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フ ラ ン ス18世 紀 の プ ロ テ ス タ ン ト

木 暗 喜 代 治

は じ め に

われ わ れ は,こ れ ま で,フ ラ ンスに おけ る プ ロテス タ ン トの歴 史 の概 略 を素

描 し,17世 紀 末 の 「ナ ン ト勅令 廃 止勅 令」 に まで到達 したD。 わ れ われ の最終

目的 は.18世 紀 末 に発 布 され た い わゆ る 「寛 容 令」 の 意義 と,そ の実 現 に大 き

い役 割 を果 た したマ ル ゼル ブの行 為 の意 味 の解 明 にあ るのだ が ,こ の 問題 を取

りあげ るた め には.そ の ま えに なお,18世 紀 にお け る フ ランス の プ ロテ ス タ ン

トの 存在 様 態 とプ ロテ ス タ ンテ ィズム の再 建 運動 の概 要 を素 描 して お く必要 が

あ る よ うに思 われ る。 そ の実態 は,ふ つ う想像 され る よ りもは るか に複 雑 で あ

り,あ るい は,複 雑 怪奇 と呼 ん で もよいほ どで あ るか らであ る。 そ の さい,記

して お くべ き事 実 や論 点 は 当然 の ことに きわ めて 多岐 にわ た り,さ らに,日 本

語 で書 かれ た文 献が ま った く存在 しない ゆ え にい っそ うそれ らの論 点 へ の詳 細

な言 及 の必要 性 が感 じられ るが,こ こで は,そ れ にか かわ る論 述 は最 小 限度 に

と どめ る こ とにす る。 した が って,以 下 に記す こ とは ,一 つ の準 備 作業 であ り,

論 述 とい うよbも 列 挙 と呼 んだ ほ うが 適切 であ るか も しれ な い。

これ まで述 べ て きた よ うに.フ ランス の プ ロテ ス タ ンテ ィズム は,ル イ14世

の執 拗 な政 策 に よ って.壊 滅的 な打 撃 を受 け た。 全牧 師の 追放,全 教 会 の破 壊,

お よ び一 切 の 礼 拝 の禁止 に よって,プ ロテ ス タ ン ト信 仰 は生 きの び る場 所 を失

った。 た だ,こ の信 仰 は,個 々人 の魂 の奥 底 にお いて の み,一 切 の外的 表 現 を

奪 われ て,存 在 す る こ とが で きるだ け で あ った。 プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムを この

1)r経 済論叢』の139-6(1987 .6)号 から,144-5/6(1989,U/工2)号 まで,6回 にわたって,断
続的に発謝 批 もの・本稿も 前編と同じく,一 次資料にほとんど言及していなし轍 科書的概
観である。
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状 態 に追 いつ め て おけ ば,時 な らず して,そ れ は死 滅 して しま うで あ ろ う とい

うの が,こ の政 策 の推 進者 た ちの予 想 で あ った。

しか し,こ の予 想 が 誤 って いた こ とが た だ ちに 明 らか とな った 。政 府 の残 忍

な弾 圧 の も とにお いて,捕 え られ た牧 師た ち ば処 刑 台へ 引 きた て られ,男 の信

者 た ち はか レー船 に送 られ,女 た ちは監 獄 に閉 じこめ られ た が.プ ロテ ス タ ン

ト信 仰 が消滅 す る気 配 は ま った く見 えなか った。 す で に述 べ た よ うに,プFテ

ス タ ン トた ちは,た とえ改 宗宣 言 を余儀 な くされ た として も,な お 消極 的 抵 抗

を,そ して,も し可能 な機 会 が少 しで も存在 す る な らば,積 極 的 抵 抗 を試 み る

こ とをや め は しなか った。

王 国政府 や全 国聖職 者 会 議 が下 に向 か って いか に厳 しい命 令 を発 した と して

も,プ ロテ ス タ ン トた ちのい わば ゲ リラ的抵 抗 に たい しては ほ とん ど効 果 を発

揮す る こ とは で きなか',た 。 カ トリ ックに改 宗 した とされ,「NC=新 カ トリ

ッ ク」 と呼 ばれ て い る人 々 に直 接 に接 してい る各教 区 の 司祭 た ちは,だ れ よ り

毛 よ くそれ を感 知 し,上 方 か らの非 実際 的 な指 令 を腹立 た しい気 持 ちで受 け と

って い た。 した が って,司 祭 たち の多 くは,与 え られ る命 令 を遵守 して,「 新

カ トリ ック」 を相 手 に際限 の ない紛 争 を繰 り返す よ りも,む しろ,か れ ら と可

能 なか ぎ り妥協 して,平 和 的 な共 存 をは か りた い気 持 ちに な って い たの であ る。

もち ろん,「 ナ ン ト勅 令廃 止 勅 令」 の精 神 を忠 実 に守 ろ う とす る上 級 聖職 者 の

圧 力 が つね に存在 してお り,下 級聖 職 者 の なか に も,「 新 カ トリ ック」 との妥

協 を断 固 と して 拒 む ものが い る以上,平 和 的 共存 を望 む カ トリック司祭 た ちの

行 動 に も広 い 自由 が あ るわ け では なか った。

以 上 の よ うな諸 点 につ い て は,す で に前編 の なか で述 べ た とお りで あ る。

こ う した 事情 の もとで,プ ロテ ス タ ン トの信 仰 の再 生 は い か に して始 ま った

の で あ ろ うか。

荒 野 の 教 会

まず,都 市 にお いて は,政 府や カ トリ ック教 会 の監 視 が厳 し く,プ ロテ ス タ
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ン トた ちが そ の信 仰 を外 的 に表 現す る こ とは容 易 で は なか った。 したが って,

秘 密 の 集会 が 行 わ れ た と して も,家 庭 の なか で,数 人 の もの が,奥 ま った部 屋

で ひそ か に祈 りを捧 げ るだ け で あ った 。 これ に反 して,農 村 地 帯 に おい て は,

上 か らの監 視 がす みず み まで届 か な い ゆ えに,「 ナ ン ト勅令 廃 止勅 令」 の公 布

の直 後 か らす でに,小 規模 で あ る とは い え,一 家 庭 以上 の信 者 に よ る秘 密 の集

会 が 開 かれ,礼 拝 が行 われ て いた。 農 家 の納 屋や 地下 室,廃 坑 や洞 窟,あ るい

は森 の なか や 谷 間 が選 ばれ て いた。 身 を潜 めて い る牧 師 が居 あわせ た と き には,

この牧 師 が その 集会 を主催 す るこ とは もちろん の こ とで あ るが,牧 師 にた いす

る厳 しい追 及 の も とでは,そ の よ うな場 合は む しろ例 外 で あ った。 した が って,

集 ま った信者 の うち の もっ と も学 識 の あ る もの が牧 師 の役 割 を果 たす こ とに な

った 。 プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム にお いて は,万 人 牧 師 の思 想 が あ り,し た が って,

非 常 事 態 にお い て は こ うした 手段 が許 され て いた の で あ る。 この よ うな俗 人 の

指 導 者 の なか に は,説 教 者 と して優 れ た能 力 を発 揮す る もの が あ り,や が て,

か れ らは真 の牧 師 とな り,プ ・テ スタ γテ ィズ ム の再 建 にお い て重 要 な役 割 を

果 た す ことに な る。 これ らの集会 は 「荒 野 の(dud6sert)教 会」 と呼ば れ て い

た2)。

もち ろん,こ の 「荒 野 の教 会」 は,参 加者 の生命 の危 険 をおか して行 わ れ て

い た の で あ り,こ の集 会 が急 襲 され た場 合 に は,犠 牲 者 が で る ことは不 可 避 で

あ った 。1688年2月22日 に,ポ ワ トゥーにお いて摘 発 され た あ る荒 野 の 集 会 に

お い て は,16歳 の少 年 が約1,500人 の信 者 の まえ で聖 書 を読 ん で いた が,急 襲

した軍 隊 の発 砲 に よ って多 数 の死 傷 者 が でた うえ,40人 が逮捕 され た とい われ

る。 この事 件 に お いて われ われ の 注意 を引 くの は,「 ナ ン ト勅 令廃 止 勅令」 か

らわ ず か2年 あ ま りの ちにす でに1,500人 もの大 集会 が 開 かれ て い た こ と で あ

り,ま た,集 会 を主 催 して いた のが,わ ず か16才 の 少年 であ った こ と(か れ に

は,聖 書 を読 む こ と以 上 の こ とは で きなか ったの では あ る まい か〉,さ ら に,

2)荒 野の轍会の歴史にっビては,コ クレルの大著がある。Charle6COQUER凱.H'∫20f78虚 ∫

EglisesdudesertchezlesproteetantsdeFrancedepaislafinduregnedeLouisXIV

jusqu'31aRevolution∫r4πfα ゴ昭,2vo】.,Paris1841.
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逮捕 され た 人 間 がわず か40人 で あ った こ とで あ る。万 一 の場 合 に備 え ての逃 亡

