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い わ ゆ る 「寛 容 令 」(1787年)の 意 義1こ つ い て(1)
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は じ め に

i「 寛容.令」の内容(以 上 、本号)

Hこ の勅.令への反応

お わ り に

は じ め に

フ ラ ンス の プ ロ テ ス タ ン トは
・・685$4こ ル イ・4世に よ 。七 公 布 され た 「ナ 。

ト勅令廃止勅令」によ・て,そ の信仰を完全に禁止 された11。プ。テスタ。ト
の男子はガト 船 に送ら礼 好`蝦 獄され

,と もに財産澱 収された激 師

は死罪をも・て罰せ られた・・8世紀のf麦半になれば諸 々の弾圧にもかかわら

ず・かれらの信仰活動が燃 と醗 化 していき
,そ れにつれて,政 府の対属

僚 〃に・ しかし着実に激 化 していくとはいえヅ ・テ・タ・ト信仰を禁止す

る齢 は・ま・たく変更されてし・なかったことを忘れてはならない
。

このような状況のなかで・・787年.フ ラ以 革命の莇 訂に,い わゆる 「寛容
令」が公布された・・の勅令の議 をめぐ・て,・ れまでさまざまな議 がな

されてき鳩 も・と樋 俗的な雌 ではべ の勅令はプ・テ・・。.ト信仰 を

承認するものだと理解されている・・の理解はま。たく間違。て、、るというわ

1)
,本 稿 は・『繍 論叢』・39.・〔198…)か ら 徊 ・・わた 。て,断 続的 に轍 された 。ラ〃.プ 。
アス タンテ ィズム史 についての概観 を前提 としてい る

。

灘識灘齢欝撒籍難灘羅1欝1藩
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けで は な い。 しか し,こ の 勅 令 を一読 すれ ば,事 態 は それ ほ ど単 純 で はな い こ

とが ただ ち に判 明 す る。 た とえ ば,こ の 「寛 容 令 」 の なか に は,プ ロ テ ス タ ン

ト信 仰 を容 認 す る とい う よ うな 表現 は ま った く現 わ れ ない ば か りで な く,プ ロ

テ ス タ ン トとい う用 語 さえ 一度 しか現 わ れ てい ない 。

も し,こ こで プ ロ テ ス タ ン ト信 仰 が 公 式 に容 認 され て い た と した ら,フ ラ ン

ス革 命 の 初 期 にお い て公 布 さ れ た 「人 権 宣 言 」 の 起 草 を め ぐる討議 は あ れ ほ ど

紛 糾 しなか った で あ ろ う し,国 民 議 会 にお け る 「国 家 宗教 宣 言」 動 議 につ い て

の討 論 も異 な った様 相 を示 した こ とで あ ろ う3)。

逆 に また,研 究者 の あ いだ で は,こ の 「寛 容 令 」 の 意 義 を極 度 に低 く評 価 す

る態 度 も少 な くは な い。 この.見解 に よれ ば,こ の 勅令 は,プ ロ テ ス タ ン トの戸

籍 を法 的 に整 備 した もの にす ぎず,プ ロテ ス タ ン トが置 か れ てい る現 状 に な ん

らの変 更 を加 え る もので は ない 。 この 勅 令 の 唯 一 の帰 結 は.こ の 措 置 に よ って

政 府 は プ ロテ ス タ ン トた ち を掌 握 しや す くな った とい うこ とだ けで あ る と され

る。

は た して,こ の 「寛 容 令 」 は,政 治 史 上 に お い て,あ るい は思 想 史 上 にお い

て,ど の よ うな意 義 を持 った の で あ ろ うか 。

それ を明 らか にす るた め に,わ れ わ れ は,ま ず,こ の 「寛 容令 」 の 内 容 そ の

もの の検 討 し,つ い で,こ の 勅 令 が い か に 受容 され,ま た拒 絶 され た カト ー.プ

ロテ ス タ ン トた ち に よ って,カ トリ ックの 聖職 者 に よ っ て,一 般 の カ トリ ック

信 者 に よ っ て,ま た パ ル ル マ ンに よ っ て一 を吟 味 す る。

こ う した 探 求 に よ って,こ の勅 令 の 意義 を理 解 し,ま た 近 代 国 家 に お け る信

仰 の位 相 を解 明 す る こ とに 少 しで も貢 献 で き る な らば,本 稿 の 目的 は 達 せ られ

る。

た だ,あ らか じめ 注 意 して おか な けれ ば な ら ない こ と は,こ の 勅令 の公 布 を

取 り巻 く権 力 状 況 を把 握 して お くこ と な しに は,こ の 勅 令 の 読解 に も成功 しな

い で あ ろ う とい う こ とで あ る 。 こ の勅 令 は,け っ して,カ トリ ッ ク教 会 と結 合

3)こ の問題 につ いては,別 に取 り上げ る.はずである。
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した 国 王権 力対 プ ロ テ ス タ ン トと い う 図式 の 中だ けで は 理 解 され え な い
。 こ こ

で 詳 し く論 じる こ と は省 略 す るが一 別 の 機 会 に論 じな れ ば な らな い が
,

こ の勅 令 の公 布 を推 進 し た人 々 は ,カ トリ ック教.会の見 解 か らは もち ろ ん,国

王 権 力 の見 解 か ら も,そ して,い うま で もな く,プ ロテ ス タ ン トた ち の見 解 か

ら も,一 定 の独 立 を保 って い た人 々で あ っ た。 した が って ,こ の勅 令 の 背後 に

隠 され て い るか 竜 しれ な い 国土 権 力 の意 図 を読 み と る こ とは ,時 に は危 険で あ

る か も しれ な い し,時 に は完 全 に 間違 い で あ るか も しれ な い。 なぜ な ら,背 後

に 隠れ てい る の は,国 王 権 力 の 意 図 で あ る よ りも.こ の勅 令 の 起 草 者 の 意 図 で

あ り.国 王 権 力 が そ れ に気 付 くこ とな く,そ れ に操 られ て い るか も しれ な い か

らで あ る。.

カ ト リ ック聖 職 者 た ち は,こ の 勅 令 の 起 草 につ い て は ,完 全 に 無 知 の状 態 に

おか れ て い た。 起 草 著 た ち は,も しカ トリ ック聖 職者 が こ こに 介入 す る な ら
,

この作 業 は絶 対 に成 功 しな い と確信 して い た か ら で あ る。 したが っ て,こ の 勅

令 の なか に,か れ らの 意 図 は 隠 さ れ て い な い と判 断 して よ い。 残 るの は,プ ロ

テス タ ン トた ち と起草 者 と国王 権 力 で あ る。 プ ロ テ ス タ ン トた ちの 意 図 に
,そ

の代 表 者 の役 割 を 演 じて い た ラ ボ ー ・サ ン ・テチ エ ン ヌを 通 じて
,起 草 者 に伝

え られ る はず で あ っ た。 しか し,こ の伝 達 が 良好 で あ った とい う保 証 は な い。

ラボ ー ・サ ン ・テ チエ ン ヌが代 表 す る南 フ ラ ンス の一 般 の プ ロ テ ス タ ン トた ち

は久 し く中央 の 政 治 権 力 か ら遠 ざ け られ て お り,か れ らが,宮 廷 が 受 諾 しう る

よ う な意 見 を 表 明 し うる ほ どに,宮 廷 の機 微 に通 じて い た とは信 じ られ な い。

他 方,ラ ボ ー ・サ ン ・テ チ エ ン ヌは温 厚 な性格 の持 ち 主 で あ り,し たが って,

南 フ ラ ンス の プ ロ テ ス タ ン トの,宮 廷 に と って は過 激 とみ な され か ね ない 要 求

を そ の ま ま提 示 す る こ とに よ って,起 草者 を驚 か せ ,逆 効 果 を生 む こ と を恐 れ

て い た こ とは た しか で あ る。

他 方,国 王 そ の ひ とは,信 仰 深 い とはい え,プ ロテ ス タ ン トた ち に た い して

な ん らか の措 置 を とる こ とが 不 可 避 の 状 態 に な って きて い る こ とを認 識 して い

た。 そ して,プ ロ テ ス タ ン トた ち に た い して た だ正 式 の戸 籍 を与 え る こ とだ け
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・で あ る な らば
,自 分 の信 仰 に もな ん ら傷 が つ くわ けで は ない と考 え る にい た っ

て い た。 さ らに,プ ロ テ ス タ ン トた ち に た い して こ う した度 量 を示 す こ とが 国

王 の威 厳 を増 加 させ る のだ とい うこ と を,隣 国 の ヨー ゼ フ2世 の例 か ら学 んで

い た 。 こ う して,自 分 にた いす る世 論 の動 向 に いつ も敏 感 だ っ た ル イ16世 は,

この 勅令 が ま さ に 国王 そ の ひ との慈 愛 心 と主導 とに よ って公 布 され た のだ と公

衆 が 考 え るよ うに な る こ とを切 望 してい た 。

この よ うな状 況 の な かで,マ ル ゼ ル ブ を中心 とす る ご く少 数 の 人 々が,極 秘

裡 に,こ の 勅 令 の 起 草 の作 業 を お こな っ たの で あ る。 か れ らは,か れ ら独 自の

見 解 を も ち,プ ロ テス タ ン トに好 意 的で あ りつ つ,同 時 に,国 王 権 力 が受 け入

れ る気 に な る よ う な,そ して,聖 職 者 の反 発 が で き るだ け抑 え られ る よ うな勅

令 の起 草 に苦 慮 して い た 。 そ して,ど ち らの 側 か らの 反 対 が あ っ丁 も.た だ ち

に対 応 しう る よ う に,勅 令 の 条 文 を 整備 して お くこ と,あ るい は,故 意 に不備

に して お くこ と,を 考 えて い だ,。

な お,ひ とつ の こ と を付 け加 えて お け ば,時 σ〉首 相 は ロ メ ニ ー ・ ド ・ブ リエ.

