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1　 は　 じ　め　に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔1）

　 ク リ ス マ ス は 今 日 ， 周 知の よ うに 12月25 日に 祝われて い る。 し か し ，キ リ ス ト誕 生の実 際の

が ワぴ

月 日 は 不明で ある 。 キ リス トに 関す る資料 と も言 うべ き四福音書は ， キ リ ス トが生まれ た 月 に

も 日に も触れ て は い ない 。キ リス Fの 誕生 日に つ い て は ，信頼す る に 足 る何 の 記録 も残 っ て は

　 　 　 　 　 　  

い な い の で ある 。

　 とな る と，当然 ，疑問が起き て くる 。
い っ た い ，い つ ，ど こ で ，なぜ ，12月 25日がキ リ ス ト

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 C3｝
誕生 の 日とし て 祝われ る よ うに な っ た の か 。本稿 は これを 扱 うもの で ある 。 こ れ ら の い きさつ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

に つ い て は ，すで に よ く知 られ て い る か と思 わ れ ， 改め て 論じる まで もな い か もし れ ない が
，

し か し正面か ら総合的包括的に 考察 し た もの は ，余 りな い よ うに 見受け られる。あえ て 取 り上

げ るゆ え んで ある。ク リス マ ス とい う ， 現代の 日本で も きわ め て 一般的に な っ て い る行事 が
，

実 は どの よ うな歴史的背景 の もとで 成立 した もの な の か 。
い わ ば ， ク リス マ ス とい う

“
窓

”
を

通 して
， 古代の 西欧世界の あ りさまを垣 間見た い と思 うの で あ る。

　なお ，手順 とし て ，い つ ，ど こ で 始 ま っ た か ，
つ ま り ， 時と場所の 確定を まず扱い

， 次 に
，

なぜ 始ま っ た か ，つ ま り，キ リ ス ト生誕 を祝 うよ うに な っ た こ と の 背景を考察す る。そ し て 最

後に ，なぜ 12月25日 に な っ た の か を検討す る こ とに した い 。

皿　 い つ 　 ど こで 　始 ま っ た か

　 　 　 　 　 　 　 　 がっぴ

　キ リ ス ト誕生 の 月 日 に つ い て は ， 何の 記録 も史料 もな い た め
， 初期の キ リ ス ト教徒 た ち の 中

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔5）
に は ，さま ざま に 憶測を め ぐらす者た ちが い た ら し い

。

＊ 教　養　部

Faculty　 of 　General　Education

241

N 工工
一Eleotronio 　Mbrary 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

2 村 　上 　良　夫

　 た とえば ，2世紀の 終 り頃，ア レ ク サ ソ ドリア の ク レ メ ソ ス ［c ．150〜c ．215］は ，キ リス ト

生誕の 目付に 関す る種 々 の 意見 を挙げて い る 。

　　 「わ れ ら の 主がお生 まれ にな っ た 年の みな らず ， 日を も断定 した人 た ちが い る。彼らは ，

　 それ は ア ウ グ ス ト ゥ ス 帝の 第 28年 ，Pachonの 第25 日 ［5 月 20日］の こ と で ある と言 う。・…・・

　 さ らに また ， 主 は Pharmuth の 第24日か 25日 ［4月 19日か 20日］に お生まれ に な っ た ， と い う

　 人た ちもい る。……
」

　 そ し て ク レ メ ン ス 自身は
，

キ リ ス トの 生誕は紀元前 3 年11月 17日 の こ とで あろ うと考える の

　 　 　 〔6）
で ある 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （7）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （8）

　 こ れ は ほ ん の
一例に す ぎない 。 ス イ ス の 新約学者 オ ス カ ー ・ク ル マ ン の 指摘す る とお り，キ

リ ス ト教の 初期 に は ，キ リス ト誕生 の 日 を確定し よ うとす る試みが 自由 に 行 われ て い た よ うで

あるが ，教会側は そん な こ とに は 無頓着で ，別段 なん の 措置 も講 じよ うと は しなか っ た よ うで

ある 。
つ ま り ， 好奇心 の 強い

， ある い は細か な こ とを気にす る
一

部の 信徒た ちは ， あれ こ れ勝

手に 決 め た りし て お り，
一

方 ，教会当局は ，そん な こ とは ど うで もい い こ とだ と して 放 っ て お

い た と思わ れ る。

　 さ て ，そ れ で は い っ た い い つ ，12月 25日がキ リ ス ト生誕 の 日 とし て 登場 し て くる の か。現在
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

の とこ ろ 最古 の 記録 は ，卩
一

マ で 336年 に 作成 された ，い わゆる 『フ a ロ カ ル ス の 暦』 で ある。

そ こ に はは っ き りと
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　　 「12月25 日。キ リ ス ト，ユ ダ ヤ の ベ ツ レ ヘ ム に 生 誕」

と記 され て お り，こ れ が今の とこ ろ ，ロ
ーマ で 12月25日が キ リス F 誕生の 祝 目とされて い た 最

　 　 　 　 　 　 　 　 　  

古 の証拠 とされて い る 。
い ろ い ろな意見 の あ っ た キ リス ト誕生 の 日付が ，

い つ の ま に か ， 12月

25日 と決め られ ，n 一マ で 祝われ る よ うに な っ て い る 。
こ うし て ，史料の 示す と こ ろ で は ，12

月 25 日の ク リス マ ス は
，

ロ
ー

マ に お い て
， すで に 336年頃か ら祝われ て い た 。す な わ ち ，

ク リス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

マ ス は ， 4世紀 の 初め ， ロ
ー

マ で 始ま っ た ，と見 る の が ，現在 の
一

応の 通説で あ り，わ れわ れ

もこれに 従 っ て よ い と思われ る。

　 4世紀 の 初め とは ，キ リス ト教に対す る ロ
ー

マ 帝国 の
“
迫害

”