の 手段 もあ らか じめ用 意 され てい た の で あ ろ う。 集会 の参 加者 の 中 には 女性 も

子供 も含 まれ てお り,女 の数 のほ うが多 いの が普 通 で あ った とも言 われ て い る。

それ だけ に,軍 隊 の急 襲 に遭 遇 した場 合,犠 牲 者 の数 も多 い こ とに な ろ う。

す で に,前 編 にお いて掲 げ た 別表 で示 され てい た よ うに8),「 ナ ン ト勅 令 廃

止 勅 令」 以降 大革 命 に いた る約100年 の あ い だ に,摘 発 され た集 会 は341件 に

達 し,処 刑 され た 男子 は219人,女 性 は32人 にのぼ る。 投獄 され た もの は,男

女 ほぼ 同数 で あ り,そ れ ぞれ 約3,500人 で あ る。 殺害 され た もの は635人 と算 出

され てい るが,こ の中 には後述 の カ ミザ ール 戦争 にお け る戦 死 者 は 含 まれ て い

ない。

プ ロテ ス タ ン トた ち にたいす る この よ うな迫 害 は,当 然 の こ とに,か れ らの

精 神 の うち に出 口の ない焦 燥感 を うみ だ し,そ れ は しば しば 特 異 な形 を と って

一 宗 教 に お いて は 「奇跡」 の形 を と って一 表 出 され る4》。1688年,ド ー フ

ィネ地 方 の16才 の文 盲 の羊 飼 い少 女 イザ ボ ー ・ヴ ァンサ ンが 睡 眠 中 に予 言 を語

り始 めた の であ る。 この噂 を伝 え聞 い た周 辺 の村 々の人 々が,少 女 を通 じて語

られ る神 の声 を聞 こ うと して集 ま り始 め る と,当 局 は イザ ボ ー を捕 らえて.僧

院 へ 幽 閉す る。 しか し,こ れ を契 機 と して,各 地 に種 々の 「予言 者」 が続 出 し

始 め,そ の周 囲 に は,わ ず か な希 望 を求 め る プ ロテス タ ン トの信 者 が 集 ま っ て

くる。 軍 隊 が 出動 して,こ れ らの 「狂 信 者」 を排 除 し よ う として,流 血 の事 件

が起 こる。

また,あ る地 方 では,夜 に な る と,天 上 か ら聖 な る甘 美 な音 楽 が 鳴 りひ び き,

多 くの人 が それ を聞 くた めに集 ま って くる。.当然,こ こに.も軍 隊 が 介入 す る こ

3)木 崎 喜 代 治 「『ナ ン ト勅 令 廃 止 勅 令 』 と そ の 直 接 的 帰 結 」 『経 済 論 叢 』,144-5/6(1989.n/エ2).

35ペ ー ジ 。

4)こ れ ら に つ い て は,つ ぎ の も の を 見 ら れ た い 。Ch.BosT,Les<Pmphさ ヒes>duLanguedoc

en1701et1702,Revuehistorique.1921.ditto,Les<Proph色tes>desCevennesauXVIIP

siさcle,Revued'histoireetdephilosophicreligieuses,工925.LouisMAZOYER,Problさmes

religieuxetr壱alit6ssociaies.Lesoriginesdupropheti皿esc6veno艮(1700-1702),Revue

historique,1949.
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とに な る。

こ うした超 自然 的現 象 は,一 時 的 に下 火 とな るが,1700年 の夏 ご ろに はふ た

た び活 発 とな る。 各地 に,.多 くの 「予 言者」 た ちが 現 われ,活 発 に活動 し,多

くの信 者 を集 め る。予 言 者 た ちは,一 般 に,プ ロテ ス タ ン トた ちに むか って,

この苦 難 の時 代 を耐 え抜 いて 生 き るこ と,そ して,現 在 の生 を悔 い 改 め る こ と

を求 め て いた 。

ク ロ ー・ド ・ブ ル ー ソ ン

わ れ われ はす で に,「 ナ ン ト勅令 廃 止 勅令」 の公 布直 前 にお け る ク ロー ド ・

ブル ー ソンの抵 抗 運動 に少 しばか り言 及 したが5),こ こで、 それ以 降 の か れ の

活動 に触 れ て お くの が適 当 で あ ろ う。 とい うの も.彼 が採 用 した抵 抗 の形 式 が,

結 局 の とこ ろ,7ラ ンス の プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの再 建 にお け る もっ と も適 切

な方 法 で あ った よ うに 見 えるか らであ り,事 実,か れ は,牧 師 で は なか った に

もか か わ らず,rナ ン ト勅 令 廃止 勅 令」 直後 に おい て,プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム

の 復活 に最 大 の貢 献 を な した か らで あ る。

外 国 へ逃 れ た プ ロテ ス タ ン トの牧 師 は フラ ンス に帰 って,迷 え る民 衆 を導 く

た めに生 命 を危険 に さ らす べ きで あ るか,あ るい は,サ タ ンの 支配 す る地 を離

れ た ところ に留 ま るべ きか とい う問題 に つ いて の論 争 が1686年 ご ろか らす で に

始 ま って いた が,ス イ ス に逃 れ て い た ブル ー ソ ンは,1688年 に 『フ ラ ンス の牧

師へ の 手紙 』 をか いて,外 国 へ 去 った 牧 師 は帰 国す べ きで あ る と呼 びか け る と

と もに,翌 年 には,牧 師 のフ ラン ソ ワ ・ヴ ィ ヴ ァンにっ き従 って,プ ロテス タ

ンテ ィズム の再 建 に身 を投 じた。

当時,フ ラ ンス の プ ロテス タ γテ ィズ ムの現 状 に対 す る プ 戸テ ス タ ン トた ち

の態 度 は,予 想 され る よ うに,二 つ に大 別 され,一 方 の穏 健派 は状況 を受 動 的

に把 握 し,ル イ14世 の政 策 の転期 に期 待 をか けて い たが,他 方 の過激 派 は,む

5)木 崎喜代治 「『ナント勅令』廃止へむけての弾圧政策」r経 済論叢』,144-1(ユ989.7),12ペ ー

ジ。



6(152)第150巻 第2・3号

幽しろ対 外 戦 争 に よ
って フラ ンスが 敗 北す るこ とを期 待 してお り,し た が って,

イギ リス を始 め とす る非 カ トリッ ク国家 の介 入 を積極 的 に ひ きお こ そ うと して

いた 。 ヴ ィヴ ァ ンは この後者 に属 して お り,フ ラ ンス南 部 での民 衆 蜂起 を計 画

して い たが,ブ ル ー ソ ンは そ の計 画 には 消極 的 であ った 。

この よ うな見 解 の相 違 が あ った にせ よ,か れ ら2人 は,他 の5人 の説 教 師 と

1人 の牧 師 と と もに,ス イス を出 発 し,2人 ず つ の4っ の グル ー プに別 れ て フ

ラ ンス に潜 入 した。 しか し,1689年9月 の蜂 起 は失 敗 し,こ れ に参 加 し た 約

100人 の信 者 の うち,数 人 は逮 捕 され,死 刑 台あ るい ぼ ガ レー船 へ と送 られ た。

ヴ ィ ヴ ァンは山 間部 へ,ブ ル ー ソソは平野 部 へ と逃 れ,秘 密 の 礼拝 を続 け た。

8人 の指 導者 の うち3人 の説 教 師 は翌 年 に捕 え られ て処 刑 され た。 ヴ ィヴ ァ ソ

と ブル ー ソソの対 立 ぽ,1690年,ス パ イ活 動 を してい た1人 の 偽牧 師 と1人 の

棄教 者 が,か れ らの手 中 に落 ちた と きに また して も明 か とな った。 ヴ ィヴ ァ ソ

は かれ ら2人 の死刑 を主張 し,ブ ル ー ソンは それ に反 対 した の で あ る。

2年 の ちのエ692年,つ い に ヴィ ヴ ァンは狙 撃 され て 死亡 し,同 志 の他 の4人

も捕 らえ られ て処 刑 され た。 い ま や独 りとな った ブル ー ソ ンは,一 切 の暴 力 を

排 除 す る とい う原 則 にた って牧 師 の地下 活 動 を続 けた。 かれ は,政 府 の厳 しい

追 及 を奇跡 的 に逃 れ 続 け たが,そ の首 に は莫 大 な懸 賞 金 がか か って いた。 い よ

い よ最 後 の危 険 が迫 った こ とを知 った ブル ー ソンは,1693に ふ たた びス イ スへ

逃 れ,や が て,今 度は,か れ の顔 を知 る人 の少 ない北 フ ランスへ 潜 入 した。 こ

こで,秘 密 の礼 拝活 動 を精 力 的 に続 け る一 方,他 方 で は,プ 戸テ ス タ ン トの再

組 織 化 にか んす る多 くの文 書 を書 き,プ ロテ スタ ン ト信 仰 の教 義 を 明 らか に し

た。1696年 には また して もス イス へ逃 れ るこ とを余儀 な くされ,そ こか らオ ラ

ンダへ赴 い た。 かれ は こ こで,志 を同 じくす る人 々 と8人 委 員会 を結 成 す るが,

かれ が 求 め てい る救 済 は け っ して外 国 には一 その 国王 を も含 め て一 見 い だ

しえ ない こ と知 った ブル ー ソソは,1697年,ま た して もフ ラ ンス に潜 入 して,

民 衆 に接 し始 め た。 ル イ14世 の た び重 な る戦 争 に よ って フ ラ ンスの 民衆 は疲 弊

して お ら,さ らに南部 の プ 戸テ ス タ シ トた ちほ,ラ ン グ ドックの地 方監 察 官 バ
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ヴ ィル の弾 圧 の もとに 呻吟 して い た6)。

