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3 . ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 修 道制 の 形 態 的変遷

P. Monceaux は 修道制 に 関す る ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 業績 の 豊か さ と 長 い 生命 力 と の 源
泉 を ， 合理的， 独創的 で ， か つ 多 様性 を も つ かれ の 修道制 に 求 め て い る 。〉 カ シ キ ア ク ム
(Cassiciacum） か ら タ ガ ス テ （Thagaste） を 経 て ， ヒ ッ ポ （Hippo） に 至 る ア ウ グ ス テ ィ
ヌ ス の 修道制の 形態的変遷 を み る と き ， 乙 の モ ン ソ ー の 見解が果 し て 正 し い か ど う か ，
一一 こ の 問 題 を 明 ら か に す る た め ， 前 章 で 明 ら か に し た 当 時 の ラ テ ン 的 禁欲主義的共 同 体
及 び 修道制 と 比較 し な が ら ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 修道制の 形態的変遷 を 検討す る こ と に し
ょ う 。

a） カ シ キ ア ク ム
ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の最初の 禁欲主義的共 同 体 は ， か れ が ポ ン テ ィ テ ィ ア ヌ ス か ら キ リ ス

ト 教的禁欲主義的生活 の あ り 方 を 聞 き 知 っ た 前年， す な わ ち かれ の 受 洗 の 2年前， 385年，
ミ ラ ノ 北方の郊外の カ シ キ ア タ ム に 設 け ら れ た 。 こ の 共 同体 は 10名 の 構成員 と そ こ か ら 毎

年選 出 さ れ る 2 名 の 幹 事 に よ っ て 構成 さ れ ， 私有財産 を 否定 し て ， そ れ を 共 同 管理 に 置
い て ， 古典研究 に 関す る 同 好 の 士 に よ る 交誼 を 目 的 と し て い た 。 乙 の 共 同 体 と 380年以後 ，
ヒ エ ロ ニ ム ス の 影響 の も と に ロ ー マ に 成立す る 聖書研究 を 旨 と す る キ リ ス ト 教的禁欲主義
的家共 同 体 と 比較す る と き ， 前者に は結婚生活の継続 を 認め た 点 に 違 い が あ る が， 形態 的
に み れ ば ， 聖書研究 と 古典研究 と の 違 い は あ れ ， と も に 研鎖 の 場 で あ り ， ま た 構成員 の 点
で も ， カ シ キ ア ク ム の そ れ が親族 と 友人 （母 ・ Monica， 息子 ・ Adeodatus， 兄弟 ・ Navi
gius ， 弟子乃至 は友人 ・ Romanianus, Alypius, Licentius 及 び Trygetius） ら の 身 近 か
な 者 た ち に 限 ら れ て お り ， そ れ は 当 時の ロ ー マ の 禁欲主義的家共 同 体 の あ り 方 と 一致 す
る 。
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と こ ろ で ， こ の カ シ キ ア ク ム の 共 同体設立が ポ ン テ ィ テ ィ ア ヌ ス と の 会見以 前 で あ る と
こ ろ か ら ， そ れ に は キ リ ス ト 教的禁欲主義的生活及 び 修道制 か ら の影響 は 一応否定 さ れ な
け れ ば な ら な L 、 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 修道制 に お け る カ シ キ ア ク ム の 共 同 体 の 位置 づ け を
め ぐ っ て ， そ こ に 見 出 さ れ る 共 同 生活， 規則及び一定の厳格 さ な ど に よ り ， モ ン ソ ー は そ
れ が 修道 的 な あ り 方 に 近づ い て い る と し な が ら も ， 交 誼 を 中心 と す る 知 的 サ ー ク ル 活 動 と

わ吉
「厳 し さ 」 の 点 で人 間 的 な 業 を 超 え る こ と の な い 禁欲主義 と を 包含す る 「 よ り 複合 的 な 理

念」 (une conception plus complexe） を そ こ に 認 め ， こ の 理念が カ シ キ ア ク ム 以後の
か れ の 共 同 体理念の な か に 生 か さ れ て い る こ と を 指摘 し て い る 。 ツ ム ケ ラ ー も カ シ キ ア ク
ム の 共 同 体 を 修道院 的 な そ れ で あ る こ と を 否定 し な が ら も ， そ こ に 後 の タ ガ ス テ 及 び ヒ ッ
ポ に お い て 実現す る 「 新 し い も の の 始 ま り 」 （die Anfiinge des Neuen） を 見 出 し て い
る 。 す な わ ち ， カ シ キ ア ク ム 時代の か れの 著作 ，，Soliloquia ” の な か で ， ”famulus Dei ” 
及 び ”servus Dei” の 表現が用 い ら れ て い る 事実 は こ の 共 同 体生活 に は ， 賢者の哲学的理
想 の 実現以上の も の が 含 ま れ て お り ， 新 プ ラ ト ン 主義的思惣 で は養成 さ れ え な い 「 禁欲へ
の 志 向 」 が か れ の 改宗以前 に 形づ く ら れ て い た 。

す で に 指摘 し た よ う に ， 387年 の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 改宗の契機が 前年の ポ ン テ ィ テ ィ
ア ヌ ス に よ る 聖 ア ン ト ニ ウ ス の生活の紹介で あ っ た と す る な ら ば ， そ れ は キ リ ス ト 教への
改宗が直 ち に 禁欲主義的生活 の 始 ま り を 意味 し た 当 時の キ リ ス ト 教的禁欲者の あ り 万 と ー
致す る 。 そ し て 早 く も 翌年に か れ は著書 ，，De moribus Ecclesiae Carholicae et de mo・
ribus Manichaeorum” の な か で ， キ リ ス ト 教的禁欲主義の 立場か ら ， マ ニ 教 的禁欲主
義， す な わ ち 肉体 と い う 悪か ら 警 な る 魂 を 解放す る た め の 人の能力 を 超 え た 実行不可能な
禁欲主義 と そ れ の誇示 に 対す る 批判 を 行 っ て い る 。

b） タ ガ ス テ
聖 ア ン ト ニ ウ ス の 生活及 び ミ ラ ノ ・ ロ ー マ 修道院 に 関 し て ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が え た 知

見 は カ シ キ ア ク ム か ら ア フ リ カ の Prov. Numidia の タ ガ ス テ に 至 る 禁欲主義的生活 の 形
態的変遷に ど の よ う な か か わ り を も っ た の で あ ろ う か 。 388年 設立の タ ガ ス テ の 共 同 体 に
つ い て ， 「 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス ガ家 ャ 畑 ヲ 捨 テ ， 自 分 ニ 従 ッ テ イ タ 人 々 ト ト モ ニ 神 ノ タ メ ニ
生 キ ， 夜 ト ナ ク 昼 ト ナ ク ， 絶 エ ズ神 ノ 挺 ヲ 隈想 シ ツ ツ ， 断食 ト 祈 リ ト ー普業 ト ヲ モ ッ テ 神 ニ
仕 エ テ イ タ 。 」 と ポ ジ デ ィ ウ ス が伝 え る ， い わ ゆ る 修道生活への ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 斜傾
は 「聖 ア ン ト ニ ウ ス 伝 」 を 通 じ て の エ ジ プ ト 修道制 と 380年 以後 ， ヒ エ ロ ニ ム ス が ロ ー マ
に 伝 え た オ リ エ ン ト 修道制 ， 両者の影響 に よ る こ と は 明 ら か で あ ろ う 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス
が ヒ エ ロ ニ ム ス か ら 間接的 に し か修道制 に 関す る 影響 を 受 け な か っ た こ と は ， 両者の ロ ー
マ 滞在 の 時 期 の ずれ か ら 面識 は な か っ た こ と か ら 明 ら か で あ る が， ツ ム ケ ラ ー に よ れ ば ，