が最高潮に達 した後，コ ン ス

タ ン テ ィ ヌ ス 帝 ［在位306〜337］の 〈ミ ラ ノ勅令〉 （313年）に よ っ て 迫害が終息 し，公認 され る

よ うに な る劇的な時期で ある。 こ の こ とを記憶 に 留め た 上で
， 次に キ リス ト誕生の 日付に は 無

関心 だ っ た教会が ，なぜ キ リ ス ト誕生 を祝 うよ うに な っ た の か
， そ の 理 由を考え て み た い

。

皿　なぜ 　始 ま っ た か

　 ロ
ー

マ の キ リス ト教徒た ちは ，なぜキ リ ス トの 誕生 日を祝 うよ うに な っ た の か ，そ の 背景

を ，い くつ か の 側面か ら考察 して み よ う。

（1）社会的背景

　 ロ ーマ 帝国に お い て ，為政者や他 の きわ だ っ た人物た ち の 誕生 日 を祝 う こ と は
，

一
般 の 慣例

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 働

で あ り ，
そ うし た 行事は ，当の 人物の 死後 も しば しば ，公に 行われ て い た 。

こ う し た 慣習に 対

し．オ リ ゲ ネ ス ［c ．185〜 c ．254］な どは ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a4

「誕生 日 が義人に よ っ て 守られ た とい うよ うな聖 句 は見 当た らな い 」 と言 っ て
， どの よ うな も
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の で あれ 誕生 日 を祝 うこ とに 反対 し たが ，しか し，初期 の キ リス ト教徒た ち が ，異教徒 が ロ ー

マ 皇帝に さ さげ る称号 （「主」）の み ならず他の さまざま な誉 れ を もキ リ ス トに 帰 し た い と考

え，救 い 主 の 誕生 を こ そ祝い た い と感 じ る よ うに な っ て い っ た で あろ うこ とは ，
．容易に 想像で

　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

きる 。 異教徒た ち は皇帝 を 「主 に して神 （dominus 　et 　deus）」 と呼び ，また大功あ っ た将 軍た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

ち を 「救 い 主 （sOter ）」 と讃えて い る p し か し キ リ ス ト こ そ，ま こ との 「主に し て 神」な る お か

た ， ま こ と の 「救 い 主 」 な る お か た で は な い か
， 異教徒 らが 皇帝 の 誕生 日 を祝 うの な ら ， わ れ

わ れ は キ リ ス トの 誕生 日 を祝 うべ き で は な い か ，と，キ リ ス ト教徒た ちが考え る よ うに な っ た

と し て も不 思議 は な い 。こ の 傾 向は ，コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝が キ リ ス ト教 を公認 し て 以降 ， ま

す ます強 くな っ て い っ た で あろ うと推測 で きる。

（2 ）信仰的背景

　英 国の 教会史家 ・典礼学者 グ レ ゴ リー ・デ ィ ク ス は ， 名著 r典 礼 の 形 （The　Shape　 of 　the

Liturgy）』 （1945）の 中で ，こ う述 べ る。キ リス F 教が 認め られ ，教会が 自由を獲得 した あ と ，

「キ リ ス ト教徒た ち の
， 礼拝に対する態度は

， そ れ と気づ か ぬ うち に
， 変化せ ざる を得な か っ

た」。 「教会は ， こ の 世で 居心地 良 く感 じる よ うに なる に つ れ て ，時と和合 す る よ う に な っ て
　 　 　 　  

い っ た 」 と。

　 こ れ は鋭い 指摘だ と言わ ね ばな らな い 。つ ま り ， 迫害 を受げて 危機感切迫感の ま っ ただ 中に

い た の が ，
一

転 して 公認 の 宗教 とな り，ほ っ と安堵 の息 を つ く。 す る と今度 は ，い つ の ま に

か ，終末的危機意識は 薄れ る よ うに な り，落 ち着い て歴史全体 の 流れ を振 り返る こ とが で きる

よ うに な っ て い く。 終末の 切迫，キ リス ト再臨の 待望 と い う，間近に 思われ る出来事に 目を こ

らす こ と か ら，今度は ，前 （近未来） だけ で な く，横 （現在） に も，後ろ （過去） に も，目配
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・・…　 　 　  

りする よ うに な っ て い く。　
“

救済 の 歴史的過程
”

　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　 （G ．デ ィ ク ス ）を意識す る よ うに な っ て い

くの で ある。

　初代教会に お い て は ，とデ ィ ク ス は 言 う，「最初 の 典礼 の サ イ ク ル は ，きわめ て単純なもの で

あ っ た。まだ典礼 の 材料 とな る もの に 乏 し か っ た と い うこ とで な くて
， 典礼に 関す る初期 の 終

末論的理解を反映 し て い た か ら で ある 。 すな わ ち ，そ こ に は 事実上 ，歴史的な何か を記念 す る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

とい う余地 な どな か っ た の で ある」 。だが ，変化が生 じて くる。終末論か ら歴 史 へ 。終末 的非

日常的切迫感か ら，日常世界へ の 適応へ
。

こ の 変化 の 中で
， 過去 の 歴史的出来事が

， 自分 た ち

の 拠 っ て 立 つ
“
救済史

”

の ひ と こ ま と し て ，大 きな意味を持 つ よ うに な っ て くる。終末的期待

は 超歴史的な ，絶対的な もの で あるが ，世界 が教会 に とっ て居心 地良 くな る と終末待望は 背後

に し りぞ き，代わ っ て 教会 は 自らを現実の 歴史の 中で相対化 し，客観視す る よ うに な っ て い く。
“

終末論
”

が ，

“

歴史
”

に 道を譲 っ て い くの で ある。そ し て
，

ク リ ス マ ス こそ ， 典礼の 中で 記

念され祝わ れ る よ うに な っ たキ リ ス トの 地 上 生涯の 出来事の 中の ，重要 なひ と こ ま で あ っ た ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　  

