28） 拙稿「 ガ ロ ・ ロ マ ン 末期の ロ ー ヌ 修道制」 76頁。

29） 同82頁。
30) VPI 16, p.256. 

31) I. Wood, op. cit. , p.8. 

32) Greg. Tur. , LVP I, 2, Martine, p.450 ; James, p.30. 

33) Martine, op. cit. , p.465, Index. 

34） 拙稿「 ガ ロ ・ ロ マ ン末期 の ロ ー ヌ 修道制」75頁。

〔E〕ジュラ諸修道院と教権

こ こ で、 ジ ュ ラ 諸修道院 を 取 り 巻 く 、 5 世紀初頭 の プル グ ン ド地域 の 教会 の 状況 に つ い

て触れ て お く こ と に し よ う 。

ガ リ ア 政庁 の ア ル ル移転 は、 ア ル ル に ガ リ ア 行政の首府 の地位 と 同 時 に 、 こ れ ま で首都

司教座教会 ヴ ィ エ ン ヌ の ひ と つ の 従属司教座 に す ぎ な い ア ル ル教会 に 「 ガ リ ア 教会 の首位

性」（Primatus） と 「 教皇代理権」（Vicarius apostolicus） を あ た え た。 。 こ の こ と は 同 司

教管区 内 で首都司 教座 （Metropolitanus episcopatus） の権 限 を め ぐ っ て 、 ヴ ィ エ ン ヌ と

ア ル ル両教会 の 間 で争 い を う み、 お そ ら く 政庁移転の直後 の 開催 と 推定 さ れ る ト リ ノ 教会

会議で調停 が は か ら れ た♂ 同教会会議の 決議事項、 C. 2 は こ の 二 つ の 教 会 の う ち いず れ
が上位で あ る か に ふ れず、 325年の ニ ケ ア 教会会議のC. 6 す な わ ち プ ロ ヴ イ ン キ ア の 行政

区 を も っ て教会管区 を形成す る と い う 原則 を確認 し な が ら も 、 当 該 司 教 の 同 意 を 前提 と し

て 、 ヴ ィ エ ン ヌ 教会管区 を両者の 聞 で分割 し 、 ヴ ィ エ ン ヌ に は北部 の プ ル グ ン ド地域 を ア

ル ル に 南部の プ ロ ヴ ァ ン ス 地域を管轄区 と し て 認 め た 。 こ の紛争 が ブル グ ン ド地域 の 教会

に 影響 を あ た え た こ と は、 後述す る ロ マ ヌ ス に お こ な わ れ た 教会管轄区外の 聖職叙任権の

行使、 プザ ン ソ ン 司教 ケ リ ド ニ ウ ス 罷免事件な ど に 認め ら れ る 。
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1 ) ジ ュ ラ 諸修道院 と 教会

ま ず、 聖職 （教会職） に ジ ュ ラ の諸修道院長 ら が と っ た対応 に つ い て の検討か ら 始 め る

こ と に し よ う 。

ア ルル 司 教ヒ ラ リ ウ ス がガ リ ア 教会 に 教皇代理 と し て強権発動 を し 、 聖職者 を派遣 し て、

プザ ン ソ ン の近 く の 町で ロ マ ヌ ス を聖職者 に 叙階 し た。 し か し 、 ロ マ ヌ ス は 教 会 の 聖職者

と し て の威厳 よ り も 、 修道士の謙遜 を重視 し て 、 自 ら 「修道士 た ち に 修道士で あ る 」 こ と
を示 し て 、 身 に聖職者の し る し を つ け な か っ た。 由 こ の聖職 に た い す る ロ マ ヌ ス のネガテ ィ

プ な 態度 を 強調す る た め、 VPIの著者は聖職叙階 を う け た修道士 た ち の 修道院 内 で の倣慢

さ を辛競な 筆致で描 い て い る 0 4) 

ル ピ キ ウ ス は 「 こ こ ろ の 平静 さ の な かで院長職の責任を に な う た め に」 聖職叙階 を こ ば

みJ ミ ノ シ ウ ス に つ い て は、 か れ が病床 に あ っ た と き 、 エ ウ ゲ ン ド ウ ス を 次 期 院長職 に
司祭職を むす びつ け て 任ず る こ と を試みて い る と こ ろ か ら 、 かれ が聖職を兼務す る 院長で

あ っ た と 推定 し う る Jつ ぎ に、 Isarnodurum と い う Vicus の 司 祭 （Presbyter） を 父 に も

つ エ ウ ゲ ン ド ウ ス の場合 は、 聖職 に つ い て の かれ のネガテ ィ プな 態度が さ ら に 明確 に み ら

れ る 。 エ ウ ゲ ン ド ウ ス も 上述の ミ ノ シ ウ ス の要請 に抵抗 し た が、 「 司 教 た ち が祈躍 の た め

に こ の 場所 に あ つ ま っ て き た と き に で も 、 か れ は 司 教 た ち に近づ か な け れ ば な ら な い と き

で も 、 細心の注意で も っ て 、 こ の よ う な 名 誉な こ と を さ け る よ う に し た 。 」 と い う VPI の

記事 は 、 か れ の 叙 階す る た め に集 ま っ た 司教た ち を避 け る 態度 を 示 し な が ら も 、 か れ が 司

教 た ち の執鋤な 要請に屈 し 、 自 ら の意志 に反 し て聖職を兼務す る 院長職 に つ い た と 示唆 し

て い る 。7)

と こ ろ で、 三人の 院長 の 聖職へ の忌避 的 な 態度 は どの よ う に解釈すべ き で あ ろ う か。

聖職は謙虚 さ と 心 の 平静 さ を そ こ な う が ゆ え に、 隠遁者 に と っ て 不必要で あ り 、院長 も
聖職を お びて 修道士を 指導すべ き で は な い と し た。 と く に 、 修道院 内 に、 院長 と は別 に 聖