しか し,つ い に,ブ ルー ソンは,1698年 に捕 らえ られ,バ ヴ ィル に よ って車

刑 を宣 告 され,11月4日 に処刑 され た。 「ナ ン ト勅 令 廃止 勅 令」 の発 布 の直 前

お よ び直 後 の時 期 に,フ ラ ンス の国 内 にお いて,プ ロテ ス タ ン トの た め に もつ

と も重 要 な指 導 的 役 割 を果 た したの は,こ の ク巨一 ド ・ブル ー ソンで あ った。

1697年9月20目,リ ス ヴ ィ ッ クの講 和条 約 が結 ばれ,フ ラ ンス と他 の ヨ ー ロ

ッパ 諸 国 との間 の 数年 にわ た る ア ウ グス ブル グ戦 争 は終 結 した。 この 講和 条 約

に よ って,イ ギ リス の ウィ'リア ム とメ ア リの共 同統 治 は フ ラ ンス に よ って も承

認 され 確 固た る もの とな った。

しか し,フ ラ ンス の プ ロテス タ ン トの失 望 は 大 きか った 。 かれ らは,ウ ィ リ

ア ム3世 が,フ ラ ンスの プ ・テ ス タ ソ トの た め に,ル イ14世 にた い して 何 らか

の働 きか け をなす で あ ろ う とい う強 い期待 を抱 い て いた の で あ る。 じ っ さい,

オ ラ ンダか らイギ リス に向 か った ウ ィ リア ム3世 の軍 隊15,200人 の な か には,

736人 の フ ラ ンス の プ ロテ ス タ ン トの士 官 た ちが 含 まれ て い た。 しか し,リ ス

ヴ ィ クの講和 条 約 の なか に は,フ ランス の プ ロテ スタ ン トに とって有 利 な条 項

は な に ひ とつ と して 含 まれ ては いな か った。 ウ ィ リア ムは,も し条 約 の なか に,

フラ ンスの プ ロテ ス タ ン トを優 遇 す べ し とい う条項 を挿 入 させ る な ら,フ ラ ン

ス は,そ れ に対 抗 して,イ ギ リス の カ トリック を同様 に扱 うべ し とい う条項 の

挿 入 を要 求 す るで あ ろ うこ とを恐 れ た の で あ る。 ここで も,す で に 当然 の こ と

な が ら,政 治 的配 慮 が 宗教 問題 を押 しのけ て い る。 リス ヴ ィ クの講 和条 約 にか

け る フ ラ ンス の プ ロテ ス タ ン トの期 待が 大 きか った だ け に,か れ らの絶 望 もま

た 深 い もの で あ った。 そ の うえ,南 部 にお け るバ ヴ ィル の弾圧 は 伝説 的 とな る

ほ どに徹 底 的 で あ った。

こ う した 状況 の なか で,つ い に,カ ミザ ール の戦 争 が始 ま り,3か 年 に わ た

って国王 軍 を苦 しめ る こ とにな る。

6)さ い きん ・ バ ヴ ィル に つ い て の新 しい 研 究 が 出版 され た 瓜 未 見 で あ る
。RobertPOUJOL,B

asailfe,roisolitaireduLanguedoc ,Montpellier,1992.
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カ ミザール戦争

ユ702年7月23日 の夕 刻,セ ヴェ ンヌのサ ン ・ジ ュ リア ン ・ダルバ ー ンで開 か

れ た 秘密 の 礼拝 の集会 に出席 して いた男 た ちの うち,数 人 が集 ま って話 しあ っ

てい た とき,そ の なか の一人 が,現 在 投獄 され て い る8人 の プ ロテス タ ン トの

囚人 を解放 すべ し とい う神 の声 を聞 いた と告 白 した。 この問 題 の8人 の 囚人 ぽ,

・ミヴ ィル の下 で働 い て い る カ トリ ック僧 で あ る シ ェラの監 視 下 に置 かれ て い た。

翌 日に な って.こ の神 の声 に従 お う とす るプ ロテ ス タ ン トた ち約50人 は,20丁

の小銃 の ほか に,ピ ス トルや サ ー ベルや 槍 を もって集 ま り,賛 美 歌 を歌 い なが

ら,牢 獄 の あ るボ ン ・ド ・モ ンベ ール に行 進 し,攻 撃 を しか け た。 撃 ち合 いが

始 ま り.危 険 を感 じた守 備兵 た ちが逃 亡 した ため,負 傷 した シ ェラは,他 の3

人 と と もに プ ロテス タ ン トに よって殺 害 され た7)。

プ 巨テス タ ン トか らの この よ うな積極 的 な攻 撃 は きわ め て例 外 的 な こ とで あ

った。 しか も カ トリ ックの僧侶 を殺 害 す る とい うよ うな行 動 は重 大 な帰結 を

ひ き起 こさ ざ るを え なか った。 バ ヴ ィルは 当然 の こ とに軍 隊 の 出動 を命 じ る。

プ ロテ ス タ ン トの武 装 集団 が これ に応 戦 す る。真 の 内戦 が 始 ま り,山 が ちな土

地 の地 理 に通 じてい る プ 目テス タ ン トた ちは,外 部 か らや って きた国王 軍 を長

期 にわ た って悩 ます こ とに な る。 これ は,い わ ゆ る,の ちに ゲ リラ戦 と呼 ばれ

る よ うに な る形 態 の戦 争 で あ った。

この反 乱 軍 は カ ミザ ー.ルと称 され て い た が,一 般 に,勇 敢 であ り,賛 美歌 を

歌 い つ つ戦 い.良 き指 導者 に恵 まれ,統 制 の点 で も優 れ てい た。 け っ して野 盗

的 行動 に は走 らなか った.。自分 た ち を支 えて い る ものが な にで あ るか を よ く知

って い た の であ る。 パ リか らや って く る国王 の軍 隊 は,当 時 の地 方 の 民衆 に と

って は.な によ りもまず,外 部 か らの侵 入者 にほ か な らなか った。 カ ミザ ール

軍 は,捕 ら えた 国王 軍 の兵 士 や カ トリ ックの聖 職 者 の取 扱 につ い て も慎 重 な態

7)シ ェ ラに つ い て,新 し い 研 究 が 現 れ た 。Robeτ τPQUJりL,BourreauouMartyr?L'Abbedu

Chaila(1648-1702).D琶5ゴ α7παπ躍C勧 επ冗θ∫,PressesduLanguedoc,1986.
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度 での ぞ み,処 刑 か 釈放 か を決定 して い た。 かれ らは,ス ローガ ンと しては,.

迫 害 の中 止 と 「ナ ン ト勅 令」の復 活 を掲 げ てい た。 武 装 人数 は2.000人 を越 え な

か った が,ゲ リラ戦 法 に よ って,国 王 の正 規軍 と3か 年 の あい だ,渡 り合 う こ

とがで きた の であ る。

初 期 の指導 者 が捕 らえ られ た り戦 死 した りした あ と,ジ ャン ・カヴ ァ リエ8)

と ピエ ール ・ラポ ル トの二 人 は,25歳 足 らず の年 齢 で,老 練 な指 導 者 の手 腕 を

発 揮 した 。戦 争 とは貴 族 の仕 事 であ る と考 え られ て いた時 代 にお いて,数 百 人

の農 民達 の武 装集 団 が,2万5千 人 の 国王 の正 規 の軍 隊 を相 手 に戦 争 をな し う

る とは,当 時 だ れ も考 えお よば ない こ とで あ った。 したが って,国 王軍 も長 い

間,貴 族 のだ れ か が秘 密 に カ ミザ ール軍 を指揮 して い るに違 い な い と信 じて い

た。 国 王軍 の初期 の指導 者 プ ロイ も,か れ に代 わ った モ ン トル ヴ ァル も,カ ミ

ザ ール軍 にた い して決定 的 な勝利 を収 め る ことが で きなか った。 古典 的 な戦 争

方 法 しか考 え る こ とので きない かれ らは,い わ ば,見 えない敵 と戦 って い る と

感 じざ るを え なか ったの であ る。

こ うして,ユ703年10月 か ら12月 に か けて,パ ヴィル の進 言 に よ り焦土 作戦 が

実行 され,466の 村 々が 破壊 され,焼 き払 われ た。住 民 た ちは,あ らか じめ.

各 自,運 び う るだ け の もの を も って所 定 の場 所 に集 合 す る よ う命 じ られ て い た

が,な か には,山 中 に逃 亡す る もの もあ った。

こ う した強 行策 は,プ ロテ ス タ ン トの服 従 を結 果 す る ど ころか,逆 に強 い反

発 をま ね き,カ トリックの教会 や 聖 職者 にた い して激 しい報復 が企 て られ た 。

カ トリッ クの 司祭 た ちは,い つ も身 の危 険 を感 じるほ どで あ ったp

こ こに いた って,つ い に,国 王 軍 の指 揮 官 に は,フ ラ ンス最 高 の 将軍 で あ る

ヴ ィラ ール元 帥 そ の人 が 任命 され た。 この軍 隊 は,軍 事 的 には カ ヴァ リエ の軍

隊 を撃破 す る ことに は成 功 しなか うたが,プ ロテス タ ン トの食 料 や装 備 の貯 蔵

8)ジ ャ ン ・カ ヴ ァ リエ 自身 の 回 想 録 が 出 版 され て い る 。 これ は きわ め て 興 味 深 い もの で あ るが,

著 者 の 立 場 を考 えれ ば,書 か れ て い る事 実 の 信 憑 性 に つ い て は,も ち ろ ん,注 意 深 くな けれ ば な

らな い 。 最 近 の版 は次 の もの で あ る。JeanCAVALIER,MemoiressurlaguerresdesCami-

sards,Paris,1987.
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所 をつ い に捜 しあ て る こ とが で きた。 このゆ えに,カ ヴ ァ リエ も戦 争 の 将 来 に

不 安 を感 じ,つ い に,:L704年5月16日,ヴ ィラ ール元 帥 とカ ヴ ァ リエ の会 見 が

実 現 す るに至 った。 フ ラ ンス の元 帥 とゲ リラー 国 王 か ら見 れ ば,暴 徒一 の

首 領 との 「和平 会 見」 は前 代 未 聞 であ った とい われ て い る。

カ ヴ ァ リエ は和 平提 案 を受 け 入れ,100人 の部 下 を伴 って,フ ラ ンス を去 り,

ス イス へ向 か った 。 しか し,カ ミザ ール軍 の うちの ロラ ン らは な お も抵 抗 を続

け,か れ 自身 は8月14日 に戦 死す る。 そ の こ,1704年 の末 に,カ ミザ ール の残

党 た ちの蜂 起計 画 が あ ったが,こ れ は事 前 に発 覚 し,加 担 者 た ちは処 刑 され た。

1709年 に も,同 じよ うな計 画 が あ った が,成 功 には 至 らなか った9)。

こ うして,武 装 蜂起 を通 して の プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの再 建 の試 み は,決 定