とデ ィ ク ス は 述 べ る 。こ の 見方 は 妥当で あろ う。初期 の キ リス ト教徒 た ち の 意識の変化　　再

臨 の キ リ ス トを待望す る と い う
“
終末論

”
か ら ， 歴史 の 中の キ リ ス ト の 出来事を記念 し祝賀す

る とい う
“

歴史
”

へ の移行一 ，信仰内容の 重心 の 移動 と い う信仰的背景が ，彼 らが ク リ ス マ

ス を祝 うよ うに な っ た 大きな一因 で あ っ た と考え られ る の で ある 。 ドイ ツ の 教会史家 エ ル ン ス

ト ・ベ ン ツ は ，も っ とは っ き り断言する 。 す な わ ち ，イ エ ス ・キ リス トの 誕生 を祝 う ク リ ス マ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
ス は ，「キ リ ス トの 間近 な再臨に 対する期待が薄れて い くの に 伴 っ て ，確立定着 し て い っ た 」
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と。

　（3）神学的背景

　 ク リス マ ス が始ま り ， 急速に 広 ま っ て い っ た要 因の
一

つ に ，当時の 神学的教理的背景 と い う

こ とが 挙げ られ る。

　 当時 の 神学的教理 的背景 と は 何か 。 簡単 に 言えば ， 当時， ロ ーマ を 中心 とする い わ ゆ る 西方

教会 は
，

二 つ の 問題に 直面 し て い た 。
一

つ は
，

キ リ ス トの 神性を 否定する 「ア リ ウ ス 主 義」 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

異端 で あ り ，
こ の 中に は

，
い わ ゆ る

“

養子論
”

も含 まれ て い た 。
“

養子論
”

とは ，キ リ ス トは

もと もと被造物 （人間）で あ っ た が ，バ プ テ ス マ の 時に神 の 霊 （も し くは 霊力） を受けて 神的

存在 とな っ た ，とする見解で ある。こ れ がキ リス トの 本来的な神性を否定す る．危険な異端説

とされた こ とは言 うま で もな い 。 も う
一

つ は ，イ エ ス の誕生 とバ プ テ ス マ を，共に 1月 6 日に

祝 う ，
い わゆ る 「エ ピ フ ァ

＝ 一 （主顕祭 ， 顕現祭 ， 公現祭）」 とい う典礼行事で
，

こ れ は東方教
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

会 の 多 くが 守 っ て い た もの で あ っ た 。 しか し こ れ は，キ リ ス トの バ プ テ ス マ を祝 うとい う側面

が 強 く，し か も東方教会 を中心 とす る 典礼行事で ある こ とか ら，P 一マ の 教会に と っ て は む し

ろ 目障 りな もの と言えた。

　 さ て ，そ こ で こ の 二 つ の 問題を考慮に 入 れ るな ら，ク リス マ ス を は っ き りと （12月25 日に ）

定 め た とい うこ との 中に ，教理的な思惑 も働い て い た で あろ うとい うこ とは ，想像 に難 くな い 。

「ア リウ ス 主義 は ，325年の ニ カ ィ ア会議に お い ては っ き りと断罪 され る。そ して ［ク リス マ ス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

と い う］ こ の 祝祭 日が ロ ーマ に 登場 して きた の は ，まさ に こ の 時期で あ っ た 」　 （C ．ス ミス ）。

キ リ ス トの 神性を否定す る ア リ ウス 主義が公 に断罪され る の と時を 同 じくして ． 神の 子キ リス

ト の 誕 生を祝 うク リ ス マ ス が表舞台に 出て くる。 こ の 間の 事情 を ，ク ル マ ン は こ う説 明す る一

一
「［ニ カ イ ア会議に お い て ］教会は ，イ E・ス の 誕生に お い て 神ご 自身が 受肉さ れ た の で は な い

とする 教理一
イ エ ス は バ プ テ ス マ の 時に 神の 子 とされ た とす る説 も含め て

一
を ，誤 りで あ

る と明確に 宣言 した 。 こ の 決定に 際 して は ， ロ ーマ の教 会が 非 常に 重要 な役 割 を演 じた の で

あ っ た 。これ らの 論争が ，日付の 問題 は 別 とし て ……誕生 日 の 祝 い を広め て い くの に どん な に

有利に 働 い た か ， また
一方 ， 誕生 の 祝 い を バ プ テ ス マ の 祝い と結 び つ ける こ と ［すな わ ち 『エ

ピ フ ァ
ニ ー

』］が ，……神学的に は どん なに 好 ま し くない もの と感 じられたか は ，容易に 理解で

きる 。……従 っ て
， 降誕祭 を主顕祭と切 り離そ うとする 動きは

，
キ リ ス ト論的思索の 結果と し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

て 説明 され なけ れ ばな らな い 」。

　要 す る に ，こ うい うこ と で ある。キ リス トの神性を否定す る ア リ ウ ス 主義の 異端が い て ，そ

の 中で は ， キ リ ス トは バ プ テ ス マ の 時に 初めて神の霊力を受けた と説 く
“

養子論
”

も有力な
一

派で あ っ た。他方，東方の 教会に は ，「エ ピ フ ァ
ニ ー

」 と い う，キ リ ス Fの 誕生 とバ プ テ ス マ と

を祝 う祭が あ り，これは キ リ ス トの バ プ テ ス マ を強調する もの で あ っ た ため に J

“

養子論
”