ン.ヌで あ っ た。 か れ は,若 き 日,ソ ルボ ンヌ に おい て,チ ュル ゴ ー と同 期 生 で

あ り,1754年 刊 行 の親 プ ロ テ ス タ ン トの 書 「和 解 者 ∫ の著 者 で は ない か とい わ

れ て お り5,,1763年 に は トゥー ル ー ズ の大 司教 とな り,そ こで,冤 罪 で 処 刑 さ

れ て い た プ ロ テ ス タ ン トの商 人 カ ラ スの 名誉 回復 に か か わ り,そ して,1765年

か らは フ ラ ンス 全 国聖 職 者 会議 の宗 務 委 員 長 を務 め て い た 。.たしか に,か れ は,

そ の 実 力 以 上 に 高 い地 位 に就 い た とい わ れ て お り,ま た.フ ラ ンス 革命 の さ な

か,宣 誓 僧 の 一 人 とな った ゆ え に悪 評 高 い が,そ れ に して も,こ の よ うな 人物

が そ こ にい た 事 実 は も っ と注 目 され て よい と思 わ れ る。

この 勅 令 の 正 式 の 名 称 は,「 カ ト リ ック信 仰 を奉 じな い もの につ い て の勅 令 」

4)こ の 時期 の プ ロ テ.ス タ ン トを め ぐ る勢 力 配 置 に つ い て は,さ.し あ た りつ ぎ を 見 られ た い。J.

. 踊 ㎝,1魚 診o廉 ρθ屠qκ ε雄5ρ π夢螂 如鳩 伽 η昭紙2vd.Paris,1925・P・Gr{脚laude・ 杣 伽 んσ爾 ・

Pah馬ll961】.

5)こ の`島 α'㎜1漉 甜 ヂ は,シ ェ ル版 の チ ュル ゴー 全 集 に 収 め られ て い る。(FuvredeTurgotet

ゴo飢 増mε5面 ω ㎜ η翼z鷹5vo1.Paris.1913-23.T.1,pp.391-411.
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で あ り.「 寛 容 令 」 は通 称 も し くは俗 称 で あ る 。 この 勅 令 の 対 象 が プ ロテ ス タ

ン トで あ る こ とが あ ま りに も明 白で あ る に もか か わ らず ,な お プ ロテ ス タ ン ト

とい う用 語 を慎 重 に回避 した 当事 者 の配 慮 一 あ ま りに も見 え透 い た 配慮 で あ

.る こ とは確 か で あ るが一 一 を まず 念 頭 に置 いて お か な けれ ば な る まい 。 そ の よ

うな配慮 を しな け れ ば な らな い状 況 を忘 れ るな らば,こ の 勅 令 の 含意 の す べ て

を把 握 しそ こな う こ とで あ ろ う。 勅 令 の つ ね と して.公 布 の 日付 は記 さ れ て お

らず,1787年1.1月 と記 載 され る に と ど ま って い るが,こ れ が パ,レル マ ンに登 録

され るた め に提 示 され た の は,11月19目 で あ り,実 際 に登 録 され た の は,翌 年

の.1788年1月19日 で あ る。

な お,こ の1787年11月19日 の パ ル ル マ ンの総 会 は,国 王 が 臨席 す る重 要 な会

議 で あ り,ま た,後 世 の歴 史 家 もそ う認 識 して い る が,そ れ は お そ ら く,「 寛

容 令 」 の 提 出 だ けの ゆ え で は な い 。 この 会議 が 記 憶 に残 るべ き も の と され て い

るの は,第1に,こ の 会議 に お い て..首 相 ロ メ ニ ー ・ ド ・ブ リエ ン ヌが作 成 し

た 王 国 の 新 た な 包括 的財 政改 革案 が提 示 され,3憶 リー ヴ ルの 新 規 債 務 案 が提

出 され た か らで あ り,第2に,国 璽 尚書 ラ モ ワ ニ ョンが そ の 演 説 にお い て,国

王 権 力 の 絶対 性 を力 強 く説 い たか らで あ る。 さ ら に また,国 王 が この 財政 改革

に か ん す る 諸法 案 を,い わ ゆ る リ ・ ド ・ジ ュ ス テ ィ スに よ って 強制 的 に登 録 さ

せ た か らで あ り.,そ して それ に激 し く抗 議 した.オル レ ア ン公 が そ の ゆ え に翌 日

追 放 さ れ た か らで もあ る。 ラモ ワ ニ ョ ンの演 説 は,当 然 の こ と に,「 寛 容 令 」

に 言 及 して は い る が,こ の り ・ド ・ジ ュ ス テ ィス に よ る 強 制 登 録 の うち に,

「寛 容 令」 は.含まれ て い な い。 「寛 容 令 」 が 提 示 さ れ,朗 読 され た の は,そ の

強 制 登 録 の あ との こ とで あ った 。 国 モ は,明 日そ の登 録 に と りか か る よ う命 じ

る に と どめ τ退 席 した 。 「寛容 令 」 をそ の 目 に強 制 的 に登 録 さ せ な けれ ば な ら

な い理 山は なか った6㌔

6>さ しあ た り,以 下 の 資 料 集 の該 当 箇所 を見 られ た い。 」.卜胎mmermoot ,R棚oπ 獄απ㎝4甜 血r・

femmedePnra'sdumiff'sz&le,3v.1 .Pads.1888.河 野 健 二 編 『資料 フ ラ ンス 革 命 」,1990,岩

波 書 店 。
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互 いわゆる 「寛容令」の内容

この勅 令 は,3ペ ー ジ ほ どの 前 文 と全37条 か らな る%ま ず,前 文 か ら見 て

み よ う。 この前 文 は,こ の勅 令 を制 定 せ ざ る を え な くな った 当 時 の フ ラ ンスの

状 況 と,そ れ に対 応 す る政府 の態 度 を きわ め て 明快 にか つ 率 直 に示 して い る点

で 興 味 深 い もの で あ る。

「ル イ14世 が … … カ トリ ック教 以 外 のす べ て の 宗 教 の 公 的 礼 拝 を お ごそ か に

禁 止 した と き,か くも望 ま しい 人民 の 同.一信 仰 の 統 一 体 を 実 現 す る とい う希 望

に よ って,し か もそ の 希 望 が,[非 カ トリ ック教 徒 が カ トリ7ク 教 へ]改 宗 し

た とい う偽 りの外 観 に 支 え られ て い た ゆ え に,大 王 は そ の顧 問会 議 に お い て作

成 して い た計 画 を遂 行 しえな か った 。 す な わ ち,教 会 の秘 蹟 にあ ず か りえぬ 臣

民 の戸 籍q'6tatcivi1>を 合 法 的 に保 障す る とい う計 画 で あ る。」 … … わ れ わ れ

は,す べ て の 臣 民 を,わ がf国 の 占い 信 仰 に 結 びつ け よ う と して 「教 育 と説

得 」 をつ ね に 重 ん じ,「 あ らゆ る暴 力 的 方 法 を禁 止 す る。 そ れ は,理 性 と人類

愛 の原 則 に も,真 の キ リス ト教精 神 に も違 反 す る。 しか し,聖 な る摂 理 が わ れ

わ れ の 努 力 を祝 福 し,こ の幸 あ る転 換 を な さ しめ る まで,わ が 正義 とわ が 王 国

の 利 益 を考 え れ ば,わ が 王 国 に住 み なが ら,カ トリ ック教 を信 仰 しな い わ が 臣

民 や外 国 人 を,戸 籍 の権 利 か ら排 除 しつ づ け る こ と は もは や で きな い 。」

「相 当 長 い経 験 が 示 す とこ ろで は,こ う した 冷厳 な 試 練 は かれ らを改 宗 させ

る に は 不 十分 で あ る。 したが って,自 然 が か れ らの た め に 要 求 し続 け て い る諸

権 利 を奪 うこ と に よ って,わ が 法 律 が か れ らの 出生 の不 幸 を無 益 に処 罰 す る こ

とを,わ れ わ れ は 巻 はや 容 認 す るべ きで は な い 。か く して あ らゆ る法 的 生 存 を

剥 奪 さ れ た プ ロ テ ス タン トた ち は,偽 装 改 宗 に よ っ て秘 蹟 を聖 漬 す るか,あ る

7)こ の 勅 令 の テ キ ス トは,最 近刊 行 され た つ ぎの も のに も 当然 収 め られ て い る.が,残 念 な が ら,

この シ リーズ に収 め られ て い る テ キ ス ト.全体 を 通 じて,正 確 性 に か な り問 題 が あ る。Cath町ine

Bergeal、1うro,85忽 η,ゴ柵 ε8f`θ 脅アαπ`召επFπ ㎝ αrα鯉τ"ゴ甜`5㊧c飽,〈Testesd'histoireprotestante> ,