η。
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388年 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が ”De moribus Ecclesiae Catholicae et de moribus Mani
chaeorum” で 描 い た オ リ エ ン ト 修道制 の 姿 は384年の ヒ エ ロ ニ ム ス 書簡 （Ep. 22, 34 36) 
に 依拠 し て い た の で あ る 。 他方， ア ン ト ニ ウ ス の 修道制 に つ い て は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は
そ の き び し い 禁欲主義 を 評価 し つ つ も ， タ ガ ス テ で は ア ン ト ニ ウ ス 的 な 隠遁 制 （anacho

reta） ， す な わ ち 世聞 か ら 隠絶 さ れ た 孤立 し た 庵 （cellula ） で の 生活 を と ら ず， 「 黙想 ヤ
祈 リ ノ 際 ニ 示 サ レ タ 真理 ヲ 説教 ヤ 書物 ニ ヨ ッ テ ． カ レ ノ 話 ヲ 聞 ク 人 ニ モ ， ソ ウ デ ナ イ 人 ニ

モ 教 エ テ イ タ 。 」 と い う 同 じ く ポ ジ デ ィ ウ ス の 言葉が示す よ う に ， 禁欲的 生活 を 営 み な が
ら ， 世 聞 に 門戸 を 聞 き ， カ シ キ ア ク ム の よ う な 哲学 的研鎖 を は か つ て お り ， そ れ故 に ， タ
ガ ス テ の そ れ は ア ン ト ニ ウ ス の 隠遁制 よ り は ， 共住制 （coenobium） の 形態 に 近 い と 言 え
よ う 。 後の ヒ ッ ポ 修道院 に つ い て ， ポ ジ デ ィ ウ ス が伝 え る 記事 の な か で ， 「 ア ウ グ ス テ ィ
ヌ ス ハ 神 ノ 下僕 タ チ ト 共 ニ ， 聖 ナ Jレ 使徒遥 ノ 時代 ニ 制 定 サ レ タ 規律 卜 生活様式 ニ 則 シ タ 生
活 ヲ 始 メ タ 。 ソ コ デ特 ニ 留意 サ レ タ 規則 ノ、 ， ソ ノ 団 体 ノ 中 テー ハ ， 誰 レ モ 私有 ノ 物 ヲ 持 タ
ズ， ス ベ テ ノ 物 ヲ 共有 シ ， 各 自 ノ 必要 ニ 応 ジ タ モ ノ ヲ 支給 サ レ ル ト イ ウ コ ト デ ア ッ タ 。 ソ
レ ハ ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス ガ前 ニ 対岸 カ ラ 故郷 ニ 帰 ッ テ 来 タ ト キ 行 ナ ッ テ イ タ ノ ト 同 ジ コ ト
デ ア ッ タ 。 J と 述べて い る と こ ろ か ら ， モ ン ソ ー は ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が す で に タ ガ ス テ に
あ っ て ， そ の モ デ. ）レ を 使徒行録 IV 32 の 記事 ・ 「信者 ノ 群 ハ 心 ト 霊 ト ヲ ヒ ト ツ ニ シ テ ィ
タ 。 ダ レ モ 自 分 ノ 持 チ モ ノ ヲ 自 分 ノ モ ノ 夕、 ト イ ワ ズ， ス ベ テ ノ モ ノ ヲ 共有 シ テ ィ タ 。 」 と
い う エ ル サ レ ム の キ リ ス ト 教徒の 共 同 体 に 求 め て い た と し て い る 。

こ こ で カ シ キ ア ク ム と の 比較 に よ り ， タ ガ ス テ の 共 同 体 の 形態 を 明 ら か Iこ す れ ば， ま ず
1) 私有財産の 否 定 ， す な わ ち 財産の 共有制 は カ シ キ ア ク ム の そ れ が 共 同 生活 を 行 う 便宜上
の 処置 で あ っ た の に 対 し て ， 「心 ト 霊 ト ヲ ヒ ト ッ 」 に す る 真の 共 同 体設立の た め の 私有財
産否定 で あ り ， 2） 独身制 （coelibatum） の 設定 で は ， 改宗 を 契機 に ， か れ は 独身 を 守 る こ と

12) 
を 決意 し て お り ， カ シ キ ア ク ム の失敗が結婚生活 に あ っ た と い う かれ の 認識 か ら ， タ ガ ス
テ で は独身 制 を 導入 し た こ と は 明 ら か で あ ろ う 。 ま た ， 3） 知 的活 動 が そ れ 自 体の 追求 か
ら ， す べ て が神への奉仕 に 向 け ら れ た 点 に タ ガ ス テ の特色が あ り ， 4） 規則 に つ い て は ， ポ
ジ デ ィ ウ ス が 「聖 ナ ル 使徒遥 ノ 時代 ニ 制定 サ レ タ 規則 」 と 記 し て い る だ け で， 内 容 に は ふ
れ て い な い が， ブ ウ ラ ラ ン が第 l Ordo が タ ガ ス テ で 詰 み ら れ ， ヒ ッ ポ で 完成 し た と す
る 仮説 を 立 て て い る 。 5） 構成員の 労働に つ い て は ， ポ ジ デ ィ ウ ス は 伺 ら 触れ て い な い が ，
ア ウ グ テ ィ ヌ ス が 400年 カ ル タ ゴ 司 教 Aurelius の要請 に 応 じ て 著 し た ”De opere mo・
nachorum” の な か で ， 修道士の 労働， と く に手仕事か ら の 収益が修道 院 の 経済的維持の
た め の ひ と つ の 手段 で あ り ， か っ労働 を 自 己救済の手段 と み な し て い る と こ ろ か ら ， タ ガ
ス テ は 構成員の 労働義務が規定 さ れ て い た の は 確 か で あ ろ う 。 そ し て すべ て の 構成員 た ち
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が そ れ ぞ れ の 能力 と 体力 に 応 じ て ， 共 同 体 の所領維持l己 努 め た が， モ ン ソ ー に よ れ ば ， �］
的労働 に 重点が 置 か れ ， 禁欲主義 と 共住制 と の結ぴ つ き が修辞学者 と 哲学者 と し て の かれ

14】
の 文筆活動 を 促 し た の で あ る 一

乙 の タ ガ ス テ の 共 同 体 と 当 該教 区 の教会 と の 関 係 に つ い て ， こ れ を 知 る 手 が か り は存在
し な い 。 ブ ウ ラ ラ ン が指摘 す る よ う に ， 当時の慣習 に 従 っ て ， 両 親か ら 相 続 し た タ ガ ス テ
の所領 を 用 益権の み を 留保 し て ， 教 区 教会 に 寄進 し た と す る な ら ば， 同 共 同 体 の 財産 は 教
区 教会の所有 と な っ て い た と み な し う る で あ ろ う 。