的 に終 了 す る。

プ ロテス タ ン トの 武装 抵 抗 が,プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの再 建 に と って 良 い効

果 を もた ら した のか,.そ れ と も悪 い影 響 を及 ぼ した のか とい う問題 につ い て は,

お そ ら く一 義的 な回答 を与 え る こ とは で きない で あ ろ う。一 方 に おい て,こ の

武 装抵 抗 は カ トリック信 仰者 の うちに一 とい うこ とは,フ ラ γスの一 般 大 衆

の うち に一 プ ロテス.タ ソテ ィズ ムへ の反感 をか きた てた で あ ろ うこ とは容 易

に想像 され る。 しか し,他 方,こ の蜂 起 以 降,こ の地 方 にお い ては,も はや カ

トリ ックの ミサへ の 出席 が強 制 され な くな った こと も事 実 で あ り1。),プ 目テ ス

タ ン トへ の 迫害 一般 が弱 ま った こ と も確 か で あ る。 た とえ弾 圧 がお こな われ た

と して も,プ ロテス タ ン トが,追 いつ め られ た 鼠 と な って猫 を噛む ことの な い

よ うに,つ ね に最後 の逃 げ道 を残 して お くよ うな手段 が 講 じ られ る よ うに な っ

た 。

カ ミザ ール戦 争 の終 結 以 降,政 府 当局 の弾圧 が 緩和 した の に た い して,他 方,

プ ロテ ス タ ン トの側 に お いて も,平 和 的 な手段 に よ る信 仰 の再 建 の道 が,と る

9)カ ミザ ー ル 戦 争 に つ い て の 研 究 は き わ め て多 い が,つ ぎ の 大 型 の5巻 本 が他 を圧 して い る。

HenriDOsC,LaguerredesCevennes一 エ703-1710一,5vol.,PrcsacaduLanguedoc,1985-

1990,

ユ0)他 の 地 方 で は す で に 強 制 され て は い な か った 。
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べ き最 後 の そ して最 善 の手 段 と して,真 剣 に模 索 され るよ うに な る。 この 方 向

にお け る再 建 の運動 は ア ン トワソ ヌ ・クール の指 導 の も とに お しす す め ら れ

る。

ア ン トワ ン ヌ ・ク ー ル

1715年 のル イ14匝 の 死後,フ ラ ンス は摂 政 オル レア ン公 フ ィ リップの統 治下

にあ ったが,摂 政 は プ ロテ ス タ ン トにた い して一 確 固 た る信 念 に もとづい て,

とい うよ りもむ しろ宗 教 的無 関 心 か ら一一,一 般 に寛 大 な態 度 を と って いた 。

さ らに,摂 政 の母 は,監 禁 され て い るプ ロテ ス タ ン トの 女た ちや ガ レー船 徒 刑

囚 の男 た ち の解放 の た め に尽 力 し,一 定 の成 果 を上 げ て いた11)。 しか し,1723

年 の摂 政 の突 然 の死後,た だ ち にそ の反動 と して,反 プ ロテ ス タ ン トの勢 力 が

政 府 を動 か し,1724年 の悪名 高 い 「宗 教 にか んす る宣 言」 が 公 布 され た 。

全18条 か ら成 る この 「宣言」 は,い わ ば,こ れ ま での 幾多 の反 プ ロテ スタ ン

ト立 法 の要 約的 再確 認 で あ り,第 一条 では,カ トリ ック以外 の礼 拝 をな した 男

性 は ガ レー船 徒 刑,女 性 は頭 を剃 った うえで投 獄,財 産 は没 収,武 器 を携 帯 し

て おれ ば 死刑 と規 定 し,第 二 条 で は,牧 師は 死刑,牧 師 を助 けた り,あ るい は

密告 しなか った もの は,第 一 条 と同 じ刑 に処 す と定 め,以 下,子 供 の教 育,死

を迎 えた病 人 の取 扱 い,職 業 制 限,結 婚 の無 効 性,等 々 の再 確 認 を行 ってい た。

18世 紀 に お い て,プ ・テス タ ソテ ィズ ムの再建 が,迂 余 曲折 をへ なが ら,と

もか く も成 功 に 向か って進 んで い くとは い え,そ して,世 紀 の半 ば を過 ぎれ ば,

政府 の 目的 も,異 端 の撲 滅 か ら公 的秩 序 の維 持 へ と変 化 し,し た が って,公 共

の平 和 が破 壊 され ない か ぎ り,プ ロテ ス タ ン トの礼拝 が 事 実上 黙 認 され る よ う

に な って い く とは い え,上 記 の法 律 は厳然 と して存 在 し続 け たの で あ り,フ ラ

ンス革命 に いた るま で有 効 であ った とい うこ とを忘れ て は な らない 。 こ う した

状況 の もとで の信 者 た ちの根 気 強 い喜 連活 動 の中心 に,ア ン トワン ヌ ・クール

11)注3に あげた表 の うちの,

い こ とを見 られ たい。

「ガ レ一般 か らの棄 教 な き釈 放者 」の数 が この時 期 に,圧 倒的 に多
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が立 って い る。

1795年.バ ・ヴ ィヴ ァ レに生 まれ た ア ソ トワソ ヌ ・クール ぽ,母 か ら確 固 と

した カル ヴ ィニズ ムの教 育 を受 け,幼 い ときか ら,母 に連 れ られ て,秘 密 の プ

ロテス タ ン トの集 会 に参 加 して いた。 そ の才 能 は 幼 い ときか ら広 く認 め られ,

20歳 に達 す るま え にす で に,信 者 を ま え に説 教 を始 めて い た。 す で に述 べ た よ

うに,当 時,南 部 の各 地 に 「予言 者」 が 現れ て い た が,ク ール は かれ らの行 動

に疑 問 を もち,結 局 かれ ら とは絶 縁 し,い っそ う合理 的 な形態 の信 仰 を広 め,

そ の基 礎 の うえに教 会 を再 建 しよ う と決心 す るに至 る。 南 フ ラ ンス の山 間部 の

各 地 を説教 して歩 くうち,1715年 ごろ,ピ エ ール ・コル チ ー ズ12》に会 い,か れ

を第 一 の 弟子 として迎 え る。

クール の活動 の詳細 な叙 述 もここで ぽ省 略 せ ざ る をえ ない が,と 屯か くも,

1715年8月21日,す なわ ち,ル イ14世 の死去 の約1か 月 ま えに,つ い に,プ 戸

テ ス タ ン トの地 方 宗務 会 議(シ ノ ー ド)を 再 開 す るの に成功 す る。 もち ろん,

これ は非 合 法 の集 会 で あ るgと は い え,ル イ14世 の死 去 と地 方宗 務 会議 の再建

とが 同 時 であ る とい うこ とは,象 徴的 な ことであ ろ う卿 。

これ を契 機 と して,各 地 で地 方 シノ ー ドが再建 され て い くが,正 式 の牧 師 と

して の資 格 を持 って い ない ク ール は,ま ず弟 子 の コル チ ーズ をチ ュ ー リッ ヒへ

送 り,そ こで聖 別 を受 け させ,帰 国 した コル チ ーズか ら クー ル 自身 が聖 別 を受

け る。 も う1人 の 弟子 の ロジ ェを加 えて,こ れ ら3人 は最 初 の 「荒 野 の牧 師」

と呼 ば れ るであ ろ う。

1717年,同 じ任 務 に携 わ っ てい た アル ノーが 当局 に捕 え られ て投 獄 され た。

逮 捕 され た牧 師 を待 って い る もの はた だ死 刑 台 だ けで あ る。 プ ロテ ス タ ン トた

ちの あいだ では,た だ ちに,ア ル ノ ーの奪還 計画 が 問題 とな ったが,ク ール は

12)コ ル チ ー ズ に つ い て4t,CharlesBOST,LapremiereviedePierreCorteixPasteurdude-

sert,ParisetLausanne,1935.

13)こ れ ら の 荒 野 の シ ノ ー ドの 議 事 録 は,エ ドモ ン ・ユ ー グ に よ っ て,3巻 本 に ま と め ら れ て い る 。

Ed皿ondHuGuEs,LesS,ynodesdudesert.ActesetReglementsdesSynodesnationauxet

provinciauxtenusaudesertdeFrancede1'an1715aPan1793.3vo1..Paris,1887.
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強 くそれ に反対 した 。 「アル ノ ーの死 は無 益 では な い」 と クール は説 いた 。 こ

