
第5回 日文 研 フ オ ー ラ ム

■

日本 陽 明 学 の 一 断 面
一大塩平八郎研究の問題点一

SomeProblemsintheStudiesofOshioHeihachir�

■

宋 彙七
SongWhi-chil

国際 日本文化研究 セ ンター



ゆ
9



日

文

研

フ

ォ

ー

ラ

ム

は

、

国

際

日

本

文

化

研

究

セ

ン

タ

ー

の

創

設

に

あ

た

り

、

一
九

八

七

年

に

開

設

さ

れ

た

事

業

の

一
つ
で
あ

り

ま
す

。

そ

の
主

な

目
的

は

海

外

の
日

本

研

究

者

と

日
本

の
研

究

者

と

の
交

流

を

促

進

す

る

こ
と

に

あ

り

ま

す

。

研

究

と

い

う

人

間

の
営

み

は

、

フ

ォ

ー

マ
ル

な

活

動

の

み

で

成

り
立

っ
て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

た

ま

た

ま

顔

を
出

し

た
会

や

、

お

茶

を
飲

み
な

が

ら

の
議

論

や

情

報

交

換

な

ど

が

貴

重

な

契

機

に

な

る

こ
と

が

し

ば

し
ば

あ

り

ま

す

。

こ

の

フ

ォ
ー

ラ

ム
は

そ

の

よ

う

な

契

機

を

生

み
出

す

こ
と

を

願

い
、

様

々
な

研

究

者

が

自

由

な

テ

ー

マ

で
話

が

出

来

る

よ

う

に

、

文

字

ど

お

り

イ

ン

フ

ォ
ー

マ

ル

な

「
広

場

」

を
提

供

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

す

。

こ

の

フ

ォ

ー

ラ

ム

の
報

告

書

の
公

刊

を

機

と

し

て
、

皆

様

の
日

文

研

フ

ォ

ー

ラ

ム

へ

の
ご

理

解

が
深

ま

り

ま

す

こ
と

を

祈

念

い
た

し

て

お

り

ま

す

。

国
際

日

本

文

化

研

究

セ

ン
タ

ー

所

長

梅

原

猛
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は
じ

め

に

大

塩
平

八

郎

研
究

の
問

題

点

は

、

一
言

で

い
う

と

、
大

塩

の
思

想

と

そ

の
行

動

が
別

々
に
論

じ

ら

れ

て
き

た
と

い
う

と

こ
ろ

に
あ

り
ま
す

。
要

す

る

に
大
塩

は
思

想

家
と

し

て
的

確

に
評

価

さ

れ

て
な

い

と
思

い
ま

す

の

で
、

そ

の
思
想

が
彼

の
起

こ
し

た
乱

と
ど

う

い
う

ふ
う

に
結
ば

れ

て

い
る

か

と

い
う

点

に
ポ

イ

ン
ト

を
合

せ

て
話
し

た

い
と
思

い
ま

す

。
彼

の
思

想

体
系

は

い
ろ

ん

な
方

が
詳

し

い
論
理

的
な

分
析

を
し

て
来

ま

し

て
、
例

え

ば
最

近

「
日
本

思

想

史

研

究

」

に

発

表

し

て

い
る
荻

生
茂

博

さ
ん

の
論
文

は

、

大
塩

の
思
想

が

陽
明

学

だ
と

い
う

の
は

相

当

の
問

題

が
あ

り
、
却

っ
て
明

時
代

の
東

林
学

派

の
流

れ
を
継

承

し

て
い

る

と
論

じ

て
い
ま

す

。

そ

う

し

た
思

想

の
分

析

は

、

あ

る
意

味

で
は
大
塩

平

八
郎

が
考

え

た

以

上

に
彼

の
思
想

を

体

系

化

し

て

い

る
か

も
知

れ

ま

せ

ん

が

、
そ

れ

が
彼

の
行
動

と

ど

う

い
う

ふ

う

に
結

ば

れ

て

い
る

か

と

い

う

点

に

つ
い

て
は
ま

だ

ま

だ
と

い
う
感

じ

で
す

。
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精

神

分
析

学
的

理
論

の
適

用
問

題

大

塩

と

い
う
人

間

と

大
塩

の
乱

に
関

す

る

多

様
な

視

点

と
し

て
、

こ
れ
ま

で

の
論

争

点

を

列

挙

し
ま

す

と

、

一
番

に

「
大
塩

は
精

神
病

の
犠

牲
者

で
あ

っ
た
」

と

い
う
半

谷

二
郎

氏

の
書

い

た

『
大

塩

平

八
郎

、
そ

の
性
格

と

状

況

』
が

挙

げ

ら
れ

ま

す

。

こ

の
方

は
も

と

も

と
精

神

病

理



学

者

な

ん

で

す

け

ど

、

所

謂

フ

ロ

イ

ト
心

理

学

を

応

用

し

て

、

大

塩

と

い

う

人

を

精

神

的

な

病

気

の
犠

牲

者

で

あ

っ
た

と

書

い

て

お

り

ま

す

。

一
九

五

〇

年

代

後

半

か

ら

、

ア

メ

リ

カ

で

は

フ

ロ
イ

ト

心

理

学

を

応

用

し

て

い

ろ

ん

な

学

問

的