を

助長 しや す い とい う恐 れがあ っ た 。
こ うした キ リス ト論に 関す る異端 の 危険を排除す るため に

は ，キ リ ス トの 誕生 日を公に 祝 うこ と に よ っ て ，キ リス トは （バ プ テ ス マ の 時か らで は な く）

最初か ら神で あ られ た
， 受肉さ れ た神で あられ た と教える こ とが必 要だ と ，

n 一
マ の 教会は 考

えた の で は な い か 。そ し て
， 誕生 とバ プ テ ス マ とい う二 重 の 性格を持 っ た エ ピ フ ァ

ニ
ー

で な く

て ，誕 生 の み を祝 うク リス マ ス を ，強力に 前面に 押 し出 し，喧伝す る こ とに な る。（そ こ に は 東

方教会 に 対する 対坑意識 も働い て い た で あろ うが）。い ずれ に せ よ ク リ ス マ ス の 始 ま り （並 び
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に そ の 普及 ある い は 強要） に は ，こ の よ うな神学的教理的背景 もあ っ た と推測で きる の で ある 。

1V　なぜ 12月 25日に な っ た か

　ク リ ス マ ス が祝わ れ る よ うに な っ た 背景 に つ い て ，そ の い くつ か の 要因を 見て きたが ， そ れ

で は ，なぜそ れが 12月25日に な っ た の か。イ エ ス が生 まれ た 日付に 関 しては ，聖書をは じめ他

の 史料 に も何 の 言及 もな く，従 っ て 各人が あれこれ勝手に 憶説 を唱えて い た の が
， なぜ 12月25

日と い う特定の 日に定め られた の か 。

（1）い くっ か の理 由づ け

　 P − v の キ リ ス ト教徒た ち は ，なぜ 12月25 日 を キ リ ス ト誕生 の 日 と して祝 う よ うに な っ た の

か 。これに つ い て は すで に い くつ か の 説明が なされて きた 。

　 まず ，福音書の 記事を い ろ い ろ と操作 して ， 実際に 12月 25日がキ リス ト誕生 の 日だ と結論づ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

け る見方が ある （ク リ ユ ソ ス トモ ス ［c ．347〜407］な ど）。 こ れは つ ま り，特に rル カ に よ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 けん

福音書』 1章の 記事に 牽強付会 の 解釈 を施 し ，ザ カ リ ヤ は 大祭司 で あ り，彼 が聖所に は い っ て

香を た い た の は 「贖 い の 日」 で あ っ た と し ，
マ リヤ が イ エ ス を み こ も っ た の はそれ か ら半年後

（ル カ 1 ：26），すなわ ち 3 月末で ある と し ，従 っ て 誕i生 は 12月末で あ る とす る わ けで ある 。し

か しそ もそ も，ザ カ リ ヤ が大祭 司 で あ っ た な どと は どこ に も書 い て ない し，ま し て 香を た くの

は 聖所 で あ っ て ，「贖い の 日」に の み大祭司がは い る至聖所 で は な い 。こ れ は全 く根拠 の な い 強

引な論法で あ っ て ，明らか に ，ク リ ス マ ス が 12月25 日に 定 め られた あ と，それ を福音書か ら証

明せ ん がた め に考え 出され た説 明で あろ う と推測 され て い る。何か別 の 理 由で 選ばれ た 12月25

日 とい う日付 を，なん とか 聖書的に 根拠づ け よ うと し た 苦 肉の 策で あ っ た ろ うと考 えられ る の

　 　  Φ　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

で ある 。 従 っ て こ の 説明 は ， 現在全 く支持されて い な い
。

　 一方 ，太陽の 運行に 基づ く説 明もあ る。 こ れは ，か な り古 くか らの 伝承に 従 っ て ，キ リ ス ト

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

が 十字架上 で 死なれ た の は 3 月 25 日 （すなわ ち
“

春分
”

）で ある とし
， もし そ うで あ るな ら ，

キ リ ス トの 地 上 生涯は 完全な も の で あ っ た は ずだか ら，キ リ ス トが マ リ ア の 胎内に宿 られ た の

も同 じ日の は ず だ ，つ ま り，キ リ ス トが 地上 に お られた 年数 は きちん と完全な数で あ っ て ，端

数な どは な い はずだか ら ，と考え る の である。そ して ，マ リア の 受胎がそ の 3月25日であ るな

ら，キ リ ス トの 誕生 は ち ょ うど 9 ヵ 月後の 12月25日 で あ っ た に 違 い な い ，と結論する の で ある。

ユ2月25日が ，
こ の よ うな 「天文学的また 象徴的推論か ら」決定され た の で はな い か ， とす る見

方 は ，フ ラ ン ス の 著名な教会史家 ル イ ・デ ュ シ ェ
ー ヌ に よ っ て 提示 されたが ，現在 は ，全然擁

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

護者が い な い と ま で は 言えな い に し て も ，
ほ とん ど支持 さ れ て い な い の が 実状で あ る。そ う し

た こ と に 触れ て い る 当時の 史料が ，全 く見当た らな い か ら で あ る。ゆ え に 仮説 として は 興味深

い が ，それを裏付ける証拠が見 つ か らない 以上 ，結局一つ の 推測に と どま らざる を えな い 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

（2 ）太陽神崇拝の 影響

　さて t．12月 25日がキ リス トの誕生 日と して選ぼれ た こ とに つ い て ，現在最も有力な説明は ，

それが 当時の太 陽神崇拝の 影響に よ る もの で ある とす る 見方で ある。オ ース ト リ ア の 典礼学者

ヨ ーゼ フ ・A ・ユ ン グマ ン は ， 端的に こ う述 べ る ， 「12月 25日が選ばれ た実際の 理 由は ， そ れが
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当時 きわ め て盛大に 祝わ れた dies　natalis 　Solis　Invicti［不 敗太陽神 の 生誕 日］と い う，異教の 祝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

祭 日 で あ っ た か らで あ る 」 と。

　 こ れは どうい うこ と で あろ うか 。つ ま り，当時 の ロ
ー

マ 帝 国 に は
， 太 陽神崇拝 が 広 く行 き

渡 っ て い た 。
これ を本格的に 導入 した の は ，皇帝ア ウ レ リ ア ヌ ス ［在位 270〜275］で あ っ て ，彼

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 個9
が 274年に パ ル ミ ュ ラ と の 戦い に 勝利 を収め た後 ，太陽神 礼拝を ロ