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 修道制の変遷に あ っ て ， 乙 の タ ガ ス テ の 共 同 体が ど の よ う な 位置 を
占 め る の で あ ろ う か 。 そ し て ， タ ガ ス テ の そ れ が い わ ゆ る 修道院 （monasterium） と 呼 ぴ
う る も の で あ っ た か ど う か に つ い て 検討す る こ と に し よ う 。

筆者が本稿に お い て ， こ れ ま で タ ガ ス テ の そ れ を 「修道院 」 と 記す の を 避 け て 来 た の
は ， タ ガ ス テ の 共 同 体設立の 目 的 が カ シ キ ア ク ム の よ う な 哲学研究の た め の 学 問 的交流の
場 で は な く ， マ テ オ XIX, 21. の キ リ ス ト の 教 え の 実践の場で あ っ た か ど う か， と ぼ し い
資料か ら 明 ら か に す る こ と が 出 来 な か っ た か ら で あ る 。

タ ガ ス テ の 共 同 体 の 規模 は ， そ の 構成員数か ら 推定す る に し て も ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス を
除 い て ， か れ の 息子の Adeodatus, Alypius （後の タ ガ ス テ 司教） ， Evodius （後の Uzali
司 教 ） , Severus （後の Milev司教） 及び Lucinianus ら 5 名 が知 ら れ る の み で 把握す る

15) 
こ と が不可能な状態 で あ る 。

モ ン ソ ー は タ ガ ス テ の 「家」 (maison） を カ シ キ ア ク ム の ，， le cenobitisme phioso・
phie ” か ら ヒ ッ ポ の ，， le cenobitisme proprement monastique” に 至 る 「長 い 道程の 直
前 の段階 （I'avant-derni色re etape） 」 で あ り ， こ の 「家」 は す べ て の 友人達 に よ っ て 構
成 さ れ， し か も 文学 と 知 的慣習 と を 犠牲 に す る こ と な し 自 ら の 救済 を は か っ た 「修道士
達 の 小 さ な集団 」 （une petite communaute de moine） で あ っ た と 規定す る 。 タ ガ ス
テ が な か ぱ文学の 「 同 好の 士 の 集 ま り 」 (une confrerie de lettres） で あ る が， ア フ リ
カ の 最初の 修道院 と す る モ ン ソ ー の 見解 に ， ブ ウ ラ ラ ン も 同調 し て い る 。 F. van der 
Meer は こ の 見解 に 賛意 を 示 し な が ら も ， 乙 の congregatio に は ， 「 誓約」 は な く ， 「決

17)  

意 」 が あ っ た に す ぎ ず ， そ の オ リ ジ ナ リ テ ィ は 知 的労働 に あ っ た と し て い る 。
G. フ ォ リ エ が こ の タ ガ ス テ の 「家J を 修道 院 で は な く ， 「哲学 と 文学 の 家 」 と 規定す

る 根拠 と し て ， 次の 5 項 目 を 挙 げ て い る 。 1 ) タ ガ ス テ の共 同 体 は 当 地 で 著 さ れ た ア ウ グ ス
テ ィ ヌ ス の 書簡 と 著書 か ら 明 ら か な よ う に ， 哲学者 の 隠接の場 ”otium ” で あ り ， 2） ア ウ
グ ス テ ィ ヌ ス も ポ ジ デ ィ ウ ス も タ ガ ス テ の 共 同 体 を ”monasterium” の 言葉 で 表す こ と
を 意識 的 に 避 け て い る こ と が う か が わ れ， 3） ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の み が 私有財産 を 放棄 し
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て い る に す ぎ ず， 4） マ テ オ XIX, 21 の キ リ ス ト の 教 え を 始 め て 実行 に 移 し た の は ， タ ガ
ス テ 時代の 終 り に な っ て か ら で あ っ た 。 ま た5） ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が か れ の Sermo 355 の
な か で ， 修道生活 を 行 う た め に ， ヒ ッ ポ に 来 た と 述べて い る と 乙 ろ か ら ， か れ の 最初 の 修

18) 
道院 は ヒ ッ ポ に 求 め ら れ る と し て い る 。

ツ ム ケ ラ ー は タ ガ ス テ の 共 同 体理念が 新 プ ラ ト ン 主義的思想の 影響下 に あ り ， そ こ で の
「 神 ニ 仕 エ ル コ ト 」 ” Deo servire ” が フ ォ リ エ の 言 う ”otium ” で あ っ た こ と を 認 め な

が ら も ， す で に そ こ に は 修道生活の特質が う か が え る と し て ， タ ガ ス テ が ア ウ グ ス テ ィ ヌ
ス の 最初の 修道院 で あ っ た 乙 と を 主張す る 。 上述の フ ォ リ エ の 問題提起 に 対 し て ， ツ ム ケ
ラ ー は ア ウ グ ス テ イ ヌ ス が 「 神 ニ 仕 エ ル者達」 ”servi Dei ” ， す な わ ち 禁欲者遥 と と も に
結婚 と 世俗的 な 名 誉 位 地 位 を 捨 て ， 祈 り ， 労働及 び 相互扶助 に よ る 共 同 生活 を 始 め た と い
う フ ォ リ エ も 認 め る 事実 を 挙 げて 反論 を 試み て い る 。 さ ら に ， 私有財産 の 放棄 が 共 同 体 の
すべて の 構成員 に よ っ て 直 ち に 行 わ れ た か否 か ， ま た ， そ れ が ど の程 度 の 放棄 が な さ れ た
か と い う 問題 は 共 同 体の 修道院 的性格 を 決定 づ け る も の で な い と 主張す る 。 ま た ， た と え
ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス ， ポ ジ デ ィ ウ ス 両者が タ ガ ス テ の 共 同 体 を ”monasterium” の 語 で 表
さ な か っ た と し て も ， そ れ を 修道院 と み な し て い た こ と は ， 両 者 が タ ガ ス テ の 共 同 生活 を
”Deo servire ，， 及 び ，，Deo vivere ” と い う 修道生活 を 表す言葉で も っ て ． ま た そ の 構成

員 を ，，Dei servi ” の 言葉 で 表現 し て い る 例 を 挙 げ， し か も ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が ” monaste
rium ” と い う 言葉 を ”De moribus Ecclesiae Catholicae ” の な か で も ， ま た ， エ ジ プ

ト 修道制 わ い て も 用 い て い な い事実 を 指摘 し て い る ？
タ ガ ス テ が 修道院 で あ っ た か， 否 か の 問題 を め ぐ る フ ォ リ エ と ツ ム ケ ラ ー の 論 争 は ア ウ

グ ス テ ィ ヌ ス が 同 共 同 体 に お い て ， マ テ オ XIX, 21 の キ リ ス ト の 教 え の 実践 を 目 的 と
し ， そ れ を ど れ ほ ど徹底 さ せ た か と い う 程度の 問題 に 帰結 し ， 同 共 同 体 を 支 え る 理念の 問
題 に かか わ る も の で は な か っ た 。 そ し て ， こ こ で敢 え て こ の 論 争 に 結着 を つ け る と す れ
ば ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が修道生活 を 「 神 ノ 下僕 デ ア ル 修道士遥 ガ生活 ス ル 仕 方 ノ 生活 デ …
… … 」 ” at que in ea vita vivere in qua servi Dei monachi vivunt” と 規定 し て い る