な

成

果

が

あ

っ
た

ん

で

す

け

ど

、

最

近

で

は

政

治

心

理

・
歴

史

心

理

・
経

済

心

理

と

い

っ
た

い

ろ

ん

な

形

で
心

理

学

が

人

文

社

会

科

学

研

究

の

方

法

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

ま

す

。

例

え

ば

エ
リ

ク

ソ

ン
と

い

う

入

は

一
九

五

八

年

ご

ろ

、

宗

教

改

革

者

と

し

て
有

名

な

マ

ル

チ

ン

・
ル

タ

ー

の

こ
と

を

分

析

し

て

、

ル

タ

ー

は

信

念

を

持

っ

て

一
生

を

宗

教

改

革

に

さ

さ

げ

た

英

雄

で

は

な

く

、

小

さ

い
時

に

お

父

さ

ん

が

凄

く

乱

暴

な

入

で

、

ち

ょ

っ
と

し

た

こ

と

で

自

分

を

ぶ

っ
た

り

蹴

っ
た

り

す

る

の

で

、

そ

の

抑

圧

さ

れ

た

心

理

が

深

く

暗

い

意

識

と

し

て

残

り

、

そ

れ

が

特

定

の

歴

史

的

な

状

況

に

ぶ

つ
か

っ
て

暴

発

し

英

雄

に

な

っ
た

と

。

も

し

違

っ
た

状

況

な

ら

反

逆

者

に

も

な

り

得

た

と

い

う

、

そ

う

い

う

立

場

で

『
ヨ

ン
メ

ン

・
ル

ー

.夕

』

と

い

う

本

を

書

い

た

の

で
す

。

そ

れ

で

凄

い

人

気

者

に

な

っ

て

、

著

作

大

賞

を

受

け

た

ん

で

す

が

、

そ

の

後

、

今

度

は

イ

ン

ド

の

マ

ハ
ト

マ

・
ガ

ン

デ

ィ

の

こ

と

を

、

や

っ
ぱ

り

精

神

病

理

学

的

な

分

析

の
仕

方

で

書

い

て

、

ま

た

著

作

大

賞

を

貰

い
ま

す

。

そ

し

て

次

に

は

ア

メ

リ

カ

の

四

大

大

統

領

の

一
人

と

し

て

あ

げ

ら

れ

て

い

る

ト

ー

マ

ス

・
ジ

ェ

フ

ァ
ー

ソ

ン

の

一
生

を

同

じ

方

法

で

研

究

し

よ

う

と

し

た

の

で

す

が

、

ト

ー

マ

ス

・
ジ

ェ
フ

ァ

ー

ソ

ン

・
フ

ァ
ヴ

ン

デ

ー

シ

ョ

ン

で

そ

れ

を

聞

い

て

、

そ

れ

は

困

る

と

思

っ
た

の

で

し

ょ
う

、

そ

こ

で
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エ

リ

ク

ソ

ン

に

研

究

費

を

あ

げ

な

が

ら

、

ト

ー

マ

ス

・
ジ

ェ
フ

ァ

ー

ソ

ン

の

パ

ー

ソ

ナ

リ

テ

ィ

を

精

神

病

理

学

的

に
研

究

す

る

こ

と

を

牽

制

し

た

の

で

す

。

そ

の

効

果

が

あ

っ
た

の

か

、

本

が

出

た

時

に

は

ト

ー

マ

ス

・
ジ

ェ
フ

ァ
ー

ソ

ン
と

い

う

名

前

を

題

に

出

て

こ

ず

、

『
ラ

イ

フ

・
ヒ

ス

ー

ト

リ

ー

・
ア

ン

ド

・
ヒ

ス

ト

リ

カ

ル

・
モ

メ

ン

ト

』

と

な

っ

て

い
ま

し

た

。

そ

れ

に

は

賞

は

与

え

ら

れ

な

か

っ
た

の

で

す

が

、

何

故

こ

う

い
う

話

を

す

る

か

と

い
う

と

、

要

す

る

に

経

済

心

理

・
政

治

心

理

・
社

会

心

理

・
歴

史

心

理

と

い
う

の

は

成

り
立

つ
ん

で

し

ょ

う

け

ど

、

思

想

心

理

と

い

う

こ

と

に

な

っ
た

ら

と

て

も

困

る

ん

で
す

。

思

想

家

の

行

動

を

心

理

的

な

刺

激

に
対

す

る

反

応

と

し

て

そ

の

行

動

を

分

析

す

る

と

し

た

ら

、

思

想

そ

の

も

の

が

な

く

な

る

ん

で

す

ね

。

思

想

を

簡

単

に
特

定

な

人

の

パ

ー

ソ

ナ

リ

テ

ィ

の
問

題

と

し

て
分

析

し

た

ら

、

研

究

方

法

と

し

て

は

と

て

も

問

題

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。

と

に

か

く

大

塩

を

完

全

に
精

神

病

者

と

し

て

心

理

学

的

に

分

析

す

る

と

こ

ろ

に

は

方

法

論

と

し

て

、

ま

ず

問

題

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。
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思
想