ー
マ に もた ら した の で あ る。

彼の 目的 とした と こ ろは ， 帝国の 恒久的統
一

とい うこ と で あ り， 不敗太陽神の 祭儀 の確立 は ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

彼の 努力の い わば頂点をなす もの で あ っ た 。太陽神は
， 帝国の 主神すなわち国家神 とし て 公認

され た わ け で ある
。 そ して

， 伝統的に
“

冬至
”

の 日で あ っ た 12月25日は ， 《不敗太陽神生誕 日》
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

とな り，国家の 行事の 中で も最大の祝 日 と された 。太陽神 崇拝が ，い か に急速に 全 ロ
ーマ 帝国

内に 普及 し受け入れ られたか は ，太陽神が美術に 描かれ ，また特に 貨幣に 刻 まれ る よ うに な っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

た こ とか らも推測で きる。

　 太陽神崇拝 が こ の よ うに い わ ば帝国 の 中心的な国家宗教 とな る以前か ら，すでに 帝国 内には
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

ミ ト ラ ス 教 と い う
一

種の 太陽崇拝 と も言え る密儀宗教が浸透 し，隆盛 を誇 っ て い た が （そ して

ア ウ レ リ ア ヌ ス 帝に よ る 太陽神祭儀の 導入 も，これを吸収 し踏 まえる とい う側面を持 っ て い た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

の で あ るが），
こ の ミ トラ ス 教 の 主要 な祭 日も同 じく12月25日 で あ っ た 。

　 か くて ，ク ル マ ン の 言 うと お り，「異教世界に お い て は ，12月25 日は 太陽神の た め の 特別 に 重

要 な 日 と し て 祝わ れ て い た 。そ し て コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大帝は
， 太陽崇拝を キ リ ス ト 礼拝 と結

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

び つ け る た め に ，深慮遠謀 の うち に こ とを運ん だ」。米国 の 教会史家 ロ バ ー
ト ・グ ラ ン ト も こ

れに 同意す る 。「こ の 祝い 匚12月25 日をキ リ ス トの 誕生 日とす る こ と］が ，異教の 祝祭 とキ リ ス

ト教の 祝祭 とを結びつ け よ うと い う コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス の 関心 に よる も の で あ っ た こ とは ，ほ
　 　 　 　 　 　  

ぼ 確実 で ある 」 。

　太陽神崇拝とキ リ ス ト礼拝を結び つ け る こ とが ，
コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝の 意図 した とこ ろ で

あ っ た に して も，なぜ それが 可能だ っ た の か 。

一
つ の 大 きな要素 は ，太陽それ 自体が ，キ リ ス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

ト教 で は キ リ ス トを表す象徴の 一つ と し て 用い られた か らで あ っ た 。事実．教父 た ち は し ば し

ば，rマ ラ キ書』 4章 2節の 「義 の 太陽」 とい う聖句を 引用 しつ つ ，キ リ ス トは義 の 太陽で ある
　 　 　 　 　 　  

と強調 して い る。時代はや や下 るが ，キ リス トこそ真の 太陽で あ り，キ リス トが生 まれた 日は

ま さ し く太陽の 日で ある と説 くア ソ プ ロ シ ウ ス ［334− 397］の説教の 一節を，参考 ま で に 引い て

お こ う ： 「わ れ らの 主 がお 生 まれ にな っ た こ の 聖 な る 日を ，キ リス ト教徒は新 しい 太陽の 日と

呼ん で い る が ，それは 適切なこ と で ある。彼 らが あ くま で もそ う主 張 し つ づ ける もの だ か ら，

ユ グ ヤ 教徒や 異教徒 た ち さえ彼ら に 同意 し て
，

こ の 目をそ う呼ん で い る。わ れわ れ は喜ん で こ

の 見方 を 受け入れ 支持する もの で ある 。 なぜ な ら ， 救 い 主 の 夜明け ［到来］ と共 に ，人類 の 救

い が更新 された だ けで な く，太陽 の輝 きもま た 新た な もの とされ た か ら で ある。……と い うの

は
，

キ リ ス ト が苦 し み を受 けられ た 時太陽がそ の 光を失 っ た とい うの な ら，キ リ ス ト が お 生ま
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

れ に な っ た時に は太陽はそ れ ま で に なか っ たほ ど の 光を持 っ て 輝 い た に 違 い な い か らで ある」 。

　し か し
，

こ の よ うに キ リ ス ト を太陽や光 と結び つ けて 強調 し て い る と い らこ と自体 ，12月25

日 を キ リ ス トの 誕生 日と した の は ，
こ の 日が太陽崇拝 の 重要な 日だ と い う こ とを知 っ た上 で の

こ とだ っ た とい うこ とを，よ く示 し て い る よ うに 思われ る。太陽神礼拝 の 中心的な祝祭 日で あ

る と十分知 っ て い た か ら こ そ ，
こ の 日を キ リ ス ト誕生 日とす る に あた っ て

， あえて キ リス トを

「義 の 太陽」 とか 「異邦人を照 らす 啓示 の 光」 （ル カ 2 ：32） で ある と ， 当時 の 教会人 た ちは強
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6D

調せ ざる をえなか っ た の で あろ う。

　こ う し て
，

ベ ル ギ ー
の 宗教史家キ ュモ ン の 評す る ご と く ，

「キ リ ス ト降誕の 祝祭 が 12月 25 日

に 定め られた の は ，そ れ が ，不敗 神 の 復活すなわ ち Natalis　invictihS祝わ れ る冬至に あた っ て い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 働