れ 以降,武 力 に よる行動 計 画 に たい して,荒 野 の 牧 師 た ちは一 貫 して反 対 す る

こ と にな る。

1719年,プ ロテス タ ン トた ちが武 装蜂 起 を計画 して い る とい う噂 が 流れ,宮

廷 はかれ らに平穏 を保 つ よ う呼 びか けた。 クール はた だ ち に国 王 へ の忠誠 を誓

った。 また,反 プ ロテ ス タ ン トの立 場 か らバ ナ ー ジ ュが 一つ の文 書 を発表 した

の に たい して,ク ール が冷 静 に回 答 した こ とに端 を発 して,バ ナ ー ジ ュ と クー

ル との あ いだ に文 通 が 始 ま った。 これ は,「 荒 野 の牧 師」 あ るい は 「荒 野 の 教

会」 が い わば 一定 の市 民権 を持 ち始 め た こ とを示 して い る とい って よい で あ ろ

う。

しか し,プ ロテス タ ンテ ィズ ムの再建 の道 は容 易 で は なか った。 政府 や カ ト

リッ ク教 会か らの弾 圧 が厳 しか った とい うだ け で は な く,次 第 で述 べ るよ うに,

プ ロテ ス タ ン トた ち 自身 の 内部 に も,和 解 しが た い ほ どの 見解 の 相違 が あ り,

さ らに,ク ール の行動 にた い して も多 くの批 判 が あ った。

この よ うな さま ざま な批 判 あ るい は非難 の なか で,ア ン トワン ヌ ・クール の

仕 事 は続 け られ た。農 民 の なか に入 り,森 や羊 小 屋や 洞 窟 の なか で,聖 書 を読

み,説 教 し,聖 歌 を歌 い,新 生 児 に洗 礼 をほ どこ し,結 婚 を祝 福 し,病 人 を慰

め,死 にゆ くもの に平 安 を与 え,あ るいは,献 金 を求 め,各 地 に宗 務 会議(シ

ノー ド)を 組 織 す る仕事 を クール は精 力的 に続 行 した。 もち ろん,王 国政 府 と

カ トリッ ク教 会 の厳 しい探 索 の手 は絶 えず かれ の周 囲 に見 えて い た。 同僚 た ち

の 多 くは捕 らえ られ て処 刑 され た 。 クール は幾 度 も奇 跡 的 に追 及 者 の 手 を逃 れ

た。 極 度 の危 険 が迫 った と きに は,ス イ スへ逃 れ てい た。1722年 には,こ の ス

イス の地 で結 婚 した 。

この間,ク ー ルは,プ ロテス タ ン ト教 会 の再 建 のた め に,数 点 の文 書 を執 筆

し公 刊 した。 ま た,す で に述 べ た よ うに,ロ ーザ ンヌに,フ ラ ンス の プ 冒テ ス

タ ソ トの牧 師 の養成 の ため のセ ミネ ール を設立 した。

プ ロテス タ ン トの他 の指 導者 た ち との不 和 や対 立 を こえ て,ク ール は,つ い
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に1726年 に,ヴ ィ ヴ ァ レに おい て,は じめ て,全 国宗 務 会議 を開催 す る こ とに

成 功 す る。3人 の牧 師,9人 の牧 師補,33人 の長 老 が,こ の記 念 す べ き シノ ー

ドに 出席 した。

しか し,当 局 の追 及 は ます ます 厳 しくな り,か れ の首 にか け られ た 懸 賞金 も,

1万 フ ラ ンに達 した11)。 しか も,徐 々に,か れ の顔 も人 々 に知 られ るよ うに な

った の で,か れ は,1729年 以 降,ロ ーザ ン ヌに身 を落 ち着 けて,1760年 の そ の

死 まで の30年 間 を,こ の地 の神 学 校 で若 い牧 師の養 成 に尽 力 した エ5)。

こ う して,ア ン トフ ン ヌ ・クー ルは,18世 紀 の フ ラ ンスの プ ロテス タ ンテ ィ

ズ ムの再 建 の 最初 の立 役者 として正 当 に承 認 され て い る16)。

プ ロテスタン トの内部の対立

と ころが,こ う した プ ロテス タ ン トの再 建 活動 にか ん して,プ ロテ ス タ ン ト

自身 の 内部 に,さ ま ざま な見解 の対 立が あ った。

ま ず,国 内 に潜 伏 して,生 命 の危 険 をおか して活動 してい る クー ルの よ うな

牧 師 と,外 国 に亡 命 して い る牧 師 との対 立が あ る。

.た とえば,ロ ソ ドソに在 住 して い た クラ リスは,牧 師 た ちは フ ラ ンスか ら立

ち去 るべ きで あ る と論 じて い た。 オ ラ ンダか ら も同様 の 声 が聞 こ えて いた 。 プ

ロテ ス タ ン トた ちは堕 落 したバ ビRを 去 るべ きであ る【7),と か れ らは強 力 に

主 張 し続 け てい た 。国 内に 留 ま って い る牧 師た ち は,当 然 の こ とに,そ の 見解

に激 し く反 発 せ ざ る をえ なか った 。

ユ4)当 時の 日雇 労働者 の年収 は約100フ ランで あ った。

15)ち なみ にい えば,こ の よ うな著名 な人物 で あるに もかか わ らず ・ ・一・レ硝 晒 よ一枚 も描 か

れ て いない。 す くな くとも,一 枚 ぜ、現存 してい ない。 かれの容貌 が人 に知 られ る こ とを避 け るた

め であ ろ うと想像 され る。

、6),一 ル の研 究}・つ・・ては,つ ぎの鹸 的 大著 があ る・Edm。ndHUGUFS,Histoi「edelares'

、　 ,。伽4ゆ ・。testantismeenFranceauXVIII●siecle-AntoineC・ 瞬 一2・ 。L・Pans・

　アらコ

17)当 時 は まだ,「 祖国」 の観 念が,の ちに理解 され る ような内容 を もってい なか った ことに注意

しな ければ な らない。 自分 の住 む土地 がサ タ ンの支配 す る土地 に なれば,サ タ ンを追 い 出 して も

よい し,そ れ がで きなければ,自 分が その呪 われた土 地 を去 って もよか った ので ある。
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た しか に,国 内に留 ま った人 々か らみれ ぼ,亡 命 した プ ロテ ス タ ン トた ち は,

な にか プ ロテ ス タ ン トと しての一 あ るい は,キ リス ト者 そ の もの と し て の

一 資格 に欠 け てい る人 間 の よ うにみ える
。 なぜ な ら,か れ らは,国 王 や カ ト

リッ ク聖 職 者 た ちか らの迫 害 を正 面 か らそ の身 に引 き受 け る こ とを避 け て,自

分 の土 地 を逃 れ,外 国 に お いて,そ の地 の同胞 た ちの暖 か い歓 待 の なか で 悠 然

と生活 し,そ の責 務 を忘 れ て 眠 りこけ てい るか らで あ る。 その うえ,外 国 で生

活 して い るゆ えに,自 国 に残 る もの た ちの 苦難 を なん ら理 解 す る こ とが で きず

に い るに もか かわ らず,フ ランス に留 ま って い る プ ロテス タ ン トの行 動 に か ん

して,さ ま ざま な批 判 や 非 難 を なす か らで あ る。 それ に,か れ らは,な に よ り

もまず,外 国 に亡命 し うるだ け の社 会 的 な地位 あ るいは財 力 を持 った 人 々 で あ

った こと を も想起 してお くべ きであ ろ う。 国 内に留 ま った もの の 多 くは,そ う

した力 を持 た ない階 層 の人 間 で あ った。

他 方,亡 命 した ものた ちに とって,国 内 に留 ま って い るプ ロテ ス タ ン トた ち

は,と きには腹 立 た しい存在 で あ った。 亡 命者 た ち 自身は,た しかに,直 接 的

な迫 害 を逃 れ た とい う点 にお い て,現 に迫 害 を受 け て い る もの た ちに たい して,

一種 の負 い 目が あ った 。 とはい え,か れ らの 目か ら見れ ば,国 内 のプ μテス タ

ン トた ちは,外 国 で の亡 命 者 の生 活 が いか に不 安定 な もの で あ り,い か に困難

で あ るか を理 解 しよ う と もしな い よ うに見 え る。生 まれ た土 地 を去 る とい うこ

とは辛 い こ とであ り,外 国 に住 む とい うこ とは 容易 な ことでは な い。 自分 た ち

は,フ ラ ンスに帰 りた い と切 望 してい る。 に もかか わ らず,国 内 の プ ロテ ス タ

ン トた ち は,反 乱 的 な態 度 を と り続 け,種 々の事 件 を ひ き起 こす ことに よ って,

政 府 の警 戒心 をか きた て,こ うして,亡 命 プ コテ ス タ γ トた ちが帰 国 す る道 を

ます ます 閉 ざ して い る。

それ だ け で は ない 。国 内に は,も はや 正式 の資 格 を持 つ プ ロテス タ ン トの 牧

師 はほ とん ど残 って お らず.し たが って,な んの資 格 も基礎 的教 養 さ え持 た な

い俗人 た ちが 国 内 の プ ロテ ス タ ン ト信 者 を指導 しよ う としてい る
。 これ では,

プ ロテ ス タ ン ト信 仰 の水 準 が 低下 す るば か りで あ り,誤 った信 仰 の道 に陥 る危
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険 さ え も迫 って い る。 外 国の亡 命 者 た ちは この よ うに考 え るに至 って いた。 こ

の さい この点 は,亡 命 した牧 師た ちに とって は,自 分 た ちが掌 握 して い るはず

の主 導権 が,国 内の無 知 で粗 野 な俗 人 た ちに奪 われ るとい うこ とで もあ った 。

じ っさい,亡 命 中 の牧 師 の なか に は,ク ール が 巨一ザ ソ ヌに創 設 した セ ミネ ー

ル の卒 業 生 が 正式 の牧 師 の資格 を もって い る こ とを承 認 しよ う と しない もの も

い るほ どで あ った。

こ う した 国 内の プ ロテ スタ ン トと国外 の プ ロテ ス タ ン トとの対 立 にお い て,

どち らが正 当 であ ったか を論 議 してみ て も,あ ま り益 の な い こ とで あ ろ う。 た

だ,国 内 に留 ま った牧 師 のほ うが,殉 教 の精 神 に忠 実 で あ る こ とに よ って,い

っそ う崇 高 な キ リス ト者 であ る とい う言 明 に反 論 す る こ とは 困難 で あ ろ う。 そ

して,か れ らこそ が,フ ランス 国 内に お け る プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの灯 が完 全