と
乱

は
関

係

が

な

い
と

い
う
立

場

二
番
目

に

、
徳
富

蘇

峰

は
五
十

冊

の
長

い

『
大

日
本

国

民
史

』

の
中

で
、
大

塩

平

八

郎

に

つ

い

て
約

二
五

〇

ペ
ー
ジ

ぐ
ら

い
書

い

て
ま
す

け
れ

ど
も

、

そ

こ
で
蘇

峰

は
大

塩

の
乱

が

彼

の
性

格

・
病
気

・
状

況

の
産

物

で
あ

っ
た
と

述

べ

て
い
ま
す

。

ま
ず

私

も

感

じ

た

ん

で
す

け

ど

、
大



塩

平

八
郎

に

は
間

違

い

な

く
潔

癖
性

が

あ

る

。

あ

る
意

味

で
大
塩

は

、

二
ー

チ

ェ
が

言

っ
て
る

ア
ポ

ロ
的

な
合

理

的

な

パ
ー

ソ
ナ
リ

テ
ィ
と

い
う

よ

り
は

、
デ

ィ

オ

ニ
ソ

ス
的

な

パ
ト

ス
的

な

パ

ー

ソ
ナ
リ

テ

ィ
を
持

っ
て
い
る

人

で
あ

っ
た

と
言

え

ま

す

。
し

か

し

、

そ

の
性
格

に

よ

っ
て

偶

発

的

に
乱

を
起

こ
し

た

と

い
う

の
は

、
そ

れ

は
あ

ま

り

に
も

簡

単

な
見

方

じ

ゃ
な

い

か
と

思

い

ま

す
。

そ

れ

に
蘇

峰

も
大

塩

に
は
気

違

い

の
病
気

が

あ

っ
た
と

い
う

ふ
う

に
言

っ
て

い
る
し

、

さ

ら

に
加

え

て
彼

の
起

こ
し

た
乱

は

、
状

況

の
産
物

で
あ

っ
た
と

言

う

の
で
す

。
大

塩

が

三
十

七

か

八
歳

頃

、
寄

力

と

し

て
も
学

者

と

し

て
も

随
分

評

判

が
高

く

、

江
戸

幕

府

ま

で
そ

の
名

前

が

知

ら
れ

て

い
ま

し
た

。

そ

し

て
丁

度

そ

の
頃

、
大

坂

東

町
奉

行

で
大
塩

を

深

く
信

頼

し

た
矢

部

さ

ん
が

江

戸

幕
府

に
転

職

さ
れ

た

の

で
、
大

塩

が
江

戸

幕
府

の
高

い
ポ

ジ

シ

ョ
ン
に

栄
転

す

る

だ

ろ

う
と

い
う
噂

が

あ

っ
た

よ
う

で
す

。

と

こ
ろ

が
結

局

そ
れ

が
噂

に
終

わ

っ
て
、

そ

の
後

老

中

水
野

忠

邦

の
弟

で
あ

る
跡
部

と

い
う
人

が
東

町
奉

行

と

し

て
来

て
か

ら

は

、
大
塩

の
江

戸

幕

府

の
官

吏

に
な

る
期

待

が

完
全

に
断

た

れ

た

の

で
す
。

大
塩

は

そ
れ

に
腹

を

立

て

て
乱

を
起

こ

し

た
、

と
蘇

峰

は
言

う

の

で
す

。
勿

論

、

蘇
峰

も
大

塩

の
思
想

を
高

く

評
価

し

ま

す

け

れ

ど

も

、

そ

の
思

想

と

乱

は
全

く
関

係

が
な

い
ん

だ

と

い
う
立

場

を

と

っ
て
お

り

ま
す

。
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民
権

運
動
家
と
し

て
評
価
す
る
立
場



三
番

目

の
大

塩

像

は

民
権

運

動

の
先

駆

者

で
あ

っ
た

と

い
う

、

明
治

初

期

の
自

由

民

権

運

動

の

人
達

の
説

で
す

。
し

か

し
当

時

の
自

由

民

権

運
動

は

士
族

民

権

運
動

だ

と

い