Paris,1988.し た が っ て,注2)に か か げた8∫HEFの1987年 号 の 特 集 の 冒 頭 に 置 か れ た勅 令 の

写 真 版 が もっ と も入手 しや す い 正確 な もの で あ ろ う。
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い はジ わ が 王 国 の法律 に よ ワて あ らか じめ無 効 とされ て い る結 婚 契 約 を 結 ぶ こ

とに よ って そ の 子 供 の 身分 を危 険 に さ らす か の 二 者 択 一 をせ ま られ て い る 。

諸 々 の王 令 は,わ が王 国 に は もはや カ トリ ック しか 存 在 しな い とい う こ とを想

定 さ え して きた 。 今 日,容 認 され え ない この 仮 構 は,法 律 が 沈 黙 す る動 機 と し

て 役 立 っ て きた 。 … … も し,わ れ わ れ が,[プ ロ テ ス タ ン トの]子 供 の 貪 欲 な

傍 系 親族 が そ の子 供 の 父 の遺 産 をね ら って そ の 子 供 と争 うの を排 除す る よ うわ

が 裁 判所 の判 決 を 臨時 的 に利 用 しなか った な らば,わ が 王 国 の繁 栄 と平 穏 にか

くも反す る諸 原 則 は亡 命 を増 加 させ た で あ ろ う し,親 族 内 の絶 え ざ る紛 糾 を引

き起 こ した こ とで あ ろ う。 この よ うな事 態 の 現状 は,自 然 の権 利 と法 律 の条 項

との あ い だ の危 険 な矛 盾 に終 止 符 を 打 つ こ とを,す で に以 前 か ら,わ が 権 力 に

求 め て い る。 … … 」

「わ が 国家 内 に種 々の 宗 派 が 存在 す る の を 阻止 す る こ とが わ れ わ れ の 権 力 に

属 さ ない と して も,そ れ らの 宗 派 が わ が 臣民 の あ いだ の不 和 の 原 因 と な る こ と

をわ れ わ れ は け っ して 容 認 しな い 。 … … われ わ れ が 幸 い に も信 仰 して い る カ ト

リ ック教 の み が,わ が 王 国 に お い て,公 的礼 拝 の権 利 と栄 誉 を享 受 す る。他 の

わ が 非 カ トリ ック臣 民 は,わ が 国家 内 に樹 立 して い る秩 序 にた い して い か な る

影 響 を及 ぼ す こ と もで きず,わ が王 国 内 に おい て 集 団 を形 成 し えな い と,予 め

か つ 永 久 に,宣 言 さ れ,ま た,祭 礼 の遵 守 につ い て は 通 常 の規 定 に服 す るが,

か れ らは,自 然権 が わ れ わ れ を してか れ ら に拒 否 す る こ とを 許 さ な い もの しか

法律 か ら受 け 取 る こ とは な い。 す なわ ち,か れ らの 出 生 と結 婚 と死 亡 を確 認 せ

しめ,か く して,他 のす べ て のわ が 臣民 と同 様 に,そ こか ら生 じる市 民 生 活 上

の帰 結 を 享受 す る こ とで あ る。 … … 」

以.卜.にお い て は,全37条 の:条文 の うち か ら,.こ の勅 令 の核 心 にか か わ る条 項

の み を抜 き出 し,で き るだ け簡 単 に 要 約 して み よ う。 したが っ て,法 制 上 の純

粋 に手 続 き に のみ か か わ る部分 は省 略 す る こ と とす る。

1)「 カ トリ フク的 ・福 音 的 ・ロー マ 的 宗 教:のみ が,わ が 王 国 にお い て,公

的礼 拝 を享 受 し続 け る。 これ を信 仰 す るわ が 臣民 の出 生 ・結 婚 ・死 亡 は,
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い か な る場 合 に お い て も,わ が 王 令 に よ って 裁 可 され た上 記 宗 教 の 祭礼 と

慣 行 に 従6て の み確 認 さ れ うる。」

しか しなが ら,他 の 「宗 教 を信 仰 す るわ が 臣民 に た い して,わ が 国家 内

に現 在 居 住 して い る にせ よ,今 後居 住 しよ う と して い る にせ よ,所 有 権 あ

る い は相 続 権 に よ っ てか れ ら に現 在 あ るい は未 来 に お い て属 し うるす べ て

の財 産 お よ び権利 を享 受 す る こ と,お よび,か れ らの商 業,技 芸,技 術 職,

専 門職 な ど に従事 す る こ とを許 可 す る。 さ らに,か れ らの 宗 教 を 口実 と し

て,か れ らは 妨 害 を受 け る こ と も,平 安 を乱 され る こ と もない 」」

ただ し,上 記 の 職業 か ら,司 法 職,市 政 職,公 教 育 職 は 除 か れ る。

2>わ が土 国 内 に居 住 す る非 カ トリ ッ ク教 徒 の 臣民 あ るい は 外 国 人 は,以 下

に定 め る形 式 に したが って,結 婚 契 約 を結 ぶ こ とが で きる 。 そ の 民 法 上 の

効 果 は,当 人 に.とって もそ の 子供 に とっ て も,.通 常 の 形 式 に よ リカ トリ ッ

ク臣民 に よ って な され た もの と同 一 で あ る。

3)し か し,非 カ トリ ッ ク教 徒 は,「 王 国 内 に,一 団体,一 共 同 体,....一特 殊

社 会 を形 成 した り,ま た,そ の 団 体 の 資 格 に お い て,な ん.らか の 要 求 を な

した り,委 任 権 を与 え た り,審 議 を な した り,な ん ら か を取 得 した り,ま

た他 のい か な る こ と を も為 す こ とは で きな い 。」

ま た,司 法 職 にか か わ る者 は,上 記 の こ とに 関 与 して は な ら な い。 他 の

臣民 につ い て も同 様 で あ る。

4)カ トリ ック教 以 外 の 宗 教 の 「牧 師 を 名 乗 る 者 は,い か な.る行 為 に おい て

も,そ の 資 格 を持 ち え ず,… … 異 な った 衣服 を公 共 の場 で 着 用 しえず,い

か な る特 権 も栄 誉 も帯 び る こ とが で きな い 。 と くに.結 婚,出 生,死 亡 の

証 明 書 の 作 成 は厳 禁 さ れ」,.作 成 され た と して も,無 効 で あ る。.

5)非 カ トリ ック教 徒 は,カ トリ ッ ク教 とそ の祭 礼 にた い し て,敬 意 を払 わ

な けれ ば な らな い 。 公 共 の場 で これ に反 す る行 為 を な した 者 は訴 追 され る。

6)日 曜 日や 祭 日を 遵 守 し,そ の 日に店 舗 を開 い て は な らな い 。

7)王 国 内 の非 カ ト リ ック教 徒 はす べ て,「 他 の 臣 民 と同様 に,そ の財 産 と
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能 力 に 応 じて,そ の 教 会 の 維 持 … … な ど の た め に貢 納 し な け れ ば な らな

い 。 … …」

8)結 婚 しよ う とす る非 カ トリ ック教 徒 は ,王 国 内 に 十分 な期 間居 住 して い

る場 合 には,そ の 公 示 を,結 婚 両 当事 者 の現 住 所 に お い て な さ な けれ ば な

らな い 。

9)上 記 の公 示 を,司 祭 を通 じて なす か ,裁 判 所 を通 じて な す か の 選択 は,

両 当事 者 に委 ね られ る。

10)司 祭 は,「 上 記 の公 示 を,結 婚 契 約 者 の宗 教 に 言 及 す る こ とな く
,教 会

の 門 にか か げ る。 … …」

11)こ の 結 婚 へ の 反対 は,司 祭 に通 告 され る。

12)当 事 者 が 司祭 を選 択 しない 場 合 ,あ るい は司祭 が拒 否 した場 合 に は,か

れ らの公 示 は.日 曜Rな ど に,裁 判 所 の書 記 官 に よ って,教 会 の 出 口 に掲

示 され る。

ユ3一一19)(種 々 の場 合 に お け る結 婚 契 約 の 手 続 きの規 定) 。

20)司 祭 と裁 判 官 は それ ぞ れ その 結 婚 登 録 台 帳 を保 管 す る
。

21)わ が 王 国 に居 住 す る非 カ トリ ックの 臣 民 ま た は 外 国 人 で あ っ て
,わ が.E

令 に よ っ て規 定 され て い る形 式 に 従 わ ず に結 婚 して い る者 は,こ の勅 令 の

公 布 後 一 年 を 限 り,届 出 に よ り,合 法 的結 婚 か ら帰 結 す る全 権 利 を
,当 事

者 お よ び そ の 子供 にか ん して,取 得 す る。

22)上 記 に 該 当 す る夫 婦 は,4入 の証 人 を伴 い,司 祭 また は 裁判 官 の と ころ

へ 出頭 し,そ の 旨 を 申告 す る。

23～24)(未 成 年 者 の場 合 お よ び疑 義 が あ る場 合 の 規 定)
。

25～26)(非 カ トリ ックめ 臣 民 の 子 供 の 出 生 の 届 出 に つ い て の規 定) 。

27)わ が 臣民 あ る い はわ が モ 国内 の外 国 人 が 死 亡 し,教 会 に よ る埋 葬 を受 け

られ な い場.合に は,自 治 体 の 長 は,そ の 地域 内 に,埋 葬 の た めの しが るべ.