に消失 す る こ とを阻止 す るの に大 きい役 割 を果 た した ので あ る。

しか し,他 方,外 国,こ とにオ ラ ンダに身 を落 ち着 け た プ ロテス タ ン トた ち

は,活 発 な文 筆 活動 に よ って,フ ラ ンス の 回信 著 た ちの悲 惨 な現状 を世 界 に知

ら しめ る こ とを通 して,フ ラ ンス の政 府 に一定 の圧 力 をか け,国 内 の プ ロテス

タ ン トの境 遇 の 改善 に貢 献 す る と同 時 に,ま た,か れ らに直接 的 に語 りか け る

こ とに よ って,か れ ら を激 励 す る ことが で きたの で あ る。 とい うの も,国 内の

プ ロテ ス タ ン トた ちが そ の見解 を文 書 に 印刷 して表 現 す る こ とは極 度 に 困難 で

あ った か らで あ る。 オ ラン ダか らフ ラン スに密 か に運 び込 まれ るプ ロテ ス タ ン

ト文 書 は フ ラ ンスの プ ロテス タ γ トに とって 貴重 な もの で あ った。 オ ラ ンダに

在 住 の著 作家 た ちにっ 、、・て は,こ こでは 詳論 しえ な いゆ え に,初 期 の著 作 家 と

・して ジ ュ リコ・一 とベ ール の名 前 のみ を挙 げて お こ う18〕。

さ らに また,財 政面 に お いて も,外 国 に居 住 す る プ ロテス タ ン トた ちが フラ

ンス人 も外 国人 もふ くめて,国 内の プ ロテス タ ン トのた めの募 金 活 動 を積 極 的

18)ち な み にい えば,ナ ラ ンダ か ら発 ぜ られ る こ れ らの 反 カ トリ ッ ク文 書 の 底 に流 れ る 根 本 思 想 こ

そ ・ の ち に フ ラ ン ス で 花 開 くい わ ゆ る 啓 蒙 思 想 を準 備 した の で あ る。 こ の 点 に つ い て は,興 味 深

い つ ぎの 論 文 を見 られ た い 。GeorgesGusDoRF ,L'Europeprotestanteausi色cledesLumiさres,

1)捨 一ゐ癬 伽z88飴`」 β,1985 .
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に お こ な い,少 な く な い 金 額 を 送 り続 け て い た こ と も,け っ し て 忘 れ て は な ら

な い だ ろ う 。

国 内 の プ ロ テ ス タ ン ト と 国 外 の プ ロ テ ス タ ン ト と の あ い だ に は,こ う し た 根

源 的 な 協 力 関 係 が 存 在 し た と ぽ い え,し ば し ぼ 上 述 の よ う な,さ ま ざ ま な,か

な り深 刻 な 対 立 が 表 面 化 し て い た こ と を 無 視 す る べ き で は あ る ま い 。

荒 野 の 牧 師 に た い す る も う 一 つ の 批 判 は,国 内 か ら起 こ っ て い た19)。 そ れ は,

都 市 の プ ロ テ ス タ ン トに よ る 農 民 の プ ロ テ ス タ ン トへ の 非 難 と い い か え て も よ

い 。 都 市 の 教 養 あ る 富 裕 な プ ロ テ ス タ ン トた ち は,正 式 の 資 格 の あ る 牧 師 を ひ

そ か に 家 庭 に 招 き,家 族 内 だ け の 礼 拝 を 行 う こ と が で き た し,ま た,そ れ に 満

足 し て い た 。 礼 拝 が こ の 形 態 を と る か ぎ り,政 府 当 局 も徐 々 に 見 て 見 ぬ ふ り を

す る よ う に な っ て い た 。 と い う の も,ま ず,プ ロ テ ス タ ン トの 活 動 が 家 庭 内 礼

拝 に と ど ま り,外 部 に 表 現 さ れ な い か ぎ り,社 会 的 な 影 響 が 少 な か っ た か ら で

あ り,ま た,牧 師 を 家 庭 に 招 き う る よ う な 富 裕 な 身 分 の 人 間 に た い し て は,警

察 毛 一 定 の 遠 慮 を し て い た か ら で あ る 。

こ の よ う な 社 会 の 上 位 の 階 層 に 属 す る プ 冨 テ ス タ ン トに と っ て,荒 野 の 教 会

は あ ま り に も 粗 野 な も の に 見 え た 。 教 養 の あ ま り な い 指 導 者 た ち が,無 知 な 農

民 た ち を 集 め て,森 の な か や 岩 か げ で 説 教 し,と も に 聖 歌 を 合 唱 す る と い う信

仰 形 態 は,都 市 の 教 養 あ る プ ロ テ ス タ ン トに と っ て は,む し ろ 軽 蔑 す べ き も の

で あ っ た 。 信 仰 は そ の よ う な 外 的 形 態 を 取 ら ね ば な ら ぬ も の で は な い よ う に,

か れ ら に は 思 わ れ た 。 知 識 階 層 に お い て は,宗 教 信 仰 の 内 面 化 は そ こ ま で 進 ん

で き て い た の で あ る 。 し か も,そ の よ う な 農 民 た ち の 行 動 様 式 は,と もす れ ば

19)以 下 の諸問題 について は,つ ぎの諸 論文 な どが 参考 とな る。Louis.MAZOYER,Essaicritique

surI'histoireduProtestantismealafinduXVIII・siさcle,B,5.H.P.丑,1930.Emile-G.

LEONARD,Economieetreligion.LesProtestantsfransaisanXVIII's五 色cle,Annalesd'His-

toiresociale,t.II,1940.DanielLcou,L,Egliser6for皿6edudesert.Fait6comoniqueet

social,Revued'Histoire;conomiqueetsocial,1954.一DanielLIcovetJ.GARR1SON-ESTEBE,

LgBourgeo三sier6form6e:コontalbanaiseala丘ndePAncienRごgime,Revued'Histoireico-

nomiqueetsociale,1955.YvesKRUMENACKER,AttitudesprotestantesenBas-Angoumois

dens1旦deuxiさmemoiti6duXVIII●sic6cle=soci6t6,d6mographie,religion,B.5,H.P,丑,

1983.L呂uraMaslowARMAND,LaBourgeoisieprotestante,larAvolutionetlemouvement

ded6christi8nis飢ion盈1aRochelle,Revued'histoireinoderneet`o撹o叛pθ74伽 θ,1984.
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反 乱 的 気分 を醸成 しが ち であ り,し たが って,当 局 の警 戒心 を強 めが ちで あ っ

た 。要 す るに,都 市 の上 層階 級 の プ ロテス タ ン トに とって は,荒 野 の 集会 はむ

し ろ有 害 な ものに 見 えた の で あ る。

さ らにい え ぼ,都 市 の上 層 の プ ロテス タ ン トた ちの信仰 心 そ の もの の希 薄 化

を指 摘 す るほ うが重 要 で あ るか もしれ ない。 かれ らの多 くは,近 代的 個 人 意識

の確 立 に伴 ってそ の信 仰心 を 内面 化 した とい うよ りも,む しろ,い わ ゆ る啓 蒙

思 想の 人 間主 義 を無反 省 に受 けい れ るこ とに よって,宗 教 信 仰 その もの を脆 弱

化 して い た の であ る。 迫害 が弱 ま り,プ ロテ ス タ ン トの経 済 活 動 が活 発 化 す る

に つれ て,ブ ル ジ ョワの信 仰 心 は 必然 的 に世 俗 化 せ ざ る をえ なか った。 信 仰 は,

一 つの 習慣 ,一 つ のエ ー トス と化 してい か ざ る をえ ない。 それ は,も はや,生

命 を賭 して保 持す べ き信念 では な か った 。 じっ さい,上 層 の プ ロテ ス タ ン トの

なか に は,自 分 の市 民 的権 利 を確 保 す るた め に,外 部 か ら強制 され るこ と な し

に,カ トリッ クに よ る洗 礼や 結婚 を臨 め らわ なか った人 々 もい た の で あ る。 も

ち ろん,カ トリ ックの.司祭 の 側 も,か れ らが プPテ ス タ ソ トで あ る こ とを百 も

承 知 で これ らの秘 蹟 を と り行 って いた の で あ る。

他方,荒 野 の集 会 に参加 す る農 民 た ちに とっては,当 然 の こ とに,都 市 の豊

か な プ ロテ ス タ ン トた ちは堕 落 した信者 と して映 じざ る をえ なか った 。 か れ ら

に とって,信 仰 とは,内 的 で あ るばか りで な く,ま た 外的 に も表 出 され るべ き

もので あ った 。 同 じ信 仰 の もの た ちが 相 い集 ま り,説 教 を聞 き,聖 書 を読 み,

と もに聖 歌 を歌 うとこ ろ に こそ,真 の信 仰 生 活 が存在 した ので あ る。 この 信仰

共 同体 を離 れ ては,信 仰 は もは や 消滅 を運 命 づ け られ て い た。 かれ らに と って,

家 庭 内 礼拝 で満足 す る もの た ちは,信 仰 の薄 い人間,あ るいば信 仰 を失 い か け

た人 間 で あ る と考 え られ た。 ま して,カ トリッ クにた い して ます ます 妥 協 的態

度 を強 め て い る都 市 の ブル ジ ョワの プ ロテ ス タ ン トた ちは,い か が わ しい 存在

以 外 の な に もので もなか った 。

じっ さい,都 市 の ブ ル ジ ョワの プ ロテ ス タ ン トた ちは,す で に 自分 た ちの 息

子 をけ っ して 牧 師 に しょ うとは考 えな くな って いた 。 それ はあ ま りに も危 険 な
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職 業 だ ったか らで あ り,そ こか ら獲得 で き る ものは な に もなか ったか らで あ る。