う
非

難

も

あ

り

ま

し

て
、
少

な

く
と

も

初

め

の
頃

は
、
本

当

の
意
味

で

の
自

由

民

権

思
想

を

持

っ
て

い

た
と

塾

え

な

い
で
す

ね

。
明

治

十

四

、
五

年

頃

に
な

っ
て
、
中

江

兆
民

ら

が

民
主

主

義

的

な
理

論

で
武

装

し

て
い
く

ん

で
す

け

ど

、
初

め

は
民
主

主

義

と

は
何

か

と

い
う

こ
と

も
分

か

ら

な

く

て
、
例

え

ば

「
民

撰

議

員
建

白

書

」

に
は

「
士
族

」

と

「
金
持

ち

の
豪

農

・
豪

商

」
だ

け

が
選

挙
権

を

持

つ
べ
き
だ

と

書

い
て

い

る
と

こ
ろ
が

あ

る

く
ら

い

で
す

。
そ
し

て
、
自
由

民

権

運
動

の

「
先

駆

者

」
と

い
う

こ
と

に

な

り
ま

す

と

、
大
塩

平
八

郎

は
プ

ロ
幕
府

の
人

物

で
あ

っ
た

か

、

ア

ン

テ

ィ
幕

府

の
人

物

で
あ

っ
た
か

と

い
う
論
点

に
ま
き

こ
ま
れ

る

ん

で
す
が

、

私

は
飽

く

ま

で
も

大

塩

は
幕

府

の
官

吏

で
あ

り

、
封

建
主

義

体

制

の
中

で

の
、
改
革

主
義

者

で
あ

っ
た
と

思

い
ま

す

。

だ
か

ら

、
政

治

闘

争

で
権

力

を

と

ろ
う

と

い
う

民

権
運

動

と

、

檄
文

で

「
わ

れ
わ

れ

は
絶

対

権

力
を

と

る
た

め

に
乱

を
起

こ
す

も

の

で

は
な

い
」
と

は

っ
き

り
意
思

表

明

を

し

て

い
る
大

塩

と

は

、
直

接

的

な
共

通

性

は

な

い
と
私

は
思

い
ま
す

。
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プ

ロ
レ
タ
リ

ァ
階

級

の
闘

士

で
あ

っ
た
と

い
う
立

場

四
番

目

に
、
大

塩

の
乱

は
最

初

の
偉

大

な

る
プ

ロ
レ
タ

リ

ァ
階

級
闘

争

で
あ

っ
た
と

い
う
見



方

で
す

。

大

塩
が

面

白

い

の
は
、

左
翼

か

ら

も
右

翼

か

ら

も
自

分

達

の
先

駆

的

な
思

想

家

で
あ

っ
た
と

言

わ

れ

る

こ
と

で
、

そ
う

い
う
面

で

は
ほ

ん
と

に
偉

い
と

思

い
ま
す

け

れ

ど
も

、
ど

う

も

プ

ロ
レ
タ

リ

ァ
階

級

闘
争

と

い
う

と

、
大

塩

は
ど

う

見

て
も

プ

ロ
レ
タ

リ

ァ
階
級

で

は
な

い

し

、
大

塩

が

塾

で
教

え

て

い
た
陽

明
学

と

い
う

も

の
は

四
民

平

等

の
無
階

級

論

理

で
、
農

民

や

庶

民

の
子

供

も

、
侍

の
子
供

も

、
誰

で
も

入

れ

て
勉

強

さ

せ

て

い
ま

し

た
か

ら

、
そ
れ

を
プ

ロ

レ
タ

リ

ア
的

な

イ

デ
.オ

ロ
ギ

と
し

て
み

る

の
も

問
題

が

あ

り
ま

す

。

彼

の
乱

に
参

加

し

た
人

の

中

に
は

、
侍

階
級

が

十

二

人

、
農

民

が
十

一
人

、
医

者

が

一
人

、
お

坊

さ

ん

が

一
人

と

い
う

、

そ

の
成

員

か