き土 地 を用 意 しな けれ ば な らな い 。 そ の地 域 の検 事 は,そ の 土 地 が,カ ト

リ ックの 墓 地 と同様 に,い か な る侮 蔑 を も受 け ない よ う監 視 しな けれ ば な
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ら な い。

28)死 亡 宣 言 は,死 亡 者 の も っ と も近 い 親族 も し くば 隣 人か,あ るい は 当 該

裁 判 管 区の 裁 判 官 に よ って,司 祭 も し くは裁 判 官 に たい して な され る。 そ

れ ぞれ,そ の台 帳 が 保 管 され る。

29>死 亡 者 の 親 族 も し くは 隣 人 が 死 亡 宣 言 を教 区 台 帳 に 記 載 せ しめ たい と

望 む場 合 に は,そ の 旨を 裁判 官 に伝 え.,そ の裁 判 官 はそ の 埋 葬 に立 ち合 う。

30).教 会 に よ る埋 葬 を拒 否 さ れ た 人 の遺 体 は,家 屋 の前 に安 置 して は な らな

い 。 死 亡 者 の 親 族 お よび 友 人 は遺 体 の運 搬 に伴 うこ とが で き るが,大 声 で

歌 った り,祈 りを繰 り返 した りす る こ とは許 され ない 。 また,こ の運 搬 に

さ い して,わ が 臣民 が 混 乱,侮 蔑,醜 聞 な どを引 き起 こす こ とを 禁止 す る。

31-34)(こ の勅 令 の執 行 にか か わ る台 帳 の 管 理 に つ い て の規 定)。

35)免 除 状 を えた もの は,監 春 宮 に10ス ー を支 払 う。

36)司 祭 お よ び裁 判 官 は,別 に 定 め る手 数 料 以 上 の金 額 を徴 収 して は な らな

い0

37)ア ルザ スの ル ター 派 に つ い て は,現 状 の ま ま とす る。

***

うえ の要 約 か ら明 らか な よ うに,こ の勅 令 の 内容 は簡 明 で あ る。

前 文 はの ち に見 る こ と と して,条 文 自体 が な に を規 定 して い るか を吟 味 して

み よ う。 わ れ わ れ を 最 初 に驚 か す の は,こ の 勅 令 が,「 寛 容令 」 とい う俗 称 に

巻か か わ らず,ま ず カ トリ ック教 の強 力 な擁 護 か ら始 ま る こ とで あ る。 率 直 に

い って しま えば,プ ロテ.スタ ンテ イ ズム は,そ の もの と して,つ ま り宗 教 と し

て は,そ の 存 在 を認 知 さ れ て い な い。 この点 ば重 大 で あ り.い く ら強調 して も

しす ぎ る こ と はな い 。

まず,第1に,カ トリ ック教 の みが 公 的礼 拝 を享 受 し続 け る と宣 言 さ れ る。

す なわ ち,プ ロ テ ス タ ン トの公 的礼 拝 は禁 止 され る。 そ れ で は,私 的礼 拝 は ど

う なの で あ ろ うか 。 そ れ につ い て は言 及 され て い ない 。 この ゆ え に,こ の問 題

は,聖 職 者 会議 に よ って も と りあ げ られ,人 々 の 論議 の対 象 とな るで あ ろ う。
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しか し,実 をい えば,私 的 礼 拝 の 問 題 は,「 ナ ン ト勅 令 」 の 公布 の と きか ら,

す で に 論 議 の 対 象 で あ った。 す で に見 た よ うに,「 ナ ン ト勅 令 」 は 私 的 礼 拝 を

許 容 して い る と読 む こ と も十 分 に 可 能 な の で あ る 。 と は い え,奇 妙 な こ と に,

この 問 題 を こ こで 論 じる必 要 は きわ め て小 さ い。 なぜ な ら,私 的 礼 拝 を監 視 す

る こ とは この う えな く困 難 な こ とで あ り,し たが っ て,「 ナ ン ト勅 令 」 公 布 の

直 後 の 時 期 の わ ず か な 数 の きわ め て熱 心 な カ トリ ック教徒 を除 けば,私 的礼 拝

を も摘 発 しよ う とす る企 て は ほ とん ど なか った か らで あ る。 さ らに い え ば,フ

ラ ン ス革 命 直前 の この時 期,プ ロ テ ス タ ン トの 公 的 礼 拝 さ え,と くに南 フ ラ ン

ス に お い て は,ほ とん ど黙 認 され て い た の で は な か った の か。 も し,そ うな ら

ば,「 カ トリ ッ ク教 の み が 公 的 礼 拝 を 享受 す る」 とい う第1条 の 文言 は,プ ロ

テ ス タ ン トた ち に と っ て は,ほ とん ど直接 的 な実 質 的意 味 を もって い なか った

といわ な けれ ば な ら ない 。 しか も,上 層 の プ ロテ ス タ ン トた ち は,信 仰 生 活 の

内面 化 につ れ て,私 的礼 拝 だ け で満 足 して お り,か な らず しも,公 的礼 拝 を な

す 必 要 を感 じて は い な か った の で あ る。

第2に,プ ロテ ス タ ン トた ち は,司 法 職,市 政 職,公 教 育 職か ら排 除 さ れ る。

プ ロ テ ス タ ン トた ちが こ う した職 業 に従 事 す る こ とか ら生 じる と考 え られ た危

険性 につ い て は あ らた め て述 べ る まで もあ る まい 。 しか しな が ら,南 フ ラ ンス

の 若 干 の都 市 で は,す で に プ ロ テ ス タ ン トが 市政職 につ い て い る場 合 が あ った 。

とい うの も,プ ロ テ ス タ ン ト人 口の 比 率 が 高 く,市 民 の有 力 者 の多 くが プ ロ テ

ス タ ン トで あ り,そ の うえ,こ の 勅 令 も言 及 して い るよ うに ,「 フ ラ ンス に は

もはや プ ロ テ ス タ ン トは存 在 しな い とい う仮 構 」 の うえ にす べ て が 立 って い た

ゆ え に,プ ロ テ.スタ ン トた ち もま た容 易 に市 政 職 に就 きえた の で あ る.

第3に,プ ロテ.スタ ン トた ち は,...一団体 を形 成 す る こ とを 禁 止 さ れ る。 そ こ

に付 随 す る団体 行 動 につ い て も同様 で あ る。 上 記 の 職 業 制 限 と この 条 項 を あ わ

せ て 見 る な らば,政 府 当局 者 の恐 れ て い る もの が な に で あ る か が 明 か とな る。

そ れ は,プ ロテ ス タ ン トた ちが ひ とつ の 社 会 的 勢 力 とな る こ とで あ る。 と はい

え,こ う した制 限 は,プ ロ テ ス タ ン トの 公 的 礼 拝 の 禁止 か ら必 然 的 に 由来 す る
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もの で あ ろ う。別 の名 目で 集 会 を開 き,そ こで礼 拝 を な し うる か らで あ る。