20) 
と こ ろ か ら ， か れ が タ ガ ス テ の 共 同 体 の 生活 と そ の 構成員 を ” Deo servire” 及 び ”Deo

21) 
vivere＂ ， ”Deo servientibus” 及 び ぷervi Dei“ と 表 し て い る 事 実 は ， か れ が 自 ら タ ガ
ス テ の 共 同 体 を い わ ゆ る ”monasterium” と み な し て い た こ と を 示 し て い る 。

c） ヒ ？望 ポ

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ヒ ッ ポ 教会 の 司 祭 に 叙任 さ れ る 391 年以前， す で に 乙 の ヒ ッ ポ ・ レ
ギ ィ ウ ス （Hippo Regius， 今 日 の Annaba） に 修道院 の 設立 を 計画 し て い た 。 そ の 設立
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計画時期 に つ い て ， ポ ジ デ ィ ウ ス が示す 「神 ヲ オ ソ レ テ イ タ 善良 ナ キ リ ス ト 教徒」 の官吏
を 修道生活 に 導 く た め ， ヒ ッ ポ を 訪れ た 事実 と ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の説教に う か が え る 修道
院設立の意図 を も っ て ， ヒ ッ ポ の あ る 友人 を 訪問 し た 事実 2 が 同ーの事件 で あ る な ら ， そ
れ は389年暮か ら 390年の初旬 に か け て の 乙 と で あ ろ う 。

391 年 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が ヒ ッ ポ 司教 ヴ ァ レ リ ウ ス （Valerius） に よ っ て ， ヒ ッ ポ 教会
の 司 祭職の叙任 を 受 け た と き ， 同教会の 敷地 内 に 設立 し た 修道院 は 「聖 ナ ル 使徒 タ チ ノ 時
代 ニ 制定 サ レ タ 規律 ト 生活様式」 を と り ， そ の 規則 と は 「 ソ ノ 団 体 ノ 中 デ ハ ， 誰 レ モ 私有

24) 
ノ 物 ヲ 持 タ ズ， ス ベ テ ノ 人 ガ ス ペ テ ノ 物 ヲ 共有 シ ， 各 自 必要 ニ 応 ジ タ モ ノ ヲ 支給 サ レ ル 」
と い う エ ル サ レ ム の初代 キ リ ス ト 教徒共同体の形態 を と る 点 で タ ガ ス テ の 制度の 継承で あ
っ た 。 し か し ， タ ガ ス テ と 異 な る と こ ろ は ， 共住修道生活 （vita communis） を 営 む 共
同 体 の すべ て の 構成員 に 上述の 規則 に 従 っ て ， 「 キ リ ス ト ノ 貧者 」 と し て の 生活 を す る 誓
い を 求 め る と い う 響約 を と も な う 修道院 （congrega tio propositi ) と な っ て い る 点 で あ

25) 
っ た ー し か し ， 乙 の 響約 の 際 に 「従順」 の誓い が存在せず，

｝ し か も 誓約 に と も な う 聖別 （
consecra tio） が行 わ れ た か ど う か は不明 で あ る 。

ヒ ッ ポ 修道院 （ ヒ ッ ポ 第 l 修道院 と 呼 ぶ ） の修道士 で あ っ て ， そ の 名 前が判 明 し て い る
者 は タ ガ ス テ か ら ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に 同行 し て 来 た ア リ ピ ウ ス ， セ ウ ェ ル ス 及び エ ボ デ ィ
ウ ス ほ か新入者 に は ， Possidius （後の Calama 司教） , Profuturus （後 の Constantinus
司教） , Urbanus （後の Sicca 司教） , Peregrinus （後の Thaenae 司 教） , Fortunatus 

（ プ ロ フ ト ウ ル ス の 後任 の キ ル タ 司 教） ， Paulus （後の Cataquas 司 教） 及 び Bonifacius
（ パ ウ ル ス の 後任 司教） ら の 名 が挙 げ ら れ る 。 修道士数 は 確定 し え な い が， 修道士遥の 出

身 は セ ナ ト ー ル貴族 か ら 解放奴隷 に ま で 及 び ， 出身地 も ヒ ッ ポ ば か り で な く ， 他 の 司教座
管 区 に も 及ん で い る 。 そ し て 同修道院 で は ， 俗人修道士が大部分 を 占 め る が， 聖職者修道
士 も 入 っ て お り ？ 乙 の 聖職者及 び 俗人混請の 修道院 は 395年 の 聖職者修道院 （monaste・
rium clericorum） と 俗人の た め の 修道院の 設立以後 は ， 神学校的性格 （seminario） を
強 め て 行 っ た と 思 わ れ る 。

ま た ， ヒ ッ ポ第 l 修道院の財政的基盤 に つ い て は ， そ れ は 修道院 に 対す る 修道士遠の財
産相続権 を 含 む 私有財産の 寄進． 労働 を 自 己救済の手段 と す る 修道士遥の手仕事 に よ る 収
率 及ひ・ ヒ ッ ポ 司教 ヴ ァ レ リ ウ ス と カ ル タ ゴ 司教 ア ウ レ リ ウ ス な ど ， 外部か ら の 所領寄進 に
よ っ て い る 。 ヴ ァ レ リ ウ ス の 土地寄進 は ， 先述 し た よ う に ， 同修道院 の 敷地 が ヒ ッ ポ 司 教
座教会 内 に あ る と こ ろ か ら ， ヒ ッ ポ 教会の所領 で あ る こ と は 確 か で あ っ た と し て も ， 都市
と ッ ポ近郊 に 穿在す る ア ウ レ リ ウ ス の そ れ は かれ個人の も の か ， カ ル タ ゴ教会の そ れで あ
っ た か ど う か は不 明 で あ る 。
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ヒ ッ ポ 第 l 修道院 の 形態 に つ い て ， ま ず建物の構造か ら 述べ れ ば ， E. Maree に よ る 考
古学的研究 は ， そ れ が ヒ エ ロ ニ ム ス の ベ ト レ へ ム 修道院 と 同 形 態 の 修道士の 個室 （cellula)
の 存在 を 立証 し て い る 。） ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 修道院規則， ,,De ordine” 及 び ”praecept
um” が信滋性 を も ち ， し か も そ れ ら の 規則 の 成立が ヒ ッ ポ 時代 で あ る と す る な ら ば， そ
れ か ら推定 し う る 修道 院 の 構造 は 礼拝堂 （praecep. Cap.  3） ， 図 書室 （ 同 Cap. 9） ， 厨
房 （ 同 Cap. 9） ， 食糧貯蔵室 （ 同 Cap. 8） 及 び 衣服室 （ 同 Cap. 8 et 9） を 有 し て い
た 。 ま た ， 人 的組織に つ い て は ， 修道院長 （praepositus ） と 司 祭 （presbyter） が 共 同 体
の 指導 と 運 営 に あ た り ， 前者 は衣食 の 分配 （ 同 Cap. 1 ） ， 寄進の受領 と そ の 処置 （ 同
Cap. 8） ， 衣服の洗溜 に 関 す る 裁量 （同 Cap. 9） ， 修道士 の 外 出 の 際 の 同 伴者 の 選 定 （ 同
Cap. 9 ） 及 び 罰 令権 を 伴 う 修道院の秩序の保持 （ 同 Cap. 1 1 ） な ど に あ り ， 後者の そ れ は
設立者の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 自 ら が こ れ に あ た っ て い た と こ ろ か ら ， 礼拝堂 を 中 心 と す る 司
牧活動の ほ か ， 修道院全体 の 指導 に 及 ん で い た の で あ ろ う 。 ヒ ッ ポ で は ， 修道院 内 に お け
る 修道院長 と 司 祭 と の職掌の 明確 な 分担 は み ら れ ず， そ の 教会附属 修道 院 の 性格か ら ， む
し ろ 司 祭職の 上位性が う か が え る 。 「 父 ノ 如 ク ， 修道院長及 ピ汝 ラ ノ タ メ ニ ， ス ベ テ ノ コ
ト ヲ 配慮 ス ル 司 祭 ニ 従順 ナ ル ベ シ 。 コ レ ラ ノ 凡 テ ノ 規則 ガ厳守 サ レ ル タ メ ニ ， 又 モ シ ， ア