た か らで ある と い うこ とは ，確実 で あろ う」 。

　 こ こ で ，も う
一

つ 疑 問が 生 じる。教会 は J それ が太 陽崇拝 の 特別 な 祝 日 と知 っ て い て ，な

ぜ ， わ ざわざこ の 日を選ん だの か 。その 真の 動機は 何で あ っ た か ，とい う点で ある 。

　 ヴ ァ イザ ー
は こ れ を ， 伝道的見地 か ら理解 し よ うとする。す なわ ち ，

ロ ーマ の教会が 12月25

日を選ん だの は ，「明 らか に ，人 々 を物理的太陽か ら引き離 して ，主キ リ ス トを あが め る よ うに

さ せ るた め 」 で あ っ た ろ うと考え る の で ある。確か に
， 迫害を乗 り越えて ，今や勝利者 と な っ

た キ リス ト教会が ，異教に 対抗し異教を阻止 す るた め に ，そ して 異教徒たち を キ リ ス トへ と導

くた め に ，あえて こ の 日を選ん だ とい うこ ともある か もしれない 。しか し，別 の理 由もあ っ た

の で は な い か。

　 それは ，政治的社会的配慮 と い うこ とで ある 。 長期 に わ た る迫 害を しの い で ，今 よ うや く合

法 的宗教 とされ る よ うに な っ た キ リ ス ト教が
， 皇帝 の お 膝元 で あ り大帝 国の 中心で あ る ロ ーマ

に お い て ，皇帝 の 政策に 顧慮を払 い
， 社会 に 合わ せ るほ うが賢明だ と感 じた と し て も ， きわ め

て 当然の こ と で あろ う。 コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス は ，帝国統一の た め に ，太陽崇拝と キ リ ス ト教を
　 　 　 　 　 　 　 　  

結び つ け よ うとし た。一方 ， 終末待望感 の 弱 ま りつ つ あ っ た 教会側は ，こ の 世に お い て 影 響力

ある 立 場を得 て 異教徒を も引 きつ け た い と考える よ うに な っ た。 こ うして，12月 25日の ク リ ス

マ ス は ， 帝国側の 必 要 と教会側の 必要 との い わ ば
“

接点
”

とな っ た と言 え る 。前者は 帝国 の 統

一
とい う必要か ら，そ し て後者は社会 へ の 適応 とい う必要か ら。教会側の そ うしたや り方 に

，

異教徒の 教化 ・伝道 とい う積極的側面を見 る か ，それ と も国家政策 へ の歩み寄 りと い う妥協的

側面を見 るか 。 おそ ら くは両方 とも含まれ て い た の では ある ま い か。

V　 お　わ　 り　 に

　 ロ
ー

マ 帝国に お い て は ，太陽神崇拝が広 く行われて い た 。ア ウ レ リ ア ヌ ス 帝 は これ を国家の

宗教 と定め （274年），か くて 12月25日 （冬至 ） に は ，
“

不敗太陽神
”

の た め の 盛大 な祭儀 が催

された （ミ ト ラ ス 教の 大祭 もこ の 日で あ っ た ）。そ して コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝 ［在位306〜337 ］

は ， 帝国統合の ため に積極的に 太陽崇拝を推 し進 め た。

　他方 ，教会は ，神学的 また 社会的背景か ら，キ リ ス ト降誕祭を定め る必要に 迫 られ て い た 。

終末意識 の 退潮 も こ れ に 拍車を か け た 。（と い うよ り ，
こ の信仰意識 の変化が ，そ もそ もの 根底

に あ っ た の か も しれ な い 。） そ して ，皇帝 の 推 し進め る太陽崇拝を柱 とする宗教政策 の 影響は
，

教会 自体 に も強 く及 ん で い た 。

　 こ の よ うに して ，終末感の 希薄化 ，貴人 の 誕生 日祝賀と い う社会的習慣，そ し て特 に
， 太陽

神礼拝 との結合 とい う政治的要請　　こ うい っ た信仰的 ・社会 的 ・政治的背景か ら，そ して ま

た ，キ リ ス トの神性を 強調するた め に バ プ テ ス マ で はな く生誕を祝お うとい う神学的教理的背

景 ， 更に ，一般に 広 く祝われて い た太陽神生誕 の 祝祭 日を，まこ との 太陽なる キ リ ス トの 生誕

日 とする こ とに よ っ て 異教徒を引きつ けや す くしよ うと い う言わ ば伝道的背景か ら ， 12月 25日
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が キ リ ス トの 生誕 日，い わゆ る ク リス マ ス として 定め られ た の で あ っ た 。 時はお そ ら く4 世紀

初頭 ， 所 は ロ ーマ と考え られ て い る 。

　現在 ，世界中に 広 く普及 し て い る ク リス マ ス
， 仏教国 と 言え る わ が 国で も年末 の

一
大行事 と

な っ て い る ク リス マ ス は
， 実は こ の よ うな ，さま ざま な背景 ，さま ざまな思惑の もと に 生 み 出

され て きた もの で あ っ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注

（1） 例外 と し て ，ソ 連邦 内の ア ル メ ニ ア 教会 は 1月 6 日に キ リス トの 生誕を祝 っ て い る。Oscar　Cullman，

　 The 　 Early 　 Chscrch： Studies　 in　 Early 　 Christian　 History　 and 　 Theotogy，　 ed ．　 A ．J．B．　 Higgins

　 （Philadelphia： Westminster　 Press，1956＞．　 pp．33− 34や ，Anselm　 Strittmatter，℃ hristrnas　 and

　 Epiphany：Origins　and 　Antecedents，
”Thought　 l7 （December　1942）：606，等参照。

（2） C．Smith，℃ hristmas　 and 　 Its　 Cycle，
”