そ こで は,宗 教 信 仰 に とって不 可 欠 の随 伴物 で あ るべ きは ず の献 身 の精 神、 あ

るいは 殉 教 の精 神 は す で に消失 して い た。

と ころが,す で に述べ た よ うに,農 村 の ほ うでは,牧 師 が決 定 的 に不 足 して

い た の で あ る。 牧 師 の不 足 が,プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの再建 に と って の最 大 の

障害 で あ る と さえ考 え られ て い た。 じ じつ,牧 師の 多 くは す で に下層 民 の 出身

者 で あ り,そ のゆ え に,理 想 的 な牧 師 と呼ばれ るには ほ ど遠 い人 間 も混 じって

いた。 も し,ブ ル ジ ョワの教 養 あ る子 弟 が牧 師 を志 願す れ ば,そ の資 格 を獲 得

す るの は きわ め て容 易 で あ った だ ろ う。 信 仰 は厚 か った と して も,基 礎的 教 養

に欠 け て い る農 民 の息子 を と もか くも一.人前 の 牧 師 に仕上 げ るの は容 易 な こ と

で は なか った。 あ るい は不 可能 で さえ あ った。 この点 にお い て も,農 村 の プ ロ

テ ス タ ン トた ちが,都 市 の富裕 な プ ロテ ス タ ン トた ちにた い して抱 い た反 感 の

理 由 の一 つ が見 いだ され る。

と ころが,さ らに,プ ロテス タン トの地 方宗 務 会議 お よび全 国宗務 会 議 が,

もはや 軍 隊 の急 襲 を受 け る ことの ない安 全 な会 議 とな るや い なや,上 層 の プ ロ

テ ス タ ン トた ちはふ た た び そ こ に出席す るよ うに な る。か れ らの主要 な 目的 は.

プ ロテ ス タン ト社 会 の なか で しば ら く失 われ て い た主 導権 を 自分 た ちの手 中 に

取 り戻 す こ とであ った。 この よ うな ブル ジ ョワの プ ロテス タ ン トにたい して,

下 層 の農 民 の プ ロテ ス タ ン トた ちが反 感 と軽 蔑 の念 を抱 い た と して も至極 当 然

で あ ろ う。上 層 の プ ロテ ス タ ン トに と って も,も っ と も大 切 な こ とはす で に宗

教 信 仰 で は な か った の だ とい って もよか ろ う。 この よ うに して,プ 目テ ス タ ソ

テ ィズ ムは,そ の指 導者 とな るべ き人 々 の手 中 にお い て,ま す ます そ の宗 教 性

を喪失 して い った の で あ る。

もっ と も,18世 紀 そ の ものが,一 般 的 に,信 仰 の衰 退 の時代 で あ った とす る

な らば,信 仰 の希 薄 化 を上 層 階級 だ け にお いて指 摘 す る こ とは正 確 さを欠 く こ

とに なるだ ろ う。 す で に、..1768年,南 フ ランス の マ リー とい う一 人 の女 は,荒

野 の教 会 にお い て結 婚 しなが ら,別 の 男 に惹 かれ た た め に,棄 教 して,カ トリ
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ックに改 宗 し,裁 判 所 に訴 え て最初 の結婚 の無 効 を宣 言 して も らい,そ して,

新 しい 男 と結 婚す る とい う望 み を易 々 と果 た した の で あ る。

じっ さい,プ ロテス タ ン トへ の迫 害 が ほ とん どな くな り,そ して ,プ ロテ ス

タ ンテ ィズ ムが そ の宗教 性 を徐 々 に喪失 して ゆ き,た ん な る ひ とつ の モ ラル と

して の性 格 を帯 び るにす ぎな くな るにつ れ て2。〕,プ ロテス タ ン トの な か には ,

絶 望 の あ ま り,カ トリックへ 改宗 す る もの さ え現れ るほ どであ った。

また.ブ ル ジ ョワ階層 と農 民階 層 との あい だ には,プ ロテス タ ン テ ィズ ムの

再建 方 法 として,戦 闘 的 手段 を とるか平和 的 手 段 を とるか とい う点 にか ん して

は,む ろん,も はや 問 題 は なか った が,政 府 にた い して まず 第 一 に な に を要 求

す るか につ い て は,決 定 的 な対 立 が あ った。 ブル ジ ョワll皆級 に属 す る プ ロテ ス

タ ン トに とって,と りわ け大 切 な のは,確 立 され て い な い戸籍(etatcivil)を

再建 し,そ の財 産 の譲 渡 や相 続 にお け る障害 を除去 す る こ とで あ り,ま た,宗

教 に よ る職 業 制 限 を撤 廃 す る こ とで あ った21)。 換 言 す れ ぼ,一 社 会 内 にお い て,

十 全 な意 味 の一市 民 と な るこ とで あ り,一 国家 内 にお い て,十 全 な意 味 の 一公

民 とな るこ とで あ った。 この要 求 の うち には,報 よや宗 教的 要 素 は きわ め て希

薄,あ るい は不在 とい って もよい で あ ろ う。

これ にた い して,下 層 階級 に属 す る プ ロテス タ ン トは,そ う した 市 民 的 政 治

的 要 求 よ りもむ しろ,純 粋 な宗教 的要 求 を強 く抱 き,公 的 礼 拝 の復 活 と教 会 の

再建 をな に よ りも切 望 してい た。 かれ らに と って は,ブ ル ジ ョワた ちの要 求が

実 現 した と して も,た い した利 益 を もた らす よ うに は見 えな か った 。職 業 制 限

な どに ほ とん ど利 害 関心 の な い旧貴 族 た ちの一部 も農 民 の側 に立 って い た。 こ

の対 立 は,や が て,1787年 の 「寛 容 令」 の公 布 とそれ へ の反応 にお いて も顕著

に示 され る ことを,わ れわ れ はみ るで あ ろ う。

2の この問 題は,当 然 なが ら,の ちに詳 しい論考 の対象 とな るべ き主 題で ある
。

.21)も っと も,南 ツラ ソスに おいて は,プ ロテス タ ン トの住 民が 多数 派 をな して い る うえに
,「 ソー

ン ト勅令廃 止勅令」 自身 が 「プ 目テス タン トは存在 しな い」 とい う大前 提 の うえに立
ってい たの

で,プ ロテス タ ン トが公 然 と市政 職 な どに就 いて いる とい う逆 説的 状況 が生 まれ ていた
。
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政府の態度の変化

1702年 か らユ709年 に至 る カ ミザ ール戦 争の あ と,プ ロテス タ ン トにた いす る

政 府 の態 度 が軟 化 し始 め た こ とにつ い て は,す で に言及 した が,も ちろ ん,こ

の軟 化 は一直 線 に進 ん で い った わけ で ば な く,諸 々 の事 情 に支配 され て,弾 圧

の強 化 と弛 緩 とが 断続 的 に継 起 して い た。 しか し,18世 紀 の 中葉 を境 と して,

政 府 の態 度 は決 定 的 に軟 化 し始 め る。 もち ろん,こ れ は,プ ロテス タ ン トにた

いす る一般 世論 の大 きい変 化 に対 応 して い る。 そ の変 化 とは ,一 言 で い えば,

プ コテ ス タ ン ト問題 にた いす る一 般:大衆 の無 関 心 で あ る。

プ 戸テ ス タ ン トの牧 師 で あ るが ゆ え に,ロ シ ニ ッ トほ1662年 に処 刑 され たが,

牧 師 の処 刑 は これ が最 後 で あ った。 あ の カ ラス事 件 は1762年 に起 こった が,こ

の事 件 は,む しろ,一 般 的 な寛容 の雰 囲気 の な か で,カ トリ ックの非 寛容 あ る

い は狂 言 が,例 外 的 に強 く表 現 され た場 合 で あ る とさえ いわ れ てい る。 そ して,

じ っさい,3年 の ちの1765年 には カ ラス の名 誉 は 回 復 され て い た。 プ ロテ ス タ

ン トが ガ レー船 徒刑 の 宣告 を受 け るの もユ762年 が 最後 で あ る。 それ 以前 の1759

年 に は,プ ロテ ス タ ン トの士 官 に与 え るべ き特 別 の勲 章 が制 定 され て いた 。 と

い うの も それ ま での勲 章 はす べ て,た とえば,サ ン ・ミ ッシ ニル勲 章 の よ う

に,カ トリ ック信 仰 と関 係 す る もので あ った か らで あ る。 この事実 は,軍 隊 内

にお い て も プ ロテ ス タ ン トた ちが公 然 と活 躍 してい た こ とを物 語 って い る。

い うまで もな く,カ ラ スの た め に精 力的 に論 陣 を張 った ヴ ォル テ ール の 『寛 容

論』 が出 版 され,世 論 に大 きい影 響 を及 ぼす のは,ユ763年 の こ とで あ る。ユ766

年以 降 にな る と,パ ル ル マ ン もプPテ ス タ ン トの結 婚 の有 効 性 を承 認 しな い こ

とが公 序 良俗 に反 す る有 害 な帰 結 を生 む こ とを認 め ざ る をえ な くな る。 カ ラス

に有罪 判 決 を下 した の は,ト ゥール ーズ のパ ル ル マ ソの刑 事部 で あ った が ,そ

の同 じパル ル マ ンの民 事部 は プ にテ ス タ ン トの結婚 の有 効性 を承 認 せ ざる を え

なか った 。 プ ロテス タ ソ ドの 入 獄 者(女 性)が コンス タ ンス監 獄 か らす べ て解

放 され るの は1768年 で あ り,ガ レー船 徒刑 囚(男 性)が すべ て解 放 され るの は,
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ル イ16世 の時代 に な ってか らの1775年 で あ る。 そ して ,政 府 の関心 自体 も,寛 容