職兼務 の 修道士が い る 場合、 院長が関知 し な い ま ま に 、 こ の 聖職者が修道士 に罪 の ゆ る し
の秘蹟を さ ず け る 可能性が あ り 、 修道院 内 に ふ た つ の 指導系統が生 じ る 危険性 に つ い て の
懸念で あ っ た。 ω

聖職兼務の修道士 の 存在 は 、 VPIの著者が病床 に あ る エ ウ ゲ ン ド ウ ス の 胸 に 終 油 の秘蹟
を ほ ど こ し た事実” と 全焼 し た コ ン ダ修道院の焼け跡か ら マ ル テ ィ ヌ ス の 聖油 の壷 を 発 見

し たAntidiolus と い う 司祭 と コ ン ダ修道院 の財務 担 当 （Ministerium） の Stephanus を 尊

敬す る Sabinianus と い う 助祭がL、た事実10）か ら も 知 る こ と がで き る。 い う ま で も な く 、 ジ ュ

ラ 諸修道院の よ う な 都市教会か ら き り は な さ れ た荒野の修道院の場合、 修道士 に秘蹟 を さ
ず け る 司祭が修道院 内 に必要で あ り 、 そ れ に も かか わ らず、 聖職 にネガ ティプな傾向を う
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み だ し た根拠は、 5世紀 に 聖職が社会的栄誉 に み ち た ス テ ー タ ス と な り 、 VPIが邦議 し て

描 く エ リ ー ト 意識を も っ聖職兼務 の 修道士の存在 は 禁欲主義 的 な 隠遁生活の障害で あ っ た。

こ の よ う な 聖職 に 対す る ネ ガ テ ィ ブ な 態度は、 レ ラ ン ス に お け る よ う に 、 セ ナ ト ー ル貴族

出 身 の 修道士が聖職 に つ き 、 司 教 に 転 出 し 、 プル グ ン ド地域 の 司 教座 を か れ ら の 同族家門

で 独 占 す る ネ ポ テ イ ズ ム に た い す る 反発で は な か っ た か。 も う ひ と つ の反発の根拠 と し て、

当 時の 司 教権力 と 修道院 と の 関係 に あ っ て、 司教が司牧権 を 行使 し て管轄内 の 修道 院 を 監

督下 に お き 、 さ ら に 聖職者叙階権で も っ て 修道院の 内 部 に 介入す る 、 「 修道 院 の 自 由」 の
侵犯 へ の警戒が考え ら れ る 。 ωヒ ラ リ ウ ス の強権的 な 教権 に た い す る ロ マ ヌ ス の 反 発 も そ

の と こ ろ に あ っ た の で は な い か。

ジ ュ ラ 諸修道院が、 孤住制 か ら 共住制 に改革 し た エ ウ ゲ ン ド ウ ス 以前で は 、 ア キ タ ニ ア

修道制的 な ア ン ト ニ ウ ス 的孤住制理念 の影響下に あ っ た こ と は、 すでに指摘 し た。 マ ル テ ィ ー

ヌ は こ の聖職へ の 防衛的 な 態度を ア キ タ ニ ア 修道制 的「 古 い 共住制」の ひ と つ の特徴 と と
らえ、 前例 と し て ポ ワ チ ェ 司 教ヒ ラ リ ウ ス が マ ル テ ィ ヌ ス を聖職者 に 叙階 し た と き 、 マ ル

テ ィ ヌ ス が激 し く 抵抗 し た 例 を あ げ て い る 。 し か し 、 エ ウ ゲ ン ド ウ ス の 死後 （512 /4） 、

ヴ ィ エ ン ヌ 司教 ア ヴ ィ ト ウ ス が前記修道士 ヴ ィ ヴエ ン テ ィ オ ル ス を 院長 の 後任 と す る こ と

を 要請 し 、 こ の ヴ ィ ヴエ ン テ ィ オ ル ス が リ ヨ ン 司 教 と 同一人物で あ っ た と す る モ ィ ー ズ と

ウ ッ ド の 仮説が正 し い と す る な ら ば、 こ の 人物が リ ヨ ン 司教 と し て マ ウ リ テ ィ ウ ス 修道院

設立 に積極的 に かか わ り 、 教会 と 修道院 と の 密接な 関 係 を は か つ て い る だ け に 、 エ ウ ゲ ン

ド ウ ス以後 の ユ ラ 諸修道院の変革 は 注 目 に あ た いす る 。 さ ら に モ ィ ー ズ は こ の ヴ ィ ヴ エ ン

テ ィ オ ル ス を VPIの著者 に 同定 し 、 ウ ッ ド も こ れ を肯 定す る が、 わ れ わ れ が す で に 検討 し

た よ う に 、 VPIの記事 に あ ふ れ る 聖職叙階 に対す る 忌避 に ち か い抵抗 の 姿勢 は 、 512年 頃

修道士 に と ど ま る よ り も 、 司教職に つ く た め に ア ヴ ィ ト ウ ス の 支持を も と め、 つ い に ヴ ィ

エ ン ヌ 司 教職 に 転 出 し た ヴ ィ ヴエ ン テ ィ オ ル ス の 実像 と は一致 し な L、。 12)