ル 事項 ガ道守 サ レ ナ イ 場合， コ ノ コ ト ガ見過 サ レ テ ハ ナ ラ ズ， ム シ ロ ， ソ レ ガ改 メ ラ レ ，
罰 セ ラ レ Jレ タ メ ニ ， 修道院長及 ピ ヨ リ 高 イ 権威 ヲ 持 ツ 司 祭両者 ハ 全力 ヲ 尽 サ ナ ケ レ パ ナ ラ
ナ イ 。 」 と 記す praecep. Cap. 1 1 の 規定 は ヒ ッ ポ に お け る 司 祭職 の あ り 方 を 示 し て い

る 。

396年 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ヒ ッ ポ 司教に 叙任 さ れ た 直後， 司 教 の 館 （domus episcopi ) 
を 聖職者修道院 （monasterium clericorum in domo episcopi ） と な し ， ヒ ッ ポ 第 l 修
道 院 で 生活 す る 聖職者及 び 同 修道院 で聖職叙任 を 受 け た 者 を そ こ に 移 し て い る 。 乙 の 聖職
者修道院設立の 目 的 は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に よ れ ば， 司 教 と し て の 貧救活動 を す る こ と に
よ れ 外部 と の 接触が頻繁 と な り ， 本来の 修道生活 が損 な わ れ る た め ， ヒ ッ ポ第 I 修道院
よ り 分離 し た の で あ る 。

「 聖職者逮 ハ 常 ニ ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス ト 共 ニ ， ヒ ト ツ ノ 家 ニ ， ヒ ト ツ ノ 食卓 ヲ 囲 ン デ，
同 ジ 財 源 カ ラ 衣食 ヲ 得 テ イ タ 。」 と ポ ジ デ ィ ウ ス が言 う 聖職者修道院 は エ ル サ レ ム の初代 キ
リ ス ト 教共 同 体の理念に も と づ く ， ヒ ッ ポ 司教座教会の 聖職者逮の 共 同 生活 （vita com

munis） で あ り ， 同 修道院の特 色 は そ れ が聖職者 の み に よ っ て 構成 さ れ ， 財政上 の 自 立性
を も た ず ， そ の 運営 が ヒ ッ ポ 教会に財政的 に 依存 し て い た 点， ま た 岡 修道士 ら が聖職者 と
し て 司 牧活 動 に 従事 し て い た こ と か ら ， 手仕事 の 義務 を 免除 さ れ， し か も 外出 の 自 由 が与
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え ら れ て い た と い う 2 点に 求 め ら れ る 。 乙 の 2 点 tと よ り ， 聖職修者道 院 が ア ウ グ ス テ ィ ヌ

ス の 他の 修道院 と 共通 し た 理念 を も ち な が ら も ， そ れ ら と は 異 な る 目 的 を も っ一種 の 教会
付属施設 （Stift） と な っ て い る 。 こ の 両者の 違 い は 修道士 と 聖職者 と に 求 め ら れ る 資質 の
違 い を 反映 し て お り ， 乙 の 乙 と は 「 時 ト シ テ ， 良 キ 修道士 ガ ナ ル ホ ド ， 充分 ナ 禁欲 ・ 節
制 （continentia） ヲ 身 ニ ツ ケ タ ト シ テ モ ， 必要 ト サ レ ル教育， 当 然 ニ 求 メ ラ レ ル人格 ノ
完 全 サ ヲ モ タ ナ ケ レ パ ， 良 キ 聖職者 ニ ハ ナ レ ナ イ 。） 」 と い う ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 見解 と 一
致す る 。

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の405年の タ ガ ス テ 司 教 ア リ ピ ウ ス 宛書簡 及び 425年乃至 426年の説教
は 聖職者修道院 に お け る 修道 司 祭 の 私有財産所有に つ い て の 疑惑 を 晴 ら す た め に ， か れ が
実態調査に も と づ い て 行 っ た 報 告 で あ り ， 乙 れ ら か ら こ の 共 同 体 に お け る 私有財産放棄の
実態の一端 を 知 る 手 が か り が得 ら れ る で あ ろ う 。

405年， か つ て タ ガ ス テ の 修道士 で， Thiave 教会の 司 祭 と な っ た Honoratus の遺産
相続問題 は ， J. Besse k よ れ ば， 乙 の 事件以後， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が タ ガ ス テ 司 教 ア リ
ピ ウ ス と と も に ， 財産放棄 を し な い者 を 修道士 と し な い と 決意す る 契機 と な っ た と し て い
39) 

る 。 乙 の 遺産相続問題 と は ， ホ ノ ラ ト ウ ス が タ ガ ス テ 修道 院 に 入 る と き ， 財産放棄 を せ
ず， そ の ま ま テ ィ ア ー ヴ ェ 教会の 司 祭 と な り ， し か も か れ が こ の財産 に 関す る 遺言状 な し
に 死亡 し た と き ， そ の 所有権 を め ぐ っ て ， タ ガ ス テ 修道院 と テ ィ ア ー ベ 教会 と の 聞 の 係争
問題 に 発展 し た 。 ツ ム ケ ラ ー の コ メ ン タ ー ル が指摘す る よ う に ， ホ ノ ラ ト ウ ス が タ ガ ス テ
の 修道士に な っ た 際， か れ が ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 承認の も と に ， 私有財産 の 処 分 を 後 日

40) 
ま で保留 し た と す る 解釈が正 し い な ら ば， 乙 の こ と は タ ガ ス テ で は ， 先述 し た よ う に ， 少
な く と も 「 キ リ ス ト ノ 貧者 」 と し て の 私有財産 を 放棄す る 醤約 （propositum） が 行 わ れ
た か ど う か疑問 で あ り ， 乙 の 誓約 を 明 ら か に 求 め た ヒ ッ ポ で も ， 以下の 事例で示す よ う

に ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 晩年に な っ て も ， そ の 放棄が不徹底 で あ っ た 。