ら

い

っ
て
も

、
プ

ロ

レ
タ
リ

ァ
闘

争

と

は
言

え

な

い

の

で
す

。

こ
れ

と

は

反
対

に

、
大

塩

は
飽

く

ま

で
も

封

建
体

制

の
支
持

者

で
あ

っ
た

と
す

る

、

岡
本

良

一
さ

ん
と

前

田

一
郎

さ

ん

の
考

え

方

が
あ

り
ま

す

。
要

す

る

に
市

政

を

改
革

し

よ
う

と

す

る

リ

フ

ォ
ー

ミ

ス
ト

で
あ

っ
た
と

い
う

話

で
す

ね
。

特

に
岡

本

良

一
さ

ん

の
本

『
大

塩

平

八

郎

』

は

、

私

は

た

い

へ
ん

ス
タ

ン
ダ

ー
ド
な

本

だ

と
思

い
ま

す

け
れ

ど

も

、

し
か

し
大

塩

の
思
想

で
あ

っ

た

陽
明

学

と

そ

の
乱

を

結

び

つ
け

る
と

こ
ろ

に
は

も

の
足

り
な

い
感

じ

が

し

ま
す

。
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反

封

建
的

な
革

命

家

で
あ

っ
た

と

い

う
立

場

五
番

目

に
、

大
塩

の
乱

の
反
封

建

性

、
革

命

性

を

認

め
る

べ
き

だ
と

い
う

、
佐

野

学

さ

ん

や



羽

仁

五
郎

さ

ん
等

の
、
民

衆

史
グ

ル
ー
プ

の
見

方
が

あ

り
ま
す

。

一
九

五

〇

年
代

後

半

か

ら

六

〇

年

代

ま

で

の
所
謂

民

衆

史

グ

ル

ー
プ

の
大

塩

に
関

す

る
関

心

は

す
ご

く

高

く

て

、
大

塩

の
乱

が

反
封

建

的

で
あ

っ
た

と

か

、
革

命
的

で
あ

っ
た
と

主

張

し
た

の

で
す
が

、

こ
れ

に
対

し

て
大

塩

は
体

制

内

で

の
改

革

主

義
者

だ

っ
た
と

い
う

岡
本

良

一
さ
ん

の
批
判

が

あ

た

っ
て

い

る
、

と

私

は
思

い
ま

す

。
阿

部

真

琴

さ

ん
は

、
岡

本

さ

ん

の
批

判
を

率
直

に
取

入

れ

て
、

「
革

命

性

」

と

い
う
言

葉

を

「
改

革

性

」

と
変

え

て
行

っ
た

の
で
、

こ
の
カ

テ
ゴ

リ

ー

に
入

れ

る

に

は
ち

ょ

っ
と
問

題

が

あ

る

ん

で
す

け

ど

、
と

に
か

く

大
塩

の
乱

を
革

命

だ

っ
た
と

、

そ

れ
も

左

翼

の
立

場

で
見

る
反

体
制

、
反

封

建
的

革

命

だ

っ
た

と

い
う

の

に
は
問
題

が
多

い
と
思

い
ま

す

。

ま
ず

唯

物
史

観

的

な
歴

史

研

究

で
大

塩

の
乱

を

見

た
場

合

、

歴
史

を
物

質

的

な
発

展

過

程

と

し

て
見

ら

れ

る
か

と

い
う
問

題

と

、
大

塩

の
乱

が

そ

の
発

展

の
あ

る
段
階

で
必

然
的

に
お

き

た

革

命

で

あ

っ
た
と

説

明

で
き

る

か

と

い
う

問
題

が
出

て
来

ま

す

。
し

か

し

こ
の
二

つ
、
ど

っ
ち

に
し

て

も

問

題

が

あ

る
と

思

い
ま

す

。
中

国

で
は

、

戦
前

ま

で
気

の
哲
学

を

唯

物
論

に
結

び
付

け

て
、

例

え
ば

張
載

の
太

虚

論

、