の精 神 や 良心 の 自由 な どへ の配 慮 に た い してよ り も,財 産 制度 や社 会秩 序 な ど

の社 会 的 政治 的 経済 的配 慮 に た い して い っそ う重 点 を置 くよ うに な って い った。

では,政 府 の側 の態 度 は なぜ 迫害 か ら寛容 へ と変 化 した の で あ ろ うか。 もち

ろん,い わ ゆ る啓 蒙 思 潮 の進 展 が あ り,国 内 にお け る宗教 的統 一 の重 要 性 の意

義 が 以 前 ほ ど重視 され な くな り,そ れ に代 わ って,国 内の平 和維 持 の ほ うが 重

大 だ と考 え られ る よ うに な った か らであ るが,他 方 では,い か な る暴 力 的手 段

を用 い た と して も異端 を撲滅 しえない とす れ ば,こ の一 派 を地下 に追 い つ め て,

そ の勢 力 の暴発 の危 険 に絶 えず 怯 え るよ り も,む しろ,か れ らの存在 を公 的 に

認 知 した ほ うが.か れ らの動 向 を監督 し統 御 しや す い こ.とは 明 らか で あ るか ら

で あ る。荒 野 の集 会 よ りも市 中の 礼拝 のほ うが,ま た,「 予言 者」 た ちの隠 さ

れ た奇 怪 な行 動 よ りも,牧 師 の公的 活 動 の ほ うが,政 府 に と って安 心 で きる も

の で あ った こ とは い うまで もない。

それ に,す でに,プ ロテ ス タ ン トが 武 力 を用 い て政府 に反 抗 し,公 共 の 平和

を乱 す か も知 れ な い とい う懸 念 は完 全 に消 失 して いた 。 プ 巨テス タ ン トの指導

者 た ち は,機 会 あ る ごとに,国 王へ の忠誠 を表 明 し,プ ロテス タ ン トの民 衆 に

向 か って は,平 和 と服 従 を呼 び かけ て いた。 そ して,先 走 って い って しま えば,

カ トリッ クに お け る と同様 に,プ ロテ ス タ ン トにお いて も,日 常 生 活 にお け る

宗教 の地 位 は一 般 的 に低 下 して いた の であ る。

こ う した事 態 の なか で,18世 紀 フ ラ ンス の プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの最 後 の指

導 者 と して,ラ ボ ー ・サ ン ・テチ ニ ン ヌが登 場 す る。

ラボ ー ・サ ン ・テチ エ ンヌの時 代 へ

ア ン トワン ヌ ・クール が,ロ ーザ ンヌにお い て,プ ロテ ス タ ン トの指 導者 の

養 成 に専念 し始 め てか ら20年 後 の1750年1月,一 人 の牧 師 の7歳 の子 供 が送 ら

え て きた。 か れ の名 は ジ ャン ・ポ ール ・ラボ ーであ り,そ の2年 後 には そ の二

人 の弟 も兄 に合流 した。 かれ らの父 は ポ ール ・ラボ ーで あ り,ニ ー ム では もつ
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と も著名 な牧 師 で あ り,ア ン トワ ソヌ6ク ール と も密 接 な交流 が あ った22⊃。 ポ

ール ・ラボ ーは ,奇 妙 な こ とに,そ の地 の地方 監 察官 で あ るル ナ ンと も交 友 が

あ り,さ らに奇 妙 な こ とは,二 一ム の司教 であ るベ ク ド リエ ー ヴル に も厚 く尊

敬 され て い た。 南部 フ ランス では.カ トリック とプ ロテ ス タ ン トとの融 和 は,

あ る側面 にお い ては,こ の程 度 にま で達 してい た ので あ る。 ポ ール ・ラボ ーの

妻 も名 家 の 出身 で あ り,そ のゆ えに,そ の夫 が プ ロテ ス タ γ トと して危 険 な状

況 に 陥 った とき,幾 度 もか れ を救 った こ とが あ った。 ポ ール ・ラ ボー の家 は 牧

師 た ちの避 難所 に な って い た とさ えい われ て い る。 この事 実 は,プ ロテ ス タ ン

トの上 層 階 級 が カ トリ ックの上 層 階級 との 同質 性 を示 し始 め た こ とを表 して い

る とい って もよい だ ろ う。 それ は同 時 に,カ トリ ヅク信 仰 とは異 な る もの と し

て の プ ロテ ス タ ン ト信仰 を どこまで も堅 持 しよ う とす る下 層階 級 と,他 方,い

わ ゆ る啓 蒙 思 潮 に身 を任 せ てガ プFテ ス タ ン ト信 仰 を一 つ の モ ラル に解消 す る

こ と に よ って,プ ロテ ス タ ン ト信 仰 の 異質 性 を極 小化 して しま った指 導階 級 と

のあ い だ の距 離 が小 さ くは な い こ とを も示 して い る。

ポ ール ・ラボ ーの3人 の 息子 た ちは,ラ ボ ー とい う名 前 の ゆ えに襲 って くる

で あ ろ う危 険 を回避 す るた め に,ま もな く,そ れ ぞれ,サ ソ ・テ チエ ンヌ,ポ

ミエ,デ ュ ピュ イ と名乗 る こ とに な る。 これ らの名 前 は,す べ て フ ラ ンスの歴

史 の な か に記 され てい るが,と りわ け,長 男 の ラボー ・サ ン ・テ チエ ソ ヌは,

プ 巨テ ス タ ン トの政 治家 と して,フ ラ ンス革命 期 を通 して,も っ と も著名 な活

躍 をなす で あ ろ う。 かれ こそ,ア ン トワ ンヌ ・クール の あ とをつ いで,フ ラ ン

スの プ ロテス タ ン トの市 民 的権 利 の回 復 に もっ と も貢 献 した 人物 で あ る28)。

22)ポ ー ル ・ ラ ボ ー が ア ン トワ ン ア ・ ク ー ル に 宛 て た 多 くの 手 紙 は,つ ぎ の2巻 に ま と め ら れ て い

る 。A,PICHERAL-DARDIER(6d.),PaulRabaut・Seslettres4AntoineCourt(1739噂 ユ755)・

2vol.,Paris,s.d.(1884).ラ ボ ー の 伝 記 と し て は,CamilleRABAUD,PaulRabaut,Paris,

1921.ラ ボ ー 一 家 を 扱 っ た も の と し て は,LesRabaut,dudesertalaRevolution<Colloque

deNimes>.PressesduLanguedoc.1988.

23)ラ ポ ー ・サ ン ・テ チ ェ ン ア の 伝 記 と し て は,RobertMIRABAUD,Rabaut-54翻 一Etienne,

Paris,1930.が あ り,新 し い も の で は,Andr6DuPoNT,RabautSaint-Etienne,Strasbourg,

1946.Nouv.6d.,Gen6ve,1988.が あ る が,こ れ ら は,い ま だ 「頌 辞 」 で あ っ て 、 「研 究 」 で は

な い 。
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ラボ ー ・サ ン ・テチ エ ン ヌは,1750年 以 降 継続 して ローザ ン ヌに滞在 し続 け

た わけ で は なか った が,1764年,そ の地 のア カデ ミーで の試験 に合格 し,牧 師

の 資格 を取 得 した 。 これ 以降,か れ は牧 師 と して の活 動 を始 め るが ,か れ が い

か に活 躍 した か,ま た その活 動 を支 え る思 想 の総 体 は い か な る もの で あ った か

を論 じるこ とは,こ こで は適 切 では あ る まい。 その 作業 の た め には ,独 立 した

別 の論 考 が 必要 であ り,1787年 の い わゆ る 「寛容 令 」 の公 布 や フ ラ ンス 革命 と

の関 連 にお いて論 じるべ きで あ る。 た だ ここでは ,次 の諸 点 の み を記 して お こ

う。 す なわ ち,か れ は,宗 教 的寛 容 あ るいは宗 教 的 自由の た め の多 くの文 書 を

書 い た こ 乙 当時 華 々 しい展 開 を見せ て いた いわ ゆ る啓 蒙思 想 を受 け入 れ るに

至 った こと,ラ フ ァイニ ッ トや マルゼ ル ブな どの,プ ロテ ス タ ン トに好 意 を持

つ 有 力 者 た ち と密接 な接 触 を持 つ よ うに な った こ と,1785年12月 には つ い にパ

リにお 臨む き,い わば プ ロテス タ ン トた ちの代 表 者 と して ,あ の,い わ ゆ る

「寛容 令」 の公 布 に尽 力 した こ と.国 民 議会 で華 々 し ぐ活 躍 した こ と,そ の活

躍 に よ り,1790年 には 議長 に選 出 され て い る こ と,国 王 の裁 判 に お いて は,そ

の処 刑 に反 対 した こ と,そ して,1793年12月5日,ジ ロ ン ド派 と して処 刑 され

て い る こ と,な どであ る.。

われ われ は,以 上 を もって,18世 紀 の フ ラ ンス にお け る プ ロテス タ ンテ ィズ

ムの概 略 の素 描 を一 応 終 え る ことにす る。 した が って,わ れ われ の仕 事 の準 備

作業 は,本 稿 を含 めて,7回 にわ た って,断 片的 に発 表 して きた 史 的略 述 を も

って,一 応 完 了 した こ と とせ ざ るを えな い24)。 つ ぎに なす べ き こ とは ,フ ラン

ス革 命 の直 前 の1787年 に公 布 され た いわ ゆ る 「寛容 令」 が ,い か に して公 布 さ

れ,い か に受 容 され た か,そ して この勅令 の意義 は なん で あ った か を解 明す る

こ とであ る。'

24)わ れわれ は,プ ロテス タ ン トの亡命者 の活動 には ほ とん ど言及 しな か った。 この問題 も無視 す
べ きで はな く,し たが って,い っ か,機 会 を とらえて,取 り上 げた い と考 える。