425年乃至426年， 聖職者修道院の 修道司祭， Januarius が未成年の 2 人の 子供の う ち の
娘 に 一部の財産 を 相 続 さ せ た 以外 ， 私有財産 を 放棄 し た 乙 と に な っ て い た に も か か わ ら ず ，
か れ は 死期 が近 づ い た と き ， 娘が相続 し た 財産 を ヒ ッ ポ 教会 に 寄進す る こ と を 遺言状 に 記
し た 。 乙 の 教会への 寄進行為 は ， か れ が修道司祭 に な っ た 以後 ふ 法 的 に は そ の 所有権が
か れ の手 中 に あ っ た こ と を 示す に 外 な ら な か っ た 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は 言 う ， 「 ヲ レ ワ レ
ノ 共同 体 デ生活 シ ， 教会財産 デ扶養 サ レ タ 司祭 デ ア リ ， 仲 間 デ ア ル 者 ガ遺言状 ヲ 書 イ タ 。
カ レ ハ 共同 体 ノ 生活 ヲ 称 エ タ ガ， 遺言状 ヲ 記 シ テ 遺産相続者 ヲ 定 メ タ 。 コ ノ 事 ハ コ ノ 共
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同 体 ニ ト ッ テ 激 シ イ 痛 ミ デ ア リ ， ソ レ ハ 主 ヵー植 エ ラ レ タ 木 ニ ハ 実 ヲ 結 ノて ナ イ 果実 デ ア Jレ 」
と 。 し か も こ の 遺産相続問題 が 2 人の子供 の 閣 の係争問題 に 発 展 し た こ と に よ り ， ア ウ グ
ス テ ィ ヌ ス は ヒ ッ ポ 教会 に 対す る ヤ ヌ ア リ ウ ス の 寄進 を 拒否 し て ， 2 人の 子供 の 間 で の 財
産 の平等分割 相 続 を も っ て ， こ の 問題 を 決着 を つ け て い る 。

“vita perfecta communis” を 根底か ら 危 く す る 「 偽 リ ノ 生活 ヲ オ ク リ ， 財産所有 ニ
執者 シ テ イ ル 者」 の 存在が ヤ ヌ ア リ ウ ス 以外に あ っ た か ど う か の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に よ る
調査 は 以下 の 通 り で あ っ た 。

副助 祭 の Valens と ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 甥の Patricius が わ ず か で は あ る が， い ま だ
未処分の財産 を 保有 し て い た 。 ヴ ァ レ ン ス の場合， か れ は 財産処分可能 な 法 的年齢 に 達 し
な い 未成年で あ る が， か れ の 母 が そ の財産 で生活 し て い た 。 し か も そ れ は 耕地 で ， 兄 弟 の
ミ レ ェ ヴ教会の 副助 祭 と の 共 同 所有で あ っ た 。 ま た ， か れ は 同 じ く 兄弟 と の 共 同所有 で 奴

隷 を も っ て い た が， こ れ ら の財産がかれ ら の 聞 で分割相続 さ れ た 場合 に は ， 奴 隷 は 解放 し ，
そ の ほ かの 財産 は 教会に 寄進 さ れ る こ と に な っ て い る 。

Patricius も 小所領 を 所有 し て い た 。 そ れ が処分 し 得 な か っ た 主 な 理 由 は 不 詳で あ る
が ， い ま も う 一 つ の 理 由 は かれ の 母親の生活が そ れ で賄 わ れ て い る か ら で あ り ， 母 親 の 死

42 〕
後， か れ と 姉妹達 と の 聞 に ， そ れ を め ぐ っ て 係争が起 っ て い る 0 ,

Faustinus は 軍役 を 離れ て か ら ヒ ッ ポ 第 l 修道 院 に 入 っ た の ち ， 受洗 し ， 後 に 別 の 教
会 （ ？ ） の 助 祭 に な り ， 財産 を 法 的 で は な い が， 事実上放棄 し て い る 。 か れ は ア ウ グ ス テ
ィ ヌ ス の 助 言 に 従 い ， 財産 を 兄弟 と 分割相続 し ， 自 分の 取 り 分 を 在職す る 教会に 寄進 し て
し 、 る 。

助 祭 Severus は 放郷 か ら up. ぴ 寄せ る 母親 と 姉妹が住 む 家屋 を ， ヒ ッ ポ の あ る 信者 の 控
助 で購入 し た 。 乙 の 家屋の処分 問題 は ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 判断 に ゆ だね ら れ た 。 そ し て ま
た ， 故郷に 所有す る かれの所領は 当地の 教会に 寄進 さ れ る 乙 と に な っ て い る 。

ヒ ッ ポ 教会 の 姓 名 不 詳の 助 祭 は 叙階以前に 自 ら の労働 に よ っ て 購入 し た 奴隷以外， 伺 ら
財産 を 所有 し な か っ た が， こ の 奴隷 も 司 教文書 に よ っ て 解放が 確認 さ れ て い る 。〉

助祭 Heraclius は 聖 ス テ フ ァ ヌ ス の 聖遺物 を 安置す る パ ジ リ カ （Basilica Pacis ） に 付
属 す る 礼拝堂 （capella） を 建立 し た 。 か れ は 不動産 を 購入 し た が ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の
助言 に 従 っ て ， そ の 所有 権 を ヒ ッ ポ 教会lと 寄進 し ， 用 益権の み は保有 し て ， 母親が居住 す
る た め の 家屋 を 建 て た が， そ の 家屋の所有権 は 教会 に 帰属 し て い る 。 ま た ， か れ が所有す
る 奴隷 は 教会側 か ら 文書 tと よ り ， 解放が認め ら れ て い る 。）

貴族出 身 の 司 祭 Leporius は 聖職修道 院 に 入 る 以前 に ， 別 の 教会 に す べ て の 財産 を 寄進
し て い た 。 ま た ， か れ は 修道 院 を 設立 し ， そ れ の維持費 を 負担 し て い た が， 同 修道 院 は か
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れ の 所有 で も ， 教会付属 で も な い完全 に 自 立 し た 修道院 と な っ て い た 。 こ の ほ か， か れ は
ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の依頼 tと よ り ， ヒ ッ ポ の信者が寄進 し た も の を 用 い て ， 旅行者 の た め の
宿 泊所 と 8 人の 殉教者 に 捧 げ ら れ た パ シ リ カ を 設立 し た 。 そ の 際， か れ は こ の 宿 泊所の 建
設資金 で ， 壊 し て 石材 を と る た め ， Carraria に あ る 家 を 買 っ た が， そ の 石材が 不用 と な
っ た た め ， そ の ま ま 借家 と し て 用 い ら れ， そ の 家賃 は 教会の収入源の 一部 と な っ て い る 。

司 祭 Barnaba の場合， か れ は Eleusinus と い う 人物か ら 土地 を 買 っ た と 噂 さ れ て い
る が ， そ の土地 は も と も と ， エ レ ウ シ ヌ ス か ら かれ に 贈与 さ れ た も の で あ っ て ， 今 で は バ
ル ナ パ が そ こ に 設立 し た 修道院の所有 に 名 義変更 に な っ て い る 。 ま た パ ル ナ パ が聖職者修
道 院 長 の 職 に あ っ た 時 に ， Victorianum k 存在す る 土地 を 借金で 購入 し た 。 こ の 借金 は
ヒ ッ ポ 教会側 で支払 っ た が， 借金の一部が 上記 の か れ の 修道院 に 負債 と し て 残 さ れ て い
る 。 乙 の土地 は 多 く の 収益が期待 さ れ る ほ ど肥沃 で あ る 乙 と か ら ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は そ
の収益です み や か に 借金の返済が で き る よ う に ， ま た ， パ ル ナ パ が私有財産の 所有の 疑 い
か ら 解放 さ れ る よ う に ， ヒ ッ ポ の信者の う ち か ら ， そ れ を 経営す る 人物 を 求 め て い る 。