／Vew 　 Cathelic　 Encyetopedia（N ．Y ，： McGraw −Hill　 Book 　 Co ．，

　 1967），3：656； Cullman，　p．21、

（3） ベ ル ギーの 典礼学者 ベ ル ナ ール ・ポ ッ ト も指摘す る とお り（Bernard　Bette，　Les　Or忽 π g ε de　 la　Noel

　 et　de　l’Ept
’
phanie：　Etude　Historique【Louvain： Abbaye 　du　Mont　Cesar，1932］，　p，6＞，ク リス マ ス の 歴史

　 は エ ピ フ ァ
ニ ーの 歴史 と切 り離す こ とがで きな い 。しか し本稿で は ．

一
応12月25日 の ク リA マ ス に 範囲

　 を 限定 し て 考 え る こ とに した い 。

〔4） た と え ば Roland　H．　Bainton，　Christendom：A 　Short　History　 o／ Christianity　and 　lts　lmpact　 on

　 IVestern　Civilization，　 Vol．1（N．Y ．；Harper＆ Row ，1966），　PP．了6〜77等参照。

（5） Cullman ，　p．21．

（6） Clement　of　Alexandria，　The　Stromata，　Book　L　Chapter　X　X　l （Ante−Nicene　Fathers，旺 333）．こ こ

　 で 注 目す べ きは ，12月25 日 と い う 日付 の な ん の 形跡 も見 い だ せ な い こ と で あ る （Kirsopp　 Lake，

　
“Christmas”，　Encyclopaedia　of 　Religion　 and 　Ethics［N ，Y ．： Charles　Scribner’s　 Sons，1913】3 ：605 ．参

　 照）。

（7） Cullmann，　PP ．21− 23参照。

（8）　1bid．，　p．23．

（9〕 L．Duchesne，　Christian　Worship；　lts　O プピ9加 and 　Evolution，　A 　Stndy 　o／the　Latin　Liturgy 砂 to

　 the 　 Time 　 o／ Charlemagne ，　 trM ．LMcClure ，5th　 ed ．（London ： Society　 for　 Promoting 　 Christian

　 Knowledge ，192了〉，　p．258．　Lake ，　p，602，　Strittmatter，　pp．609− 611，　Cullmann ，　p．29を も参照 。

aO） Ed．　Mommsen ，　Monumenta 　Germaniae 　Historica，　Auctorum　Antiquissimorum，　t．ix，　voLi，　Berolini

　 1892，p．71 （quoted　in　Strittmatter　p．610他 ）。

aD　I．A ．Jungmann．　Pubtic　IVorship，　tr．　Clifford　Howell （London ： Challoner　Publications，1957），　p．207

  　Botte ，　pp．33− 34．　A ．Allan　McArthur，　Th ε Evolution　of 　the　Christian　Year （London； SCM 　PTess

　 Ltd．，1953＞p．43；工A ．Jungmann，　The　Earty　Liturgy∫To　the　Time　 o∫ Gregory　the　 Great，　 tL　Francis

　 A ．Brunner （lnd．： University　of 　Notre　Dame 　Press， 1959），　p ．149な ど参照。こ うして Pt 一マ に 始ま っ た 12

　月 25 日の ク リス マ ス は ，ロ
ー

マ の 教会 の 積極的な働きか け に よ っ て 各地 に 広め られ ，380年代に はす で

　 に 北 ア フ リ カ，北イ タ リア ，ス ペ イ ン に も及 び ，また 東方 に も広 が っ て い っ た （Jungmann，　 Worship，

　 p．207；Cullrnann　pp．32− 34；Smith，　p ．656；McArthur，　pp ．44 − 51等参照）。

  　Francis　X．Weiser，　Handbook　 of 　Christian　Feasts　 and 　Castoms ： The　Year　of 　the 　Lord　in　Liturgy

　and 　 Folklore．　 Abridged　 ed ．（N．Y ．： Paulist　 Press，　 Deus　 Books，1963），　 p．59．　 Jungmann，　 Worship，

　 p．205を も参照。

a4　0rigen，　Commentary 　on 　Matthew，　X，22 （A7VF，　 D（，428，429＞．

  　Weiser，　P．59．
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ク リ ス マ ス の 起源 9

  　秀村欣二 「ロ ーマ 皇帝支配 の 意識構造」（r岩波構座 ・世界歴史 3』岩波書店 ， 1970年）59頁。新田
一
郎

　　丁キ リス ト教 と ロ
ーマ 皇帝』 （教育社 ，1980年） 62頁以下。

aT　弓削　達 rロ ーマ 皇帝礼拝とキ リス ト教徒迫害』 （日本基督教団出版局，1984年）270− 272頁。

  　 Gregory　Dix，　 The　Shape　 o∫ ‡加 Lit”rgy （Londol1： Dacre　 Press，　 Adam ＆ Charles　 Black，1945；

　 repr ．，1960＞，　p，305．

  　lbid．

  　　1
「bid．，　P ．335．

 】）　Ibid、，　p．357．

  　 Ernst　W ．Benz ，
“
Christianity

”
，　IVew　Encyclopaedie 　Britannica（Chicago ： Encyclopaedia 　Britannica，

　 Inc．，1975），　Macropaedia　4：499．

  　 George　 MGIbson ，　 The　Storpt　 of 　 the　 Christian　 Year　rN．｝厂．　tt　 Abingdon−Cokesbury　 Press，　 n ．d．丿，