第4に,プ ロテ ス タ ン トの牧 師 は,牧 師 で あ る こ とを示 す い か な る徴 を も身

に帯 び て は な らず,ま た,そ の 資 格 に由 来 す るい か な る行 為 を も.為して は な ら

な い 。 こ の条 項 も論 議 を ひ き お こす 。 なぜ な ら,こ の 条項 は牧 師 の存 在 を少 な

く と も許容 して い る の だ,と 考 え る こ と もで き るか らで あ る。 とは い え,い ず

れ に せ よ,牧 師が す で に活 躍 してお り,そ れ が か な りの程 度 黙 認 さ れ て い る こ

とは 公然 の秘 密 で あ っ た。

第5に,プ ロ テ ス タ ン トた ち は,カ トリ ック教 の祭 礼 に敬 意 を表 し,日 曜 日

や祭 日の規 則 を守 ら な けれ ば な ら ない ば か りで な く,カ トリ7ク 教 会 の維 持 の

た め に貢 納 しな け れば な ら ない 。 この 勅 令 が プ ロテ ス タ ン ト信 仰 の 存 在 を認 め

た以 ヒ,プ ロ テ ス タ ン トに もカ トリ ック教 会 の 維持 の た め の献 金 を求 め るの は

不 合 理で あ る よ うにみ え る。 しか し,カ トリ ック教 の側 か らす れ ば,プ ρ テ ス

タ ン トた ち を,け っ して カ トリ ック教 の 横 に並 び 立つ 同輩 と してで は な く,あ

くま で もカ トリ ック教 の内 部 の 迷 え る羊 群 と して取 り扱 い たい と願 っ てい た の

で あ ろ う。 さ ら に留 意 す べ き重 要 な点 は,も し プ ロテ ス タ ン トた ちが カ トリ7

ク教 会へ の貢 納 を免 除 され る な ら,そ の 免 除 の恩 恵 に浴 す る こ と を 目的 とす る

改 宗 が お こるで あ ろ う とい う こ とで あ る。 プ ロテ ス タ ン トか ら カ ト リ ックへ 改

宗 した もの にた い して 金 銭 が 支 払 わ れ た と き,そ の 金 銭 を 目的 とす る改 宗 が

あ っ た こ と,さ ら に,幾 度 も改 宗 す る もの さ え あ った こ とをわ れ わ れ は記 憶 し

て い る。

以上 に列 挙 した5点 は,い う まで もな く,こ れ まで の現 状 の 再 確 認 で あ った 。

この よ うな再 確 認 をわ ざわ ざ行 な った の は,こ の勅 令 が プ ロ テ ス タ ン ト信 仰 を

容 認 す る意 図 を も っ て公 布 され た の で は な い こ とを明 らか にす るた めで あ った

と思 われ る。 す くな くと も,カ トリ ックた ち に そ う思 わ せ るた めで あ っ た。 い

ず れ にせ よ,条 文.ヒにお い て,プ ロ テ ス タ ン トた ち は,一 宗 教 団 体 と しての 存

在 を認 め られ てい ない こ と はた しか で あ る。

それ で は,逆 に,こ の 勅 令 は,い か な る新 しい積 極 的 な条 項 を もつ の で あ ろ
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うか 。

第1に,プ ロ テ ス タ ン トの 出 生,結 婚 死 亡 にか か わ る公 認 の台 帳 を作 成 す

る こ と。

第2に,プ ロテ ス タ ン トは,そ の 出生,結 婚,死 亡 の 届 出 を,カ トリ ック教

会 か 裁判 所 か の どち らか に た い して なす こ と。

第3に,プ ロテ.スタ ン トは,そ の所 有権 を 享受 し う る こ と。

第4に,プ ロ テ ス タ ン トは,司 法 職,市 政職,公 教 育 職 を 除 く職 業 に従 事 し

うる こ と。

第5に,プ ロ テ ス タ ン トは,か れ らだ け の墓 地 を持 ち うる こ と。

これ らの うち,第3の 所 有 権 の安 全 の保 証 の 意 味 はた しか に大 きい 。 な ぜ な

ら,こ れ まで,プ ロテ ス タ ン トた ちの 財 産 は没 収 さ れ る と規 定 さ れ て い た か ら

で あ る。 とは い え,近 代 社 会 を前 提 とす る限 り,出 生,結 婚,死 亡 に つ い て の

正 式 の台 帳 を作 成 しなが ら,所 有 権 を 否 認 す る とい う こ とは 考 え られ な い こ と

で あ ろ う。 この 第3点 は 第1点 か らの 必 然 的 な 帰結 で あ る。 しか も,プ ロ テ ス

タ ン トの摘 発 が 有 名 無 実 にな って い た 以 上 ,プ ロ テ ス タ ン トの財 産 没 収 も また

同 様 で あ った 。

第4点 に つ い て は す で にす こ し触 れ た。 プ ロ テ ス タ ン トがE記 の3種 の 職 業

を 除 く職 業 に従 事 し うる とい うこ との意 味 は,た しか に小 さ くは ない 。 これ ま

で,か れ らは,.同 業組 合 規 定 の カ トリ ック条 項 に よ って,同 業 組 合 を もつ 職業

か ら排 除 さ れ て きたか らで あ り,ま た,そ れ 以 外 の 職 業 にか ん して も,幾 多 の

国王 宣言 に よ っ て,多 くの職 業 に就 き えな か った か らで あ る。 とは い え,1世

紀 の あ いだ に,.プ ロ テ ス タ ン トた ち は そ れ ぞ れ そ の職 業 に従 事 して きてい るの

で あ り,職 業 選 択 の 幅 が広 が った か ら とい って,た だ ち に,こ れ まで の職 業 を

.捨 てて 別 の 職 業 に就 くわ けで は な い。 さ らに重 要 な こ とは,同 業 組 合 規 定 の カ

トリ ック条 項 が いつ も厳 重 に遵 守 され てい たわ けで は ない とい う こ とで あ る。

軍 隊 に お い て さ え,プ ロ テ ス タ ン トの士 官 が 活躍 して お 軌 か れ らの た め の特

別 の勲 章 さ え制 定 され て いた こ と を想起 す れ ば 十分 で あ ろ う。
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第5の 墓 地 につ い て い えば,プ ロテ ス タ ン トた ちの た め の 墓 地 が す で に各 地

に設 置 され てお り,こ の条 項 もま た,現 状 の 追 認 で あ る とい って も まち が い で

は ない 。

も し,そ うで あ る な らば,こ の勅 令 が 新 し く積 極 的 に 規 定 す る こ とは わず か

に1つ の こ と,す なわ ち,プ ロ テ ス タ ン トた ち の 公 式 の 戸 籍 台 帳 が作 成 され,

か れ らは そ の結 婚,出 生,死 亡 の 届 出 を,教 会 も し くは裁 判 所 の どち らか に な

し うる とい う こ とで あ る帥。

しか し,こ の結 婚,出 生,死 亡 の うち,結 婚 が 中心 的 問題 で あ り,出 生 と死

亡 は それ に付 随 して い る とい って よ い 。 なぜ な ら,プ ロ テ ス タ ン トの 牧 師 の 主

宰 す る結 婚 が 無 効 で あ るな らば,そ の結 婚 か ら生 まれ る.子供 は必 然 的 に 嫡 出 児

と して 扱 わ れ るわ け に は い か な いか らで あ る。 死 亡 につ い て い え ば,そ れ は そ

れ 自体 と して,重 大 な 問題 を 引 き起 こす もの で は ない 。

この ゆ え に,こ の 時期 に お け る プ ロ テ ス タ ン トの 戸 籍 の 問題 は.ほ とん どの

場 合,「 プ ロ テ ス タ ン トの結 婚 」 問題 と して論 じられ てい る。 す な わ ち,当 時,

最 大 の 関 心 を 集 め た.プロ テ ス タ ン ト問 題 とは,プ ロテ ス タ ン トの結 婚 の 合 法 化

の 問題 で あ り,こ の勅 令 も また そ れ だ け に しか 関 わ って い な い ので あ る。

しか しなが ら,留 意 す べ き こ とは,こ の勅 令 公 布 の以 前 にお い て,プ ロテ ス

タ ン トた ち の結 婚 が ま った く不.可能 で あ ったわ けで は ない とい う こ とで あ る。

か れ ら の多 くは カ トリ ックの 司 祭 の も とで 結 婚 してい た 。 か れ らは,一 定 の期

間,カ トリ ック教 会 へ 通 う こ とに よ って,自 分 が カ ト リ ック教 徒 で あ る こ とを

「証 明」 す る こ とが で き た し,司 祭 の 方 も ま た,当 事 者 が け っ して真 に カ ト

リ ックに 改 宗 した の で は な い こ とを知 りな.がら,そ の結 婚 を主 宰 して い た ので

8)し ば しば,「 寛容令」 によって,プ ロテ スタン トた ちは 「市民権 」を与 えられ た といわれ る。

しか し,こ の表現は明確 さを欠い ている。 当時,「 市民権」 とはなんで あったか について,原 語

で たずね て も日本語で たずね て も,明 確 にはな らない。ス イスで は,市 民(Citoyen)と は,政

治 に参加で きるごく少数の特権階級であった。この定義 をもちい るなら,人 民が まった く政治 に

参加す ることのなか った7ラ ンスには 「市民」 は存在 しない ことになる。 しか し,い うまで もな

.く,フ ラ ンスで も,「市民」 という言葉 はさかんに使 われていた し,自 分が市民 である と考 えて

いた人々がいた ことに間違いはない。 いずれ にせ よ,こ こ 「寛容令」で問題 とな ってい るのは,

戸籍の整備だけであって,政 治参加 を.含意 しかねない市民権の問題 では まった くない.・
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あ る 。司 祭 た ちが そ う した の は,自 分 の狭 い教 区 に住 んで い る知 り合 い の プ ロ