以上， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ヒ ッ ポ の修道聖職者の財産放棄 の 実態 に つ い て の報告 と 釈 明
を し な が ら ， 次の よ う に 修道聖職者の あ る べ き 姿 を 明 ら か に し て い る 。

ま ず聖職叙任 を 受 け る 者 は “vita perfecta communis” を 行 う こ と の 誓約 を 前提 と
し ， こ れ に 応 じ な い 者 に は 叙任 を 拒否 し て い る 。 そ し て かれ は こ の 誓約の違反者 に 対 し て
聖職剥奪 に 処す る こ と が正 し い と し な が ら も ， こ の違反者 を 聖職者修道院 か ら の 追放 に と
ど め て い る 。 し か し ， か れ が こ の違反者 に 対す る よ り も き び し い態度 を と っ た の は ， 「 神
ノ 慈悲 ニ ヨ リ ， コ ノ 共 同 体 ノ 生活 ニ 親 シ し ソ ノ 後 ニ 偽 リ ノ 生活 ヲ オ ク リ ， 私有財産 ノ 所
有 ニ 執着 シ テ イ ル 者 」 に 対 し て で あ り ， か れ に は遺言状 を 記す許可 を 与 え ず， か れ の 名 を
聖職者 リ ス ト か ら 抹消 し ， ヒ ッ ポ 司 教座管轄区 内 に お け る 司 牧活動 を 禁止 し て い る ？ 乙 の
乙 と は ， 聖職者 と は ， 「聖 ナ ル 生活 ヲ 営 ミ ナ ガ ラ ， 聖職 ヲ 司 Jレ ， 二重 ノ 義務 ヲ 負 ワ サ レ テ
イ ル 」 者 と す る かれ の聖職者像 と 一致す る 。

〉

J. ペ ス 及 び E. ブ ウ ラ ラ ン に よ れ ば， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は 乙 の 聖職者修道院 の 制度 を ，
ア ム ブ ロ ジ ウ ス が 「修道院 ノ 禁欲」 と 「 教会 ノ 規律」 と を 結び つ け た と 称揚す る ヴ ェ ル チ
ェ リ 司 教 エ ウ セ ピ ウ ス の “monasterium clericorum明〉 ら 学び と っ た と 主張す る 。〉 す で
に 指摘 し た よ う に ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が 386年 か ら 388年 に か け て ， ミ ラ ノ 及 び ロ ー マ に
お け る 修道生活の あ り 方 を 見聞 し た 際 ， ミ ラ ノ 近郊の ヴ ェ ル チ ェ リ を 訪れ た 可能性 は 存在
す る 。

最後 に ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 女子修道院 は そ の 設立年及 び場所に つ い て は 不 明 で あ る が，
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54) 
か れ の 書簡 （Ep. 210） がM�m;'iner の 主張す る 423年の 執筆が正 し い と すれ ば ， か れ の 晩
年 に な っ て ， そ の 存在 が確認 さ れ る に す ぎ な い 。 ま た ， ポ シ デ ィ ウ ス が か れ の 著 書 「 ア ウ
グ ス テ ィ ヌ ス 伝」 で ， そ の存在 を 初 め て 伝 え て い る の は ， 最終章 に お い て で あ っ た 。 し か
し ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が401年に “De sancta Virginitate” を 著 し て ， 修道女の 生活 を 紹介
し て お り ’ “monasterium Virginum” に 関す る 393年の ヒ ッ ポ 及 び397年の カ ル タ ゴ の

55】
両教会会議の 決議事項 に ， か れ が か か わ り を も っ た こ と は 確 か で あ ろ う 。

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 女子修道 院 の 形態 に つ い て ， す で に 別 稿 で検討 し た よ う に ， 女子修道
院規則 が併記 さ れ て い る かれ の 書簡 （Ep. 211) . 1と 真窓性 が 認 め ら れ ， し か も praeceptum
が タ ガ ス テ の 修道 院規則 （男 子） と す る な ら ば， 両修道院が用 語 の 違 い の み で あ る と こ ろ
か ら ， 乙 の女子修 道 院 は タ ガ ス テ の そ れ と 殆 ど 同ー と 言 え よ う 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は 女子
修道院 に 対 し て ， 不要な訪 問 を 一切避 け ， 上級監督権の み を 有 し ，

〉
修 道 院 内 に お け る 司 牧

活動に つ い て は ， 司 祭 を 任命 し た 。 こ の 司祭が修道院長 （praeposita） の 助言者 と し て ，
修道院運営 に 重要 な 役割 を 果 し て い た こ と は ， 修道 院長 Felicitas 及 び 専従司 祭 Rusti-

57】

cus k 対す る 423年の 修道女達の叛乱か ら う かが い 知 る こ と が で き ょ う 。 な お ， Felicitas
の 前任 者 は 寡婦 と な っ て い る ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 姓 名 不 詳の 姉 で あ り ， か の 女 は 死去す る
ま で 院長職 に つ い て お り 〉

こ の 叛乱の 原因 は 明 ら か で な い が ， Felicitas の 院長職 就任 に
そ の 可能性 が 求 め ら れ る 。

59) 
同女子修道院 に お い て ， 修道女 （ virgo Christi, sanctimonialis ） が 誓願式 (profes-

sio ） に よ っ て 修道生活に 入 る 際， ツ ム ケ ラ ー に よ れ ば， 誓願式 と 着衣式 （velatio） 乃至
60) 

は祝別 （consecra tio） が結び つ い て い た 可能性 は あ り う る と 述 べて い る 。 そ し て ， こ の 修
道女達の 出 自 は貴族， 市民， 農民及び奴隷な ど 多様 で あ り ， こ の 乙 と は カ シ キ ア ク ム か ら
ヒ ッ ポ に 至 る ま で の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の諸修道院が知 的生活 を 営 む 閉 さ れ た エ リ ー ト の集
団 か， あ る い は セ ミ ナ リ オ 的性格で あ っ た の に 対 し て ， 同女子修道 院 が 修道生活 を 志す す
べ て の 階層 に 解放 さ れ て い た こ と を 示 し て い る 。 ヒ ッ ポ の 2 人の 修道 司 祭 Barnaba と
Leporius が設立 し た 男 子修道院 も え の女子修道院 と 同一 で あ り ， P. モ ン ソ ー が ア ウ グ ス
テ ィ ヌ ス 修道制の第 3 の タ イ プ と 称す る 形態 に 属 し て い た 。 す な わ ち ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス
が ヒ ッ ポ 司 教 と し て ， 同 男 子修道 院の設立許可 と 監督両権 を も ち な が ら も ， 修道 院 は 自 ら
の 歳 入 に よ っ て ， 財政上の 自 立性 を も ち ， そ の 修道士連 は 知 的 な こ と に は 無 関 係 な 貧 し
い身分の 低 い 俗人 で あ っ て ， 自 ら の救い の た め に 身 を 捧 げ る こ と を 目 的 と す る い わ ゆ る

63) 
“monasterium laicorum ” で あ っ た 。

44

 



徳 田 直 宏

1) Monceaux, op. cit., p. 89. 

j主

2) Augustinus, Confessio. L ibri, IX, 3, Op. Omn. I , p. 272; 山 田 晶訳 世界の名著 14巻 中央

公論出版社 昭和56年 293-4頁 ； A. Zumkeller, Das Monchtum des heiligen Augustinus, 

Wiirzburg 1968, S. 45 

3) Conf. VI ,  14, p. 226 f ； 山 田 訳 214頁．

4) Monceaux, op. cit. , p. 70. 