2 ） ジ ュ ラ 諸修道院 と 司 教権

ウ ッ ド は 6 世紀の プル グ ン ド の修道制 を ロ ー ヌ と ソー ヌ 両河川合流点以 南 の 都市化が進

ん だ プル グ ン ド南部の都市的修道制 （Urban monasticism） と 北部 の 農業先進地 の 田 舎 的

修道制 （Rural monasticism） と に 二分す る こ と を提唱 し て い る 。 13） 司 教権 と の 関 わ り か

ら み れ ば、 前者の 場合 は 司 教監督権が直接 お よ ぶ郊外 （Subur bi um） を含む都市域 内 に 設

立 さ れ た修道院 に 直接お よ ぶ地理的条件下 に あ り 、 後者の場合 は 比較 的 自 立性 を保持 し え

う る 立場 に あ っ た と い え る で あ ろ う 。

と こ ろ で ジ ュ ラ 諸修道院 はProv. Maxima Sequanorum の メ ト ロ ポ リ タ ヌ ス 、 プ ザ ン
ソ ン 司教座管轄区 の 最南端 に位置 し 、 最 も 近 い 司 教座 は Prov. Viennensis の ジ ュ ネ ー ブ

- 17 -



で あ っ た が、 同修道院 と 司教権 と は ど の よ う な 関係 に あ っ た の で あ ろ う か。

前述 し た よ う に、 ト リ ノ 教会会議 は ア ルル と ヴィエ ン ヌ 両教会所属のProv. Vienennsis 

の メ ト ロ ポ リ タ ヌ ス の座 を め ぐ る争 い を プ ロ ヴ イ ン キ ア の 二分化で も っ て調停 し た が、 444

年、 ア ルル 司 教ヒ ラ リ ウ ス 指導下の オ ー セエ ー ル教会会議の 議題、 プ ザ ン ソ ン 司 教 ケ リ ド

ニ ウ ス 罷面問題 は ア ルル教会が ト リ ノ 裁定を無視 し 、 全 ガ リ ア 教会 に Primatus を 主 張 す

る と い う 事件 で あ っ た。 お そ ら く 、 ヒ ラ リ ウ ス に よ る ロ マ ヌ ス の 聖職叙階 は 、 か れ が プ ル

グ ン ド教会問題介入 し た こ の 時期 と 推定 さ れ る が、 「ヒ ラ リ ウ ス は Patricius と Praefectus

praetorio Galliarumの 支援 （軍事支援） を う け て、 ガ リ ア 地域 に わ た る 不 当 な 支配 権 力

Cindebitam sibi per Gallias vindicans monarchiam） を 要 求 し て 、 な ん ら 理 由 も な く 、

敬 う べ き ケ リ ド ニ ウ ス を司教の 座 よ り お ろ し た。」 と い う 記事 に は 、 凶 か れ の 手 に よ る 聖

職叙階 に た いす る ロ マ ヌ ス の忌避的態度 と と も に、 ヒ ラ リ ウ ス の強権的教会政治 に た い す

る 反発 が あ ら わ れ て い る 。 ヒ ラ リ ウ ス を は じ め、 4 世紀前半の ア ル ル の 諸 司 教、 ホ ノ ラ ト

ウ ス と カ エ サ リ ウ ス 、 可能性 と し て ホ ノ ラ ト ウ ス の前任者へ ラ ディ ウ ス が レ ラ ン ス 出 身者

で あ り 、 回 こ の 挿話か ら 、 ア ル ル教会 と レ ラ ン ス と の 密接な 関 わ り の 点 に レ ラ ン ス と ジ ュ

ラ と の修道院の性格的違 い が う か が え る の で は な か ろ う か。 な お、 ラ ヴ ェ お よ び ク ル シ ュ

は、 前者が ケ リ ドニ ウ ス 事件の記事そ の も の を、 ま た、 後者 は プザ ン ソ ン 司 教 座 に “me

tropolis patriarcha” の 称号を付 し て い る 箇所を後世の挿入 と み な し て い る 。 し か し 、 こ

の ケ リ ド ニ ウ ス の 記事 と ロ マ ヌ ス の 聖職叙階 に か ん す る 記事 と の 聞 に 反ヒ ラ リ ウ ス と い う

点 で共通性が あ り 、 前者が挿入で あ る と 即断 し え な い。 ま た、 マ ル テ ィ ー ヌ も こ の 箇所 と

ほ か と 比べて、 VPIの語 り ぐ ち に な ん ら違和感がな く 、 挿 入 と は考え ら れな い と し て い る 。16)

3 ） ジ ュ ラ 諸修道院 と 教皇権

ケ リ ド ニ ウ ス 事件の さ い、 教皇Leoは ヒ ラ リ ウ ス の 行為 を「 誤 っ た 行動、 か っ 権 力 の濫

用」 と し て弾劾 し て 、 か れ を 有罪 と し、 ケ リ ドニ ウ ス の復職 を 決定 し 、 こ の 判 決 を ガ リ ア

司 教宛勅令で も っ て 公布 し た。 「 レ オ はヒ ラ リ ウ ス の 根拠の な い主 張 を し り ぞ け 、 ガ リ ア

人の な か に メ ト ロ ポ リ タ ヌ ス の 古 い 特権 を 回 復 し た 。 J (in priscum per Gallias metro 

politanorum priuinorum . .. restiutuit. ） と い う VPIの 記事 は 、 m ジ ュ ラ 諸修 道 院 が 教 皇

の ガ リ ア 教会政策を支持 し て い る こ と を 示 し て い る 。

こ の ほ か ジ ュ ラ 諸修道院 と 教皇庁 と の 関係を示す事例 は、 ミ ノ シ ウ ス が 院長職 に あ っ た

頃、 ジ ュ ラ 諸修道院 は ぺ テ ロ 、 パ ウ ロ お よび ア ン ド レ ア （ぺ テ ロ の 兄弟） の 聖遺物 の 導入
を ロ ー マ に 修道士 を 派遣 し て は か っ た のであり、 国 こ の聖遺物 の 奉遷は 信仰 の う え で 教 皇