テ ス タ ン トた ちの 境 遇 に同 情 した ゆ え で もあ る し,ま た,プ ロ テ ス タ ン トた ち

の結 婚 を拒 否 す る こ とに よ って 厄 介 な紛 争 に巻 き込 まれ た くな か った ゆ えで も

あ る。 プ ロ テ ス タ ン トが結 婚 で きな い場 合 が あ った とす れ ば,そ れ は,か れ ら

が 結 婚 よ りも信 仰 を重 視 し,一 瞬 間 た りと も改 宗 した 外観 を見 せ る こ とを肯 ん

じえ な か った か,も し くは,司 祭 が 人 間 的 同情 心 よ りも教 義 を重 視 し,偽 装 改

宗 を絶 対 に容 赦 しなか った か,の どち らか で あ る。 いず れ の場 合 も,そ の 数 は

大 き くは なか った 。 も ちろ ん,い ず れ の宗 教 に おい て も偽 装 改 宗 は致 命 的 な 罪

で あ り,結 婚 の た め の 一 時 的偽 装 改 宗 とい え ど も,真 の キ リス ト者 の 心 に は 消

しが た い 深 い傷 跡 を残 した はず で あ る%

と ころ が,こ の点 にか ん して も,こ の 時 期 に お い て は,こ の勅 令 の 前文 も述

べ て い る よ うに,多 くの 裁 判 所 は,す で に,カ トリ ックの教 会 の外 で の プ ロ テ

ス タ ン トの結 婚 の合 法 性 を承 認 す る判 決 を 下 す よ うに な っ て い た ので あ る
。

以 上 の よ うにい え るな らば,こ の勅 令 の 唯一 の改 革 的条 項 も,結 局 の と ころ,

現 状 の 追 認 以 上 には ほ とん ど出 て い な い こ とに な る。

この よ う に見 るな らば,こ の勅 令 は,つ ね に俗 称 され て い る よ うな ,「 寛 容 」

令 の 名 に真 に値 す る ので あ ろ うか,と 訊 ね る こ と さ えで き る。通 常信 じ られ て

い るの とは逆 に,こ こ に は,プ ロ テ ス タ ン ト信 仰 を 許 容 す る とい うよ うな文 言

は ま っ た く存 在 して お らず,た だ,プ ロテ ス タ ン トた ち の結 婚 を合 法 的結 婚 と

して承 認 す る とい う こ とが うた わ れ て い る だ け な ので あ る。

もち ろん,こ う した 条 項 を逆 手 に と って,非 カ トリ ック教徒 の 戸 籍 台 帳 が 正

式 に作 成 され た とい う こ とは,プ ロ テ ス タ ン ト信 仰 そ の もの が 容認 さ れ た こ と

を意 味 す る,と 解す る こ と もで きる。 そ して ,こ の推 論 は,ま さ し く,こ の勅

令 の作 成 者 の意 図 に沿 う もの で もあ った ろ う。 に もか かわ らず,プ ロ テ ス タ ン

9〕 ちなみにいえば,ル ソーは,テ レー ズと長い間結婚 しなか った といって非難 されること淋あ る。
しか し,プ ロテス タン トであるル ソーは,7ラ ンスで は,結 婚 しように も,正 式な結婚 はで きな
か ったはずである。
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ト信 仰 を許 容 しよ うとす る姿 勢 と して は,な ん と控 え め で,つ つ ま しい こ とで

あ ろ うか 。

とは い え,現 状 の 追 認 にす ぎな い と して も,非.合 法状 態が 合 法 化 され る こ と

の意 味 は小 さ くはあ る まい 。 プ ロテ ス タ ン トた ち の 結婚 の合 法化 の含 意 を探 っ

て み よ う。

出生,結 婚,死 亡 が 法 的 に認 知 され る よ うに な った こ とに よ っ て,も っ と も

利 益 を う るの は どの よ うな人 々で あ ろ うか 。 そ れ は,い うま で もな く,新 しい

経 済活 動 に従 事 し,財 産 を蓄 積 して きた 人 々 で あ る。 な ぜ な ら,結 婚 や 出 生や

死 亡 が 正式 に法 的認 知 を受 け られ な けれ ぼ,必 然 的 に,財 産 の 移転 や 相 続 も法

的 認 知 を受 け られず,し たが って,所 有 権 は きわ め て 不確 実 な もの とな る か ら

で あ る。 この 勅 令 の 前.文が の べ て い る と お り,カ トリ ックの 「貪 欲 な 傍 系 親

族 」 が い る と き,プ ロテ ス タ ン トの夫 を失 った 妻 や,父 を 失 った 子供 は そ の遺

産 の 相 続権 を確 保 で き る とはか ぎら なか った の で あ る。 結 婚 の合 法 化 は そ れ 自

体 と して 重 要 で あ った の で は な い。 結 婚 の 合 法 化 は,そ れ が 所 有 権 の 安全 を確

保 す るゆ え に重 要 なので あ る。結 婚 の合 法 化 の 目的 は,所 有 権 の確 保 で あ る 。

プ ロ テ ス タ ン トの所 有 権 の確 保 が,な ぜ その よ うに重 大 な 間翠 で あ った の で

あ ろ うか 。 これ につ い て も,こ の勅 令 の前 文 が 率 直 に述 べ て い る 。 す な わ ち,

カ トリ ッ ク教 しか 存 在 しな い とい う仮 構 に由 来 す る 「諸 原 則 」 は,「 わ が 王 国

の繁 栄 と平 穏 に反 す る」 もので あ り,「 亡 命 を増 加 させ 」,「親 族 内 の絶 え ざ る

紛 糾 を引 き起 こす 」 と明 言 して い る。...一言 で い えば,政 治 的 お よび 社 会 的 平 穏

と経 済 的繁 栄 こそ が,プ ロ テ ス タ ン トた ち に正 式 の戸 籍 を与 え る 目的 なの で あ

る。

も し,こ の勅 令 が,プ ロ テス タ ン トた ち の相 続 権 や 所 有 権 を明 確 に保 証 す る

こ とに よ って,か れ ら の経 済 活動 を支 援 し,も って王 国 の 繁 栄 を実 現 しよ う と

す る こ とを 目 的.としてい た とす る.ならば,こ の勅 令 が,社 会 的 に上 層 に位 置 す

る い わ ゆ る ブ ル ジ ョワ の プ ロ テ ス タ.ントに と って い6そ う有 益 な もので あ り,

下層 の貧 しい 農 民 の プ ロ テ.スタ ン トに とっ て は それ ほ ど意 義 深 い もの で は な
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か っ.たこ とを 意 味す る。 この勅 令 の公 布 の推 進 者 た ち も,こ の 点 を十 分 に 認識

して い た は ず で あ る 。

す で に別 の箇 所 で 述べ た よ う に,上 層 の プ ロ テ ス タ ン トた ち と下層 の プ ロテ

界 タ ン トた ち は 異 な った 要 求 を も って い た 。前 者 が と りわ け そ の戸 籍 の確 立 を

望 ん だ とす る な ら,後 者 は,と りわ け公 的礼 拝 の承 認 を求 め て い た。 そ して ,

さ ら に,前 者 が,公 的 礼 拝 の 必 要性 を ほ とん ど感 じず ,し た が っ て下 層 プ ロ テ

.ス タン トた ちの 要 求 にな ん の 関心 もなか っ た とす れ ば
,他 方,後 者 も,戸 籍 の

正 式 の 確 立 か らは ほ とん どな に も得 る とこ ろが ない ゆ え に,上 層 の プ ロ テ ス タ

ン トた ち の 要.求に た い して,当 然 の こ とに冷 淡 で あ った 。

そ して.こ の勅 令 が,.ト 層 プ ロ テ ス タ ン トの 要 求 に全面 的 に応 え,下 層 の プ

ロ テ ス タ ン トの要 求 に なん ら応 えて い ない こ とは ,あ ま りに も明 白で あ る。

したが っ て.こ の い わ ゆ る 「寛容 令」 の現 実 的効 果 につ い て結 論 的 に い えば,

こ の勅 令 は,信 仰 生 活 の 側 面 にか ん して は,プ ロテ ス タ ン トた ちの 現 在 の 状 況

に な ん らの 変 更 を加 えず,た だ現 状 を追 認 す る のみ で あ る。 そ して ,市 民 生 活

の 側 面 にお い て は,か れ らの所 有 権 を確 保 す る こ と に よ って ,上 層 の ブ ル ジ ョ

ワの経 済 活動 を刺 激 し,も っ て王 国 の繁 栄 に貢 献 し よ う と して い る の で あ る 。

王 国政 府 が この 勅 令 の 公 布 に よ って 確 保 しうる 現 実 的利 益 に つ い て は ,な お

つ ぎの点 を挙 げて もよい で あ ろ う。 す な わ ち ,.ま ず,戸 籍 の整 備 に よ っ てす べ

て の住 民 を把 握 す る こ との 利 点 が あ る 。 そ の利 点 は,た だ た ん に,庶 子 が 増 加

した り,戸 籍 に載 って い な い 臣民 が増 え た りす る とい う政 府 に と って の 社 会 的

不 気 味 さ を 除 去 す る こ とだ け に あ る ので は ない 。 その 利 点 は,と りわ け,軍 隊

の徴 募 や 賦役 の割 当 に お い て明 瞭 で あ ろ う。 も し,そ の さい,カ トリ ッ ク教 徒

で あ る こ とを 条件 と して い る よ う な場 合 には ,こ の勅 令 は,そ の負 担 を プロ テ

ス タ ン トた ち に も拡 大 す る こ と にな るゆ え に ,カ トリ ッ ク教 徒 の負 担 を軽 減 す

る結 果 と な る。 さ ら に また,こ の勅 令 は,プ ロテ ス タ ン トの結 婚 を合 法 化 す る

こ と に よ って,い わ ゆ る 「荒野 の教 会」 の存 在 理 由 を それ だ け削 減 す る こ と に

な るで あ ろ う。 す な わ ち,プ ロ テ ス タ ン トた ちの結 集 力 を そ れ だ け弱 め る こ と
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に な る は ずで あ る。