　 P．87．

  　 Cullmann，　pp ．24− 25．

  　 Smith ，　 p．656．

  　Cullmann，　p．30．な おBotte，　p．86を も参照。

 の　 こ の こ とを念頭 に 置 くな ら，「反 ア リ ウ ス 主義 の 偉大な東方教父た ち （カ ッ
パ ドキ ア 教父 た ち と ヨ ア ネ

　 ス ・ク リ ＝ ソ ス トモ ス ） が ，東方教会が ク リ ス マ ス を受け入 れ る に 際 し て きわ め て 影響 が 大 きか っ た よ

　 うに思わ れ る」 （Smith ，　P．656）とい う こ と も ， よ く理解で き る。

  　Strittmatter，　P．611．

 窃　Lake ，　p．607．

BO　 lbid．

  　Smith，　 p．656．

  　　Duchesne，　pp．263− 265．

  　キ リス トの 死 は 3 月25日の こ とで あ る と最初 に 述 べ た の は テ ル ト ゥ リ ア ヌ ス （Adversscs　Judaeos，

　 207年頃） だ と，デ ＝ シ ェ
ーヌ は 言う （lbid．，　p262 ）．

 の　∬bid．，　 p．263．

  　 H．EngbeTding，
“Der　25．　 Dezember　a 工s　 Tag　 der　Feier　der　Geburt　des　Herrn，

”
Arch，　Liturgwiss．2

　 （1952） ：25− 43，な ど。

  　Strittmatter，　 pp．611 − 612； Smith，　 p．656；Jungmann，　Litscrgy，　 p．147．な ど参照。

GO　こ の 項 は ，　 Samuele　Bacchiocchi，
‘’Un　Esame 　dei　testi　biblici　e　patristici　dei　primi 　quattro　 secoli

　 allo　 scopo 　 d
’
accertare 　 il　 tempo 　 e　 le　 cause 　 del　 sorgere 　 della　 domenica 　 come 　 giorne 　 del　 Signore

”

　（Ph ．D ．dissertati。 n
，
　Pontifical　Gregorian　University，1974），　pp．405− 414に 負うとこ ろ 大 で あ る。

  　Jungrnann，　Litttrgy，　 P ．147

  　Ibid．，p．148；秀村 ，75頁 等参照。

（4M　Gaston　H．Halsberghe．　The 　Cult　 o／Sol　Jnvictus （Leiden ： E ．J．Brill，1972），　pp．134− 135．

ω　Ibid．，　 pp ．138− 142，144；Strittmatter，　 pp．612− 613；Jungmann，　Liturgy，　 p．148．

  　Strittmatter，　P．613．

  太陽神 （ソ ル ）と ミ ト ラ ス 神 の 関係 は 明確 で は ない 。両者 が 同
一

視 され て い る場合 が 多 い が ，密接 に 結

　 び つ い た し か し別箇 の 存在 と して 表 され て い る こ と も しば しば で ある。M ．J．　Vermaseren，　Mithras，　The

　Secret　God （1963），邦訳 ，　 M ．　 J ．フ ェ ル マ ース レ ン ．小川英雄訳 『ミ トラ ス 教 』 （山本書店 ，1973

　年） 107− 111頁等参 照。

  　 Cullmann　 p．30； Franz　Cumont，　 The　Mysteries　 o ／ Mithra，　 tr．　 Thomas 　 J．M ．Cormack，2nd　 ed ．

　（Chicago ：Open　Court　Publishing　C 。．，1910＞，
　p．167．実際，「12月 25日は 新 し い 光の 到来と神の 生誕 が祝わ

　れ る， ミ トラ ス 神 の 特別 の 祭 日で あ っ た 」 （フ ェ ル マ ース レ ソ ，87頁）。

（4S　Cullmann，　P ．29．
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  　Robert　M ．Grant，　AugUst％s　to　Costantine’ The　Thrust　of 　the　Christian　Movement 　into　the　Roman

　 Wortd （N ，Y．： Harper＆ Row ，1970＞，　p．308．

  Cullmann，　P．31．

  　　Botte，　 pp．63− 65．

  　Ambrose ，　Sermon　M ，（Migne，　P ．ム．17，614．　Cullmann，　p ．36よ．り引用）．

  　Cullmann，　p31 ．

6D　こ こ で は くわ し く立 ち 入 る こ と は で きな い が ，こ う した 太陽崇拝 に 教会 を適合させ て い く とい う こ と

　は ，日曜日 （太陽の 日）が キ リス ト （義の太陽）の復活日 と して，従来の安息 日 （土曜日）に代わ っ て 重

　要 な 日 と さ れ て い っ た こ と と軌を
一

に して い る。最初の 「日曜休業令」（321年）を 出 した の が フ ン ス タ ン

　 テ ィ ヌ ス 帝 で ある こ と は周知の とお りで あ る ： 「コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス か ら エ ル ピ デ ィ ウス へ 。す べ て の

　裁判官 ，市民 お よ び 職人 は ，尊ぶ べ き太陽 の 日に は 休息す べ きで あ る。……
」 （ヘ ン リー・ベ

ッ テ ン ソ ン

　編 ，島田福安訳 rキ リ ス ト教文書資料集』 ［聖書図書刊行会 ，1962年］，44頁）。こ れ らの 問題を論じた も

　 の と し て ， 次 の 3 冊 を 挙 げ て お き た い ；s．Bacchiocchi，　 From 　sabbath　 to　 sunday’ AHistoricat

　InveStigation　 of 　the 　Rise　o ／Sunday　Observance　in　Early 　Christianity（Rome ： Pontifical　Gregorian

　University　Press，197了〉； D ．A ．Carson，　ed ．　From 　Sabbath 　to　Lord
’
s　l）ay ’ ABiblical ，

．
Historicat　and

　Theotogr
’
cal　Investigation（Grand　Rapids：Zondervan　Publishjng　House，1982）； K ．AStralld，　 ed ．　 The

　Sabbath　 in　 Scripture　 and 　 History（Washington，　 D．C．： Review ＆ Herald　 Publishing　 Association，

　 1982）．

働　Cumont，　p ．196、な おHalsberghe，　p．r74をも参照。

  　Weiser ，　p ．60．　Gibson，　 p．8了も参照 。

  　Cullmann，　p．32；Grant．　p．309．

  Cullmann ，　PP ．31− 32．
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