庁 と 同修道院 と の つ な が り の強化を象徴す る 行為 と い え よ う 。 前述の マ ル ティ ヌ ス の聖遺

物 （油壷） 崇敬 と と も に 、 こ の よ う な 聖人崇敬の慣習 は救霊 に 自 由 意志論 へ の 傾きを もっ
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セ ミ ・ ペ ラ ギ ウ ス 神学の 西方の拠点 で あ っ た レ ラ ン ス に は な じ ま なL、019)
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[IV] ジュラ諸修道院と世俗権力

ガ リ ア 政庁の モ ー ゼ ル ・ ラ ン ド の ト リ ア ー か ら プ ロ ヴ ァ ン ス の ア ル ル へ の 移 動 は 両地域

の 中 間 に 位置す る プ ル グ ン ド に どの よ う な 影響を お よ ぼす こ と に な っ た か。

413年か ら 428年 ま で 4固 に わ た る ゲ ル マ ン族 に よ る ト リ ア ー 略奪 に も かかわ らず、 ガ ロ ・

ロ マ ン 勢力 に よ っ て 同都市の経済的、 軍事的機能 は そ の ま ま 、 5 世紀末期 ま で維持 さ れ た

事実 は 侵 入 を 比較的 ま ぬ が れ て い た プル グ ン ド地域 に も あ て は ま る と 考 え ら れ る 。 。

ジ ュ ラ 諸修道院が プル グ ン ド族 と 接触す る の は、 443年 ロ ー マ の 将軍Aetius が 同 族 を 対

ア レ マ ンネ ン 防衛の た め にSapaudia地方 に移住 さ せ、 こ こ に プ ル グ ン ド の 部族国家 が 成

立 し た以後で あ っ た。 こ の サパ ウ ディ ア の プル グ ン ド 国家の領域 は ジ ュ ネ ー プ を 中 核都市

と し て ジ ュ ネ ー プ湖か ら 流 出 す る ラ イ ン 河 口 地域 と ロ ー ザ ン ヌ に 至 る 湖の 北部沿岸 を ふ く

む地域で あ り 、 ジ ュ ラ 諸修道院の立地が 同国家領域 内 に あ っ た と は確定 し え な い♂

1 ) ジ ュ ラ 諸修道院 と ガ ロ ・ ロ マ ン 勢力

ガ リ ア の 南部お よ び東部、 プ ロ ヴ ァ ンス と プル グ ン ド地域 で は 帝政末期か ら プル グ ン ド

お よ び フ ラ ン ク ・ メ ロ ヴィ ン グ時代を つ う じ て、 ガロ ・ ロ マ ン 的セ ナ ト ー ル貴族層が政治 ・

教会世界 に 勢力 的基盤を保持 し て い た0 3) 

5 世紀初頭 の ジ ュ ラ と サパ ウ ディ ア 地方は帝国 に と っ て 、 対 ア レ マ ンネ ン 政策 の う え で

軍事的重要性を も っ て は い た が、 こ こ に 存在 し て い た セ ナ ト ー ル貴族家門 は ジ ュ ネ ー プ 司

教 と な る サ ロ ニ ウ ス の前 出 エ ウ ケ リ ウ ス 家門の ほ か は確認 し え な い。 た だ、 ジ ュ ネ ー プ の

プル グ ン ド王ヒルペ リ ク ス の 宮廷 に お い て、 ル ピ キ ウ ス と 対決す る 名 称不詳のガ ロ ・ ロ マ

ン貴族群の サ パ ウ ディ ア に お け る 存在が措定 し う る 。 こ の ほ か 、 ジ ュ ラ 諸修道院 と 関係 を

も っ たガ ロ ・ ロ マ ン 貴族 は、 マ ウ リ ティ ウ ス 修道院と も 関係す る プル グ ン ド地方の セ ナ ト ー

ル貴族Syagrius家門 の 「 寄進 に よ る 教会 と 修道院の母」 と い わ れ る シ ャ グ リ ア で あ り 、 か

の 女 は エ ウ ゲ ン ド ウ ス と の 友 誼を も ち 、 の ま た、 458年以来、 皇帝マ ヨ リ ア ヌ ス の 宮廷財務

官 （quaestor sacri palatii) のDomnolusが ジ ュ ラ 諸修道院を し ば し ば 訪 問 し 、 か れ と 同

修道院 と の 密接 な 関係が想定 さ れ る 。 5)

5 世紀 に は い っ て、 ガ ロ ・ ロ マ ン貴族の教養教育の場 と し て栄え たガ リ ア 諸都市の 修辞

学校が衰退 し 、 修道院 が か わ っ て こ の役割を に な い、 な かで も レ ラ ン ス は 貴族 の 「 学校」
と し て の 機能 を は た し た。 R.マ ティ ス ン は レ ラ ン ス を 核 と し て 、 書簡 の 交換、 著書 の 献
呈、 相互の教会 で の 説教 な ど の 「文学活動」 を つ う じ て結ぼれ た セ ナ ト ー ル貴族 た ち の党
派性 （factio） の 形成を指摘 し て い る 0 6) 

さ き に 指摘 し た よ う に 地方貴族家門 出身 の ロ マ ヌ ス と ル ピ キ ウ ス 両者 に は、 上記 の「文

学活動」 の痕跡 は う か が わ れ な い。 エ ウ ゲ ン ド ウ ス の みが修道士 の 時期に院長から命ぜら
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れ た 仕事を す ま せ た あ と で、 「 ラ テ ン語の書ばか り か ギ リ シヤ語 の 修 辞学 の 書 に つ い て の