***

そ れ で は,こ の勅 令 は,い か な る思 想 的 あ るい は理 論 的根 拠 に立 って,こ の

よ うな規 定 を提 示 しえ た ので あ ろ うか 。 そ の 前 文 を 見 てみ よ う。

そ の 文 面 に よ れ ば,ル イ149が 抱 い た 「.人民 の 同 一信 仰 の共 同体 を実 現 す る

とい う希 望 」 は ま だ放 棄 さ れ て い ない 。 もち ろん,こ こで い う信 仰 とは,カ ト

リ ック教 で あ る こ とは い うまで もな い。 しか しな が ら,そ れ を実 現 す る ため に

は,「 教 育 と説 得 」 の方 法 が 選 ば れ るべ きで あ り,「 暴 力 的 方法 」 を用 い る こ と

は,「 理性 と人 類 愛 の原 則 に も,真 の キ リス ト教 精 神 に も違 反 す る」 と明 言 さ

れ る。 こ こで は,あ の 「強 い て 入 ら しめ よ」 とい う格 率 が 明 示 的 に否 認 され て

い る こ とは もちろ ん の こ と,キ リス ト教 精 神 と理 性 と人 類 愛 が 同 一 の原 則 に立

つ もの と して 列 挙 され て い る。 もは や こ こで は理 性 と宗 教 は対 立 しな い 。理 性

と宗 教 の この 並 列 はや が て 必 然 的 に 宗教 に た いす る理 性 の 優位 に 到 らざ る を え

な い こ とを,わ れ わ れ は す で に,ピ エ ー ル ・ベ イ ル以 来,知 って い る。

も し,そ うな らば,そ の文 面 に もか か わ らず,「 人民 の 同 一信 仰 の共 同体 を

実 現 す る とい う希 望 」 は,事 実..ヒ,放 棄 さ れ て い る と見 な けれ ば な らな い 。放

棄 さ れ て い なか っ た と して も,そ の 希 望 は,は る かか な た の夢 で あ り,そ の 実

現 の た め に な ん らか の具 体 的 努 力 を す る とい うよ うな もので は なか った で あ ろ

う。 に もかか わ らず,こ う した 文 言 が 存 在 す るの は,こ の勅 令 が,聖 職 者 を は

じめ とす る カ トリ ック勢 力 に よ って 受 け入 れ られ やす くな る よ う に しょ う とす

る勅 令起 草 著 た ち の配 慮 の ゆ えで あ ろ う。

しか も,驚 くべ き こ とに.プ ロ テ ス タ ン トた ち が プ ロテ ス.タン トで あ るの は,

「出生 の不 幸 」 で あ る とさ れ て い る こ とで あ る。 も し,そ うで あ る な ら ば,イ

ス ラム教 徒 につ い て も,同 じ こ とが い え る はず で あ る 。 人 間 は 自分 の 出生 を 自

分 の意 志 で 選 択 で き ない 以 上,自 分 が 選 択 した の で は な い あ る 宗教 の うち に生

ま れ落 ち る ので あ り,し た が って それ が か れ の宗 教 で あ る以外 に は な い ので あ

る 。 そ こか ら帰 結 す る もの は,モ ンテ スキ ュー にお い て 見 られ た よ うに,す べ



いわゆる 「寛容令」の意義について 〔1)(183)19

て の宗 教 の相 対 性 で あ り,キ リス ト教 の 絶対 的優 位性 の 否認 で あ る。 そ して 当

然,「 出 生 の 不 幸」 は,罰 せ られ るべ き もの で はな い 。

さ ら に,こ の 勅 令 は,プ ロ テ ス タ ン トた ち の偽 装 改 宗 に よ る カ トリ
ック教 の

「秘 蹟 の 聖 漕 」 に も言 及 して い る こ と をつ け加 え て お こ う。 そ の点 で,こ の勅

令 は,カ トリ ッ ク教 の塑 性 の 維 持 に と って も有益 な の で あ る。

以.トの よ うな 理 由 に よ って ,「 自然 が か れ ら の た め に 要 求 し続 け て い る諸 権

利 」 をか れ らか ら奪 う こ とはで きな い。 しか し,他 方,か れ らが 受 け とる の は,

「自然権 がわ れわ れ を してか れ ら に拒 否 す る こ とを 許 さ な い もの 」 だ け に しか

す ぎ ない,と 明 言 され る。 す なわ ち,戸 籍 台 帳 の整 備 で あ り,そ こか ら由 来 す

る市民 生 活(宗 教 生 活 とは区 別 され た)の 享 受 で あ る。

この勅 令 の なか で,そ の 趣 旨 を支 え るた め に 明 示 的 に挙 げ られ て い る観 念 は
,

さ き に見 た よ うに,理 性 ,人 類 愛,自 然,自 然 権 で あ り,さ ら に 「出 生 の 不

幸 」 の 背 後 に 潜 ん で い る の は,宗 教 の相 対 性 の 観 念 で あ る。 これ らの 観 念 は,

す べ て,い うま で もな く17世 紀 以 来 の新 思 潮 の 中 心 に位 置 す る もので あ る
。

そ して,一 般 に啓 蒙 思 想 と呼 ば れ て い る この思 潮 が
,と りわ け反 キ リス ト教 的

あ るい は反 カ トリ ック教 的性 質 を も って特 徴 づ け られ る とす るな らば
,プ ロテ

ス タ ン トた ち に戸 籍 を与 え,そ の 市民 生 活 を回復 し よ う とい う 目的 を もつ この

勅 令 が 新 思 潮 の 中心 的 理 念 に 支え られ て い る とい う事 実 は無 視 され るべ きで は

あ る ま い。 キ リス ト教 を攻 撃す る た め に用 い られ るの と同 じ理.念が
,プ ロテ ス

タ ン トた ち の擁 護 の た め に も用 い られ て い るの で あ る
。 この事 実 は,一 方 に お

い て,こ う して理 念 が,逆 に,プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム そ の もの を攻 撃 す るた め

に使 用 され るか も しれ な い とい う可 能性 を示 唆 す るで あ ろ う し
,他 方,ま た,

カ トリシズ ム に抗 して プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム を擁 護 し よ う とす る と き
,い った

い 別 の どの よ うな理 念 に訴 え る こ とが 可 能 な の か とい う質 問 を も呼 び起 こす で

あ ろ う。.前者 に つ い て い えば,そ の 可 能 性 は,フ ラ ンス革 命 の過 程 に お け る

「理 性 の 祭典 」 や 「最 高存 在 の祭 典 」 に おい て,た だ ちに現 実化 す るで あ ろ う。

後 者 につ い て い え ば,そ の質 問 へ の 回 答 の 不在 は,近 代 宗 教 思 想 の デ ィ レンマ
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そ の もので あ る とい う以外 には な い で あ ろ う。 わ れ わ れ は,18世 紀 末 にお け る

プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム の擁 護 に まつ わ る こ う した思 想 史 的綜 錯 と悲 劇 の 一 典型