5) Zumkeller, op. cit., S. 49 f. 

6) Augustinus, De moribus Ecclesiae Catholicae et de moribus Manichaeorum, Op, 

Omn. I (2) p. 1113-1198, 参照 P. ヰ メ シ ェ ギ， 熊谷賢二訳 「 カ ト リ ッ ク 教会の道徳」 創文社

昭和53年。

7) P ossidius, Vita s. Augustini, 4 〔 E 〕 S. Aur. Augustini Opera Omnia, XI  (1), p. 71 f ;  

P . ネ メ シ ェ ギ， 熊谷賢二訳 「 聖 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の生涯」 創文社 昭和53年， 30頁。

8) Zumkeller, op. cit., S. 54 f 

9) Possidius, Vita 6 〔v〕 ， X (l) , p. 73. ； ネ メ シ ェ ギ， 熊谷訳 33頁。

10) Monceaux, op. cit., p. 71 ; cf. Boularand, op. cit., p. 94. 

11) ブ ウ ラ ラ ン は 財産の共同管理の理念 を ， カ シ キ ア ク ム で は “amitie＇’ l乙 ， タ ガ ス テ で は “charite”

に そ れ ぞ れ求 め て い る 。 ibid., p. 94. 

12) Conf. VI ,  14, p. 226 f ;  山 田 訳 214頁。

13) Boularand, op. cit., p. 176 f. ； 拙稿 「 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 修道院規則に 関す る 覚 え 書 」 ロ ー マ ・ ア

フ リ カ 文化交流史の 研究 名古屋大学 昭和57年3月 49頁。

14) Monceaux, op. cit. , p. 74. 

15) Boularand, op. cit., p. 91 ; Monceaux, op. cit., p. 73 f. ; Folliet, Aux Orig., p. 37. 

16) Monceaux, op. cit., p. 73. ; Boularand, op. cit. , p. 95 

17) F. van der Meer, Saint Augustin Pasteur d’ Ames, Etudes Augustiennes Paris p. 324. 

18) Folliet, Aux Orig., p. 36 41 

19) Zumkeller, op. cit., S. 64-67. n. 52 

20) Ep. 220, 3, Op. Omn ][ (2) p. 1232. 

21) J. Besse, Les moines de I' Afrique Romaine, Paris 1901, I ,  p. 11 sqq. 

22) Possidius, Vita 4 〔 E 〕 ， X (1), p. 72 ; ネ メ シ ェ ギ， 熊谷訳 31頁。

23) Sermo 355, 2, Op Omn V (2), p. 2046. 

24) Possidius, Vita 6〔 V 〕 ， Xl (l) p. 73； ネ メ シ エ ギ， 熊谷訳 33頁

25) Ep. 216, 6. Op. Omn II (2), p. 1211.; Monceaux, op. cit. ,  p. 76.; Boularand, op. cit. , p.99. 

26) Zumkeller, op. cit. , S. 77. 

27) Monceaux, op. cit., p. 77 sqq. ; Boularand, op. cit., p. 99. 

28) Zumkeller, op. cit., S. 76. 

29) Zumkellner, op. cit., S. 76. 

30) Augustinus, De opere monachorum, 32 〔 X x V 〕 Op. Omn. Vi .  (2) p. 827f. 

31) ア ウ レ リ ウ ス の寄進 に つ い て は ， Augustinus, Ep. 22. 9, Op. Omn II (1). , p. 43 f. 

32) E.  Marec, Momuments Chretiens d’Hippo, Ville episcopale de s. Augustin, Algier 

1958, (Zumkeller, op. cit., S. 73) 

33) H. U . von Balthasar, Die Grossen Ordensleben, Einsiede!n 1974, S. 161-170 

34) Sermo 355, 2, p. 2046 f ;  Sermo 356, 2, p. 2053 f. 

- 4 8一



ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の修道制 の 成 立 （ 2 )

35 > Possidius, Vita 31 〔 X x V 〕 X! (l ) , p. 91 ; ヰ メ シ ェ ギ， 熊谷訳 75頁。

36) Sermo 356, 2, p, 2053f. 

37) Ep. 60, Il (1) ,  p. 221 

38) Ep. 83, Il (1), p. 305 3佃．

39) Besse , op. cit., IT .  p. 29. 

40) Zumkeller, op’ cit., s. 395. 

41) Sermo 3日， 3. V (2), p. 2047 f. ; Sormo 356, 11 ,  \ (2), p. 2058. 

42) Sermo 356, 3. Y (2), p. 2054. 

43) ibid. ,  4. v (2), p. 2054 f. 

44) ibid., 5, v (2), p. 2055. 

45) ibid., 6, v (2), p. 20日．

46) Zumkeller, op. cit. , S. 464, N. 77 

47) Sermo 356, 7, V (2), p. 20応 f.

48) ibid., 10, v (2), p. 2057. 

49) ibid., 15, v (2), p. 2060. 

50) Sermo 355, 6. V (2), p. 2051. 

51) Sermo 356, 14. V (2), p. 2059. 

52) Sermo 355, 6. V (2), p. 2051. 

53) Besse, op. cit., I p. 24 ; Boularand, op. cit., p. 111 ; Ambrosius, Ep. 63, PL X YI p. 11 

88-1220 

54) Zum keller, op. cit. , S.  415, N. 59. 

55) Hefele-Lecleroq, op. cit. ][ (1). C. 38, p. 89 f ; C. 11 et 12, p. 113 , C. 97 et 104, p. 120 

56) Ep. 210 et 211” ］［ (2), p. 1184-1194 

57) ibid. 

58) Possidius, V ita 32 〔 E X YI 〕， p. 91 ; ネ メ シ エ ギ， 熊谷訳 77頁。

59) Sermo お5, 3, V (2), p. 2042; Ep. 254, 1 ][ (2). p. 1337. 

60) Zumkeller, op. cit. , S. 90. 

61) Sermo 355, 3, V (2), p. 2047; Ep. 211, 5 et 6 ][ (2), p. 1187 f. ; Monceaux, op. cit., p. 84. 

62) Sermo 356, 10 et 15 V (2). p. 2057 et p 2060 f. 

63) Monceaux, op. cit., p. 83. 

む す び

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 修道制 は 5 世紀初頭以来， ヒ ッ ポ 司教座管轄 区 以外 の 北 ア フ リ カ 一
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