知識を確か に す る た め に 自 分 の 時間 を さ さ げ た J と い う 記事 はJ ジ ュ ラ 諸 修 道 院 で は 修
辞学習得が個人 的 な こ と で あ り 、 そ こ に は レ ラ ン ス の よ う に 知 的 活動 が修道生活の 重 要 な

部分 と は な っ て い な か っ た こ と を示 し て い る 。

ガ ロ ・ ロ マ ン 貴族勢力 と ジ ュ ラ 諸修道院 と の 関係 の 具体的事例 と は、 VPI は ル ピ キ ウ ス

の み の 事例 を 報告 し て い る 。 ル ピ キ ウ ス と 名 称不詳の ガ ロ ・ ロ マ ン 貴族 と の 確執 は 貴族 階

層 の大土地所有者が不法な収奪 に よ っ て 自 由人層 を奴隷化 し た こ と に た い す る 、 ル ピ キ ウ

ス の弾劾か ら 生 じ た。 ジ ュ ネ ー プ の プル グ ン ド王ヒルペ リ ク ス の 面前で お こ な わ れ た 、 こ

の弾劾 に た い す る 貴族側 の反応は、 ル ピ キ ウ ス が か つ て 述べ た 「 父祖 の 地 の 破誠」 と い う

予言が“Romanitas” の 「 永遠性を信 じ 、 あ る い は そ の よ う に ふ る ま っ て い る ガ ロ ・ ロ

マ ン貴族Fの 自 尊心を傷つ け、 ロ ー マ 帝国の威信を損な う 暴言 で あ っ た と し て か れ を 非

難 し た。 こ の予言が プル グ ン ド 族 の サ パ ウ デ ィ ア へ の 定住 と 土地 の 割譲 を 指 す な ら ば 、

「父祖の地の破蹴」 の 元凶 は プル グ ン ド族を指 し 、 ル ピ キ ウ ス を窮地 に 追 い 込 むで あ ろ う 。

ル ピ キ ウ ス はヒルペ リ ク ス に 「緋色の帯 び し め、第を も っ た者 （皇帝） が獣皮を ま と っ た

者 （ゲ ル マ ン 王） に 権力 を委ねた」 と 現状認識を述べて、 プル グ ン ド 王 国 の 成立 を 大胆 な

こ と ば で語 り 、 法 と 正義 の 回復を率直に願 っ た。 王 は か れ の 大胆 さ と誠実 さ と に う た れ、

「 自 由 人の 自 由」 を 回復 し 、 ジ ュ ラ 諸修道院 に 寄進 を 申 し 出 た と い う J ト ウ ー ル の グ レ ゴ

リ ウ ス の報告で は、 寄進 は畑 と 葡萄園で あ り 、 ル ピ キ ウ ス は こ れ を 修道生活 に ふ さ わ し い

も の で は な い と し て謝辞 し 、 か わ っ て毎年300モ デ ィ ウ ス の穀物 と 同量 の 葡萄酒、 修 道衣

の た め の 1 00 ソ リ ド ウ ス の 金貨を 受 け る こ と に な っ た。 削 ガ ロ ・ ロ マ ン貴族層 と は異 な る こ

の ル ピ キ ウ ス の ゲ ル マ ン 支配の認識 と 新 し い 時代への転生 は以下の 問 題 に も あ ら わ れ て い
る 。

2 )  ジ ュ ラ 諸修道院 と 帝権

両者の 関係 に つ い て も 、 jレ ピ キ ウ ス の場合の み に う か が わ れ る に す ぎ な い。

オ ー タ ン 出 身 の グ ラ ー フ のAgr匂pinus とMagister militumで 同 じ く グ ラ ー フ のAegidius

と の 閣 の争 い は 、 ア グ リ ピ ヌ ス が蛮族を も ち い て ガ リ ア の 諸プ ロ ヴ イ ン キ ア を ロ ー マ 帝 国

の 支配か ら ひ き 離す陰謀を お こ な っ た と し て 、 エ ギ ィ デ ィ ウ ス が か れ を 皇 帝 M ajorianus

に告訴 し た こ と に 始 ま る 。 ア グ リ ピ ヌ ス は ロ ー マ で の 裁判 を う け た が、 「 事件 が審議 さ れ

る こ と も な く 、 被告か ら の聴 取 も な く 」、 死刑 の 判 決を う け た。 ル ピ キ ウ ス が ア グ リ ピ ヌ
ス 側 に た ち 、 刑 の執行 を は ば む 聞 に 「 奇跡」 に よ っ て か れ を 脱獄 さ せ、 聖ペ ト ロ 聖堂 内に

保護す る こ と に 成功 し た。 こ の こ と は 蛮族 の帝国侵 入 を ア グ リ ピ ヌ ス が画策す る の で は な

い か と い う 恐怖 を ひ き お こ し 、 か れ と 帝国側 と の和解 を う む と こ ろ と な っ た 。 II)
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上記の VPIの 記述 は ふ た つ の エ ピ ソ ー ド か ら 成立 し て い る こ と を マ ル テ ィ ー ヌ は 指摘 す

る 。 そ の ひ と つ は、 461年初頭エギ ィ デ ィ ウ ス が皇帝マ ヨ リ ア ヌ ス 側 に た つ 、 ロ ー マ 帝 国

の威信 と秩序 の 守護者で あ り 、 い っ ぽ う ア グ リ ピ ヌ ス は裏切 り 者で は な い に し て も 、 蛮族

と の協調 に与す る 者 と し て告訴 さ れ た が、 無罪 と し て釈放 さ れ た と い う 話で あ り 、 も う ひ
と つ の そ れ は 、 461年 8 月 マ ヨ リ ア ヌ ス が暗殺さ れ、 セ ヴ ェ ル ス を 擁立 し た Ricimerが 実