を,ラ ボ ー ・サ ン ・テ チエ ン ヌ にお い て 見 る こ とに な るで あ ろ う。

この勅 令 が提 起 して い る重 大 な問 題 が ほか に も存在 す る 。 それ は結 婚 成 立 の

要 件 に か か わ る 。 あ ら た め て い うまで も な く,カ トリ ック教 に お い て は,結 婚

.は,人 間 の 一 生 に お け る7つ の秘 儀 の う ちの1つ で あ り.カ トリ ッ ク教 会 の な

か で 司 祭 の 主 宰 の も とに行 な わ れ て のみ 成 立 す る。 そ の他 の 形 式 に よる結 婚 は

す べ て 無 効 で あ る。 そ れ ゆ え に,こ れ まで,地 下 活 動 を続 け る プ ロ テ ス タ ン ト

の牧 師 の主 宰 め もとで な さ れ た い わ ゆ る 「荒 野 の結 婚 」 は無 効 で あ る と考 え ら

れ て きた ので あ った 。

と ころが,こ の 勅 令 は,結 婚 の 届 出 が カ トリ ック教 会 も し くは裁 判 所 に提 出

さ れ る こ とを も って結 婚 成 立 の 要 件 とす るの で あ る。 これ は革 命 的 変 更 で あ る

とい って も誇 張 で は な い。 この よ うな改 変 は,い か に して根 拠 づ け られ る ので

あ ろ うか 。

この 勅 令 を準備 した 人 々 の 中心 に位 す るマ ルゼ ル ブ に よれ ば,結 婚 は 二つ の

側 面 を もっ て い るユω。 す なわ ち,宗 教 的 側 面 と.市民 的側 面 で あ る。 前 者 が 教 会

の管 轄 に属 す る とす るな ら,後 者 は 国王 の管 轄 に属 す る。 これ ま で.教 会 は,

国 王が なす べ き職 務 を も委 託 され て い た ゆ え に,両 者 が 重 な って い た に す ぎな

い 。 い ま や,秘 蹟 と戸 籍 は分 離 され な けれ ば な らな い。 さ もな けれ ば,国 王 は,

教 会 が 承.諷す る 人 間 しか そ の 臣民 と して 持 つ こ とがで きな い こ とに な るか らで

あ る。 も し,キ リ ス ト教 会 しか 結 婚 を合 法 化 しえな い とす る な らば,キ リス ト

教 成 立 以 前 の 人 々 の 結婚 は ど うな る ので あ ろ うか 。現 在,プ ロテ ス タ ン トた ち

は 異端 者 と され て い る。 も し,そ うだ と して も,そ れ は,宗 教 上 の 問題 で あ っ
「
て,.国 家 の問 題 で は ない 。 か れ らは,カ トリ ッ ク教 会 か ら見 れ ば 異 端者 で あ る

か も しれ な いが,国 家 か ら見 れ ば 良 き臣民 で あ る。 プ ロ テ ス タ ン トた ちが プ ロ

1①Mal巳she■b【rs,M&..'re∫ μr∫8㎜prow∫ 如 凧1785;dit叫 ∫酵ω"4那6加{」fr8∫to

mariagedoprat.m..1786.
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テ ス タ ン トで あ る ゆ え に,国 家 に よ って 不 当 に扱 わ れ るべ き理 由 は ま った く存

在 しな い。 … …

もち ろ ん,マ ル ゼ ル ブ た ち の こ う した 考 察 は,こ の勅 令 の文 言 の な か に は

ま っ た く現 わ れ て はい ない 。 戸 籍 と秘蹟 の分 離 につ い て さ え触 れ られ て い な い 。

もっ と も,正 確 にい え ば,こ の分 離 は,こ の勅 令 で は,ま だ 完全 で は な い 。 な

ぜ な ら,カ トリ ッ ク教 徒 は,従 来 どお り,カ トリ ック教 会 で の結 婚 で.卜分 で あ

り,そ れ 以外 の届 出 を なす わ けで は ない か らで あ る。 プ ロテ ス タ ン トた ち の う

ち,カ トリ ッ ク教 会 に届 出 をす る こ と を拒 否 す る もの だ けが,裁 判 所 に おい て,

結.婚の届 出 を な し うる ので あ る。

とは い え,部 分 的 にせ よ,裁 判 所 へ の届 出 を結 婚 成 立 の要 件 と した こ との 意

義 ば きわ めて 大 きい こ とに疑 い は な い。 数 年 を経 ず して,そ の 形 式 の み が 有 効

とされ る に至 るか らで あ り,今 日に お い て,そ れ が 世界 の 趨 勢 で あ る か らで あ

る。 法 制 上,結 婚 か らは,宗 教 的 要 件 が 排 除 され,そ れ は 純 粋 に 「市 民 的」 出

来 事 とな る。

結 婚 を 「市 民 化 」 す る こ と,す な わ ち,戸 籍(Etatcivi】)を,教 会 か ら取

り上 げ,文 字 通 り,「 市 民 化(civiliser)」 す る こ とは,た ん に,い わ ゆ る,近

代 に お け る国 家 の 世 俗 化 の 一 端 の 表 現 で あ る に とど ま ら ない 。 そ れ は,絶 対 主

義 国家 にお け る国 王 の 絶 対性 の 否 認 を も内包 して い る。

ナ ン ト勅 令 廃 止 勅 令 下 の体 制 は,国 家 秩 序 と教 会 秩 序 の合 体 で あ った 。 しか

も,国 王 が 全 臣 民 の 信仰 を決 定 し うる とい う原 則 に立 って い る点 にお い て,そ

れ は,国 王 の 意 志 の 絶対 性 に よ る 国家 と教 会 の 統 合 で あ った 。 国 王 の 意志 を超

え る もの は な に も存.在 しない 。

と ころ が,こ の1787年 の勅 令 は,教 会 の 外 の結 婚 の合 法 性 を も承 認 す る こ と

に よ っ て,国 家 と教 会 との 合 体 に分 裂 を生 じさせ る。 そ の承 認 は,そ の結 果 と

して,同 時 に,国 王 が も はや 臣民 の信 仰 を決 定 しえ ない とい う宣 言 で もあ る。

国王 の意 志 は,も はや 臣 民 の 良心 を左 右 しえ な い とい う点 にお い て,絶 対 的 で

あ る こ と をや め る。 そ れ で は,国 王 が そ の絶 対 性 を放 棄 した と き,そ の絶 対 性
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は,ふ た た び神 の 手 に帰 った の で あ ろ うか 。 否 で あ る。 わ れ わ れ が す で に この

勅 令 の前 文 の なか で 見 た よ うに,新 しい秩 序 を主 宰 す るの は,神 で は な く,理

性 で あ り,自 然 で あ り,自 然 権で あ り,人 類 愛 で あ った 。 い まや,絶 対 的 権 力

を もつ の は,こ れ らの観 念 で あ り,具 体 的水 準 で い えば,そ れ らの 観 念 を 担 う

個 々 の人 間で あ る。

絶 対k義 国家 を特 徴 づ け る 「一 つ の王,一 つ の法,一 つ の信 仰(unroi,une

loi,unefoi)」 とい う三位一 ・体 性 は解 体 す る。 国 王 が 個 人 の信 仰 に介 入 しえ な

い こ とが 承 認 され た 以上,代 わ って登 場 す る の は,個 人 の 良 心 の 自由 以 外 に は

ない 。

しか しなが ら,い う まで もな く,こ の勅 令 は,良 心 の 自由 な ど とい う用 語 に

は一顧 だ に しない 。 そ れ が,そ の依 って立 つ 原 理 か ら必 然 的 に引 きだ さ れ る は

ず で あ る に もか か わ らず で あ る。 もち ろ ん,そ の よ うな用 語 の 不 在 は,こ の勅

令 の起 草 著 た ちの 配慮 に よ る。 も し,良 心 の 自由あ るい は信 仰 の 自由 な ど とい

う用 語 が こ の 勅 令 の な か に見 い だ され た な ら,こ の 勅 令 は け っ して 成 立 しな

か っ た こ とで あ ろ う。

こ の勅 令 は,せ い ぜ い の と ころ,「 寛 容 」 令 で あ るほか は なか っ た ので あ る。

しか も,こ の勅 令 が 「寛 容 」 して い る もの は,最 小 限 度 の もの で あ り,そ の前

文 が 率 直 に 述 べ て い る よ う に,「 自然 権 が わ れ われ を して か れ ら に拒 否 す る こ

とを許 さ ない もの」 だ けに止 ま る ほか は なか った の で あ る。

しか し,こ の 勅令 が さ しあ た り提 供 す る もの が い か に小 さ い と して も,そ れ

が,原 理 の水 準 にお い て,将 来 の 巨大 な展 望 を 開い た こ との 意 義 は 大 きい 。 そ

れ は,そ の 根底 に革 命 的原 理 を秘 か にす え る こ とを通 して,長 い 未 来 の 道程 の

確 か な第 一 歩 とな った こ とに 間違 い は ない 。

もち ろ ん,い う まで もな く,プ ロ テ ス タ ン トた ち が 真 に希 求 して い る もの は,

け っ して 「寛 容」 で は な か っ た 。 なぜ な ら,「 寛 容(tolerance)」 とは,定 義

上,「 上 位 者 が 下 位 者 の悪 に た い して 眼 をつ ぶ る こ と」 で あ るか らで あ る。 と

ころが,当 然 の こ とに,プ ロテ ス タ ン トた ち は け っ して 自分 た ち が 下位 者 で あ
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.る と も,悪 を な して い る と も考 えて はい な か った 。か れ らが 真 に求 め て い る も

の は,政 府 当 局 や カ トリ ッ ク教 会 の 側 か ら 「プ ロ テ ス タ ン トに 与え られ る寛

容 」 で は な く,「 万 人 が 等 し く享 受 す る信 仰 の 自 由 」 で あ った 。 この 点 は
,や

が て 国 民 議 会 に お い て.一 わ ず か2年 後 の こ とで あ る一 ,ラ ボ ー ・サ ン ・テ

チ エ ンヌ に よ って 明確 に表 明 され るで あ ろ う。