権 を掌握 し 、 前帝 と は 異 な っ た 対蛮族政策を展開 し、 翌年西 ゴ ー ト 王Theodericus E と 同

盟関係 を むす び、 ゴ ー ト 族 に軍事援助 と ひ き かえにナ ル ボ ン ヌ を 割譲 し た。 エ ギ ィ デ ィ ウ

ス は キ リ メ ー ル に 従 う こ と を拒否 し 、 い っ ぽ う ア グ リ ピ ヌ ス は こ の 機会 を と ら え て エ ギ ィ

デ ィ ウ ス へ の 復讐 に 利用 し て 、 リ キ メ ー ル側 に た ち 西 ゴ ー ト と の協力 関 係 を 促進 さ せ た と

い う 話で あ る 0 12)

こ の マ ル テ ィ ー ヌ の 解釈 に つ い て 、 マ テ ィ ス ン は こ の事件の 発端 を 、 462年 の ナ ル ボ ン

ヌ の 割譲問題で は な く 、 456年か ら458年 に か け て の プル グ ン ド族の領域拡大 に 求 め る べ き

と し て い る 。 そ の論拠 は、 時期 的 に み て462年は エ ギ ィ デ ィ ウ ス が リ キ メ ー ル と の 対立 か

ら 前者 に よ る 告訴 は あ り え な い こ と で あ り 、 そして ア グ リ ピ ヌ ス と ル ピ キ ウ ス は と も に プ

ル グ ン ド地域の 出 身 で あ っ て、 両者 と プル グ ン ド 族 と の つ な が り の 可能 性 を 指 摘 し て い

る 0 13） こ の マ テ ィ ス ン 説 が正 し い と す る な ら ば、 ガ リ ア 政治動向 を 背景 に ア グ リ ピ ヌ ス 問

題 を ど の よ う に理解 し う る の で あ ろ う か。
ア グ リ ピ ヌ ス の 死刑判決か ら 釈放 と い う め ま ぐ る し い転換 は 、 イ タ リ ア に 勢力 を も っ帝

国 の影の 実力者、 リ キ メ ー ル と の勢力均衡 を は か る た め に 、 マ ヨ リ ア ヌ ス が ガ ロ ・ ロ マ ン

勢力 を と り こ み を は か っ た可能性が あ る 。 さ ら には リ キ メ ール 自 身が プル グ ン ド族 を も っ

て ア レ マ ン ネ ン と 西 ゴ ー ト 両族 に た い す る 北 イ タ リ ア の 防壁 と す る た め に プル グ ン ド族へ

の 接近 を は か り 、 王 グ ン ド ヴ ェ ク を娘婿 と し 、 ガ リ ア の magister militum に 任 命 し て 西

ゴ ー ト 領を の ぞ く ガ リ ア 全域の軍事命令権を 託 し て い る 。 さ ら に注 目 すべ き は 、 前述 し た

よ う に 、 マ ヨ リ ア ヌ ス の 宮廷財務 官 の Domnolusが ジ ュ ラ 諸修 道 院 と 密 接 な 関 係 に あ

り 、 14）ま た プル グ ン ド王 ヒ ルペ リ ク ス と も 親交を も っ て い た と こ ろ か ら 、 マ ヨ リ ア ヌ ス の

政策転換 に は ド ム ノ ル ス が介在 し た可能性が指摘 さ れ る 。 悶

［注］

1 ） 出稿「 ガ ロ ・ ロ マ ン末期の ロ ー ヌ 修道制J78頁－80頁。
2 )  H.H.Anton, Burgunden, Reallex. d.Germ. Altertumskunde II, S.241 . 

3 )  H.Wieruszowski, Die Zusammensetzung des gallischen u.fr古1kischen Episcopats 
bis zum Ver廿ag von Verdun, Bonner Jbb. 127 (1922/23) , S. 14. 
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か ら 派遣 さ れ て プル グ ン ド王 グ ン ド‘パ ッ ト に 戦争捕虜の 解放交渉を お こ な っ た と き 、 そ

の た め の 資金援助 を お こ な っ て い る 。 Ennodiusは か の 女 を“thesaurus ecclesiae” と 呼 ん

で い る 。 マ ウ リ テ ィ ウ ス の 初代院長Hymnemodusは リ ヨ ン の か の 女 の 家 を 祝別 し 、 唖
の娘を 奇跡 で癒 し た 。 A.Coville, Recherches sur l’ Histoire de Lyon, du ym• siecle 

au IXm• siecle (450-800) , Paris 1928, p. 26. 

5 ) Epistolae Sidonii Apollinaris VI 25, MGH. AA. VIII. 

6 )  R.W.Mathisen, Ecclesiastical Factionalism and Religious Controversy in Fifth 

Century Gaul, Washington 1988, p.84. ； 拙稿「 ガ ロ ・ ロ マ ン 末 期 の ロ ー ヌ 修道制」 91

頁。

7 )  VPI 126, p. 374. 

8 )  Martine. op. cit. , p.339, n. 4. 

9 )  VPI 92・95, p.336-340. 

1 0) Greg. Tur. , VP 5, Martine, p.458f;James, p.33f. 

11)  VPI 96-109, p,342-352. 

12) Martine, op. citl. , p.444f. 

13) Mathisen, op. cit. , p.616f. 
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15) Mathisen, op. cit. , p. 618. 

おわりに

以上の ジ ュ ラ 諸修道院 を め ぐ る 諸問題の 考察か ら 、 プル グ ン ド修道院史 に お い て 同修道
院 は ど の よ う な 位置づ け がで き る の で あ ろ う か。

590年 コ ル ム パ ヌ ス に よ る ア イ ル ラ ン ド修道制 の ル ク ス ィ ー ユ修道院 の影響力 は メ ロ ヴ ィ
ン グ ・ フ ラ ン ク 国家の ア ウ ス ト ラ シ ア お よ びネ ウ ス ト リ ア 両分国 に お よ ん だが、 プ ル グ ン
ド分国 は 北部 に か ぎ ら れ、 南西部の ジ ュ ラ 地方 に は の び て は い なL、。 そ れ は ア イ ル ラ ン ド

修道制 と フ ラ ン ク の 「 私有教会制」 と い う ゲ、 ル マ ン 的教会理念 と の むす びつ き 、 ア ウ ス ト
ラ シ ア と ネ ウ ス ト リ ア の フ ラ ン ク 貴族が 自 領に こ の理念 に も と ず く 修道院お よ び教会 の 設
立 を す す め た か ら で あ っ た。 ジ ュ ラ 地方 に お け る ア イ ル ラ ン ド修道制 の 空 白 は そ の 担 い手
フ ラ ン ク 貴族勢力 の 不在 と い う 理 由 に よ る の か、 プザ ン ソ ン 司 教座教会 に み ら れ る よ う に、
ア イ ル ラ ン ド修道制 を排 し 、 ロ ー マ 教会制度を保持す る 、 プ ル グ ン ド 中 部 お よ び南部 の ガ
ロ ・ ロ マ ン 的教会貴族の 影響が ジ ュ ラ 山地 に ま で お よ ん で い た の か、 ア イ ル ラ ン ド修道制
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と ジ ュ ラ 諸修道制 と の 関係 に つ い て の検討はつぎの機会 に ゆず る こ と に す る 。

ま た 、 6 世紀末期か ら 7 世紀 に か け て ガ リ ア 修道院史 に 影響 を あ た え 、 の ち の西 欧修道

制 の 基盤 と な る ベネ デ ィ ク ト 修道制 と ジ ュ ラ 諸修道院 と の 関係 は ど う で あ ろ う か。

ク ル シ ュ は ベネ デ ィ ク ト 戒律 （ R B ） と の類似性で も っ て、 VPI に よ る 後の R B の 模 倣

と 断定 し 、 VPIの信愚性の疑念を表明 し て い る 。 マ ル テ ィ ー ヌ は両者の類似点 に つ い て 、

1 ） 外部か ら の 品物 は すべて修道院長 に 引 き渡す義務。、 2 ） 病人 を 手厚 く 看病す る 義

務町、 3 ） 院長の責務 と し て、 医師の治療 と お な じ よ う に、 個 々 の傷つ い た 魂の た め に 適

切 な 治療 を 施す義務、 霊的状態 に従い、 そ れ に適す る勧告を あ た え る 義務副 な ど 諸点 を あ

げ、 VPIが R B か ら そ れ ら の事項を と り い れた と み る よ り は、 そ れ ら は コ ン ダ修 道 院 の 修

道 士 が毎 日 読 み あ げ て い る パ シ レ イ オ ス 戒律 に も 、 さ ら に ニ ッ サ の グ レ ゴ リ ウ ス の

“Instituto Christiano” に も 存在 し て い る こ と を 指摘 し 、 諸 修 道 院戒 律 の う ち に近親的

な 類似性が存在す る の は、 戒律の作 り 手が初期修道制、 オ リ エ ン ト 諸教父の戒律 と 伝記、

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 戒律、 カ ッ シ ア ヌ ス の “Insti tu tioneどな ど か ら 扱み と っ て い る か ぎ り 、

そ れ ぞ れ の 修道制 が成熟 し 、 一定の 発展段階 に達 し た と き 、 相互 に 独立 し て い る と は いえ、

似 た よ う な 戒律 を も つ こ と に な る と のべて い るJ し か し 、 ジ ュ ラ の戒律の 成立 が R B よ

り も 先行 し て い た と し て も 、 R B が いつ、 ま た、 ど の よ う な 経過を へ て プル グ ン ド、 と く

に ジ ュ ラ 地方 に 浸透 し 、 ジ ュ ラ 諸修道院 と い か な る 関係 を も つ に い た る か、 こ の残 さ れ た

問題 は将来の検討課題 と し た い。

最後 に ジ ュ ラ 諸修道院の プル グ ン ド地域 に お け る 影響力、 す な わ ち 教 勢 に つ い て ふ れ れ

ば、 ジ ュ ラ 諸修道院 の 教勢が プザ ン ソ ン 司教区内部ばか り か、 それを越え た"Territoria”

に及ぷ と VPIの 記事 は 伝 え る が、 そ の具体 的 な 教勢はVPIか ら は知 り え な い。 日

コ ン ダ修道院 は サ ン ・ ク ラ ウ ド修道院 と し て 存続 し 、 ラ ウ コ ン ヌ 修道 院 は ル ピ キ ウ ス 死

後、 急速 に衰亡 し 、 9 世紀 に はCella と し て、 ま た、 12世紀 に は 小修 道 院 と し て 名 称 の み

を文書の な か に と ど め て い る に す ぎ な い。 プザ ン ソ ン教区で最初の 女子修道院、 ラ ・ パ ル

ム も ロ マ ヌ ス の遺言 に よ り 、 か れ の墳墓教会 （パ シ リ カ ） を管理 す る 役務 を 担 い 、 St

Romain-de-Rocheの 名 称 と な っ た が、 こ れ も 修道 院 と し て の 機能 を 早期 に 喪失 し 、 パ シ
リ カ と し て 存続す る に す ぎ なb 、Jた だ、 ア レ マ ン ネ ン 地域 に 設立 さ れ た 修 道院 ロ マ ン モ

テ ィ エ ー ル に つ い て は、 前述 し た よ う に、 トウー ル の グ レ ゴ リ ウ ス は そ の 設立 を ロ マ ヌ ス

と ル ピ キ ウ ス に 帰 し て い る が、 Jonasの “Vita s.Columbani” に よ れ ば、 設立者 は コ ル ム
パ ヌ ス の影響を う け た プル グ ン ド の Waldelenus司Waldelena の 貴 族 家 門 出 自 の プザ ン ソ ン
司 教 Donatus の 兄 弟 で 、 pagus Utrajorarum の 大 公 職 を 父 Waldelenus か ら 継 い だ
Chramnelenusで あ り 、 そ こ に は 同 じ く 、 北イ タ リ ア の コ ル ム パ ヌ ス 修 道 院Bobbioか ら き
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たWandregieselustJ:!649年Fontenelle修道院設立す る ま で10年 間 滞在 し て い た 。 こ の ロ マ

ン モ テ ィ エ ー ル の 起源 を い ず れ に も と め る の か判 断 は困難で は あ る が、 可能性 と し て は 、

シ ュ ラ ム ネ レ ヌ ス が 7 世紀の30年代 に ジ ュ ラ 系 の 衰退 し た 同修道院を再建 と い う か た ち で

再興 さ せ た の か、 そ れ と も コ ル ム パ ヌ ス の戒律の導入 に よ っ て、 ジ ュ ラ 系 か ら ア イ ル ラ ン

ド系 に転換 さ せ た の で は な い か と 推定 し う る 。 モ ィ ー ズ は 同修道院を も っ て、 ジ ュ ラ 諸修

道院 と ル ク ス ィ ー ユ修道院か ら の 教勢の接点 と み な し て い る ♂

と こ ろ で、 プル グ ン ド地域 に お け る ジ ュ ラ 諸修道院 の 教勢問題 は 伝承 の 領域 に と ど ま る

が、 モ ィ ー ズの 以 下 の 指摘 は 注 目 に あ た い す る 。 12世紀以 前 に さ か の ぼ り え な い伝承 で は

あ る が、 6 世紀 に コ ン ダの 修道士PontiusがLe Lieu と い う 地 の 湖Joux に 庵 を む す ん だ 。

こ こ に プ レ モ ン ト レ 会 が修道院の設立を こ こ ろ み た と き 、 コ ン ダ修道院の 後身、 サ ン ・ ク

ラ ウ ド修道院が “locus domini Pontii” と し て 同地の所有権 を 主 張 し た 。 こ れ が 史 実 で

あ っ た か ど う か は疑問 と す る と こ ろ で あ る が、 こ の Le Lieuの 地 のJouxの谷は、 コ ン ダ か

らロマ ン モ テ ィ エ ー ル に い た る 道路上 に あ り 、 ジ ュ ラ の 修道士た ち が ロ マ ン モ テ ィ エ ー ル

に赴 く お り の 中継地 の役割を は た し て い る 。 そ し て 、 さ ら に サ ン ・ ク ラ ウ ド 修道院 は 1 0世

紀 と 12世紀 と の 聞 に 作成 さ れ た偽文書の な か で コ ン ダ の 修道士Ymitherius の 庵 に 起 源 を

帰 し て い る St-Hymeti昼間修道院の所領の 所有権 を 要求 し て い る 。 も し 、 こ の こ と が事 実

な ら ば、 こ の ふ た つ の 修道院は と も に プ ザ ンソ ン 教区 を こ え て 、 東西へ の 進 出 の 最先端地

で あ り 、 北 に は ロ マ ン モ テ ィ エ ー ルが、 そ し て 北西 に は、 14世紀の 聖 マ ウ ル ス の崇敬 の 慣

習 が サ ン ・ ク ラ ウ ド修道院 に 存在 し て い る 事実か ら 、 こ の こ と も き わ め て 信震性 に と ぼ し

いが、 Saint-Maur修道院がサ ン ・ ク ラ ウ ド修道院の 子 ・ 修道院 （Tochterkloster） で あ っ

た可能性が あ る 。 し か し 、 モ ィ ー ズ は メ ロ ヴ ィ ン グ時代 の数 お お く の修道院の ジ ュ ラ 系 へ

の 帰属性を認 め る と し て も 、 ジ ュ ラ の影響が聖 ク ラ ウ ド （ コ ン ダ） 修道院の 教勢域 を で る

こ と な く 、 ベ ネ デ ィ ク ト 以前の ジ ュ ラ の慣習 の ひ ろ が り に変化を あ た え て い な い こ と を 指

摘 し て 、 ジ ュ ラ の 教勢域 はJoux-Romainm6tier の Valserine の 谷の 線 と Ain渓谷 と の 聞 に

限定 し て い る J

以上の ジ ュ ラ 諸修道院 の諸問題の検討か ら 、 わ れ わ れ は レ ラ ン ス の 修道制 を ロ ー ヌ （ プ

ロ ヴ ァ ン ス ） 修道制 の 名 称 で そ の 制度 と 霊的活動 を括 り う る と す る な ら ば、 レ ラ ン ス の 影

響下を う け な が ら も 、 ジ ュ ラ 諸修道院が、 モ ィ ー ズ が い う よ う に 、 そ の 教勢域が限定 さ れ

た も の で あ っ た と し て も 、 レ ラ ン ス と は異な る ジ ュ ラ 修道制 の 名 称 に 値 い す る固有 の 修道

制 を ガ ロ ・ プル グ ン ド期 の ジ ュ ラ の 風土 と 政治的 ・ 教会的環境の も と で形成 し た と 評価 し

う る の で は な か ろ う か。
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