あ

る

い
は
気

論

と

か
清

時
代

の
載

震
な

ど
を

、
全

部

併

せ

て
唯
物

論

者

と
し

て
取

り
扱

っ
て
き

た

ん

で
す
け

ど

、

戦
後

は
相

当

違

っ
た
評

価

が
出

て
い
ま

す

。

ま

た
、

チ

ャ

ロ
ト
プ

ス
キ

ー
と

い
う

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

の
人
が

、

日
本

の
徳
川

時

代

の
唯

物

論

者

と

し

て
こ

の
大

塩

平

八
郎

を

あ
げ

て
お

り
ま

す

。
貝
原

益
軒

も

そ

こ

へ
入
れ

て
ま

す

し

、
伊

藤
仁

斎

も
入
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れ

て
お

り
ま

す

。

一
方

、

イ
ギ

リ

ス
の
経
験

主
義

を

マ
ル
ク

ス
主

義

者

た

ち

は
唯

物

論

と

し

て

取

り
扱

っ
て

い
ま

す

が

、

ベ
ー

コ
ン
か

ら

の
流

れ
が
自

然
科

学
を

前
提

に
し

て
研

究

す

る
仕
方

で

す
か

ら

、

そ
れ

に
は

相
当

の
根

拠
が

あ

り

ま

す
。

し

か
し

、
東

洋

の
気

の
哲

学

を

唯

物

論

と

し

て
見

做

そ

う
と

し

た

ら

、
簡

単

じ

ゃ
な

い
ん

で
す

。

陽
明

学

も

大

き

い
流

れ

の
中

で

は
気

の

哲

学

で
す

が

、
あ

の
内

面
的

、
直

観
的

な

思

想
体

系

を

唯
物

論

と

見
做

す

に
は

あ
ま

り

に
も
無

理

が
あ

り
ま

す

。

尊

皇
擾

夷

の
先

駆
者

で
あ

っ
た
と

い
う
立

場

六
番

目

に
、
大

塩

の
乱

は
尊

皇

攘
夷

運
動

の
先

駆
的

イ

ベ

ン
ト

で
あ

っ
た

と

い
う

主

張

が

あ

り

ま
す

。

そ

れ

に
は

ナ
ジ

タ

・
テ

ッ
オ
さ

ん

が

ア
メ
リ

カ

で
英
語

で
書

い
た

「
大

塩

平

八

郎

」

と

い
う

論
文

と

、

ア
イ

ヴ

ァ
ン

・
モ
リ

ス
が

「
失

敗

し

た
入

の
崇

高

な
精

神

」

と

い
う

タ
イ

ト

ル

で
書

い
た
本

の
中

に
大
塩

に
関

す

る
論
文

が

あ

り
ま

す
が

、

ナ
ジ

タ

さ
ん

は
大

塩

の
檄

文

か

ら

「
天

照

大
御

神

」
と

い
う
語

葉

を
取

り
出

し

て
大

塩

が
本

居
宣

長

と
か

国

学
的

な

シ

ン
ト
イ

ズ

ム
と

意

識

を
共

に
し

て

い
る
と

言

っ
て
る

ん

で
す

け

ど

、
檄
文

の
中

の

一
節

を

以

て
大

塩

の

ユ
ー

ト
ピ

ア
を
簡

単

に
決

め

つ
け

る

に
は
問

題

が
あ

り
ま
す

。
儒

学

で

の

ユ
ー
ト

ピ

ア

は
堯

・

舜

と

い
.っ
た

古
代

の
聖

人

た
ち

か

ら

ア
イ

デ

ア

ル

・
ス

テ
イ

ト
を

も

と
め

て
、

そ

の
後

夏

・
殷
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・
周

と

続

き

ま
す

が

、

そ

れ
ら

は

プ

レ

・
ヒ

ス
ト

リ
ー

の
時

代

で
す

。

こ

の
時
代

は

大

抵

、
天

下

は
全

て
公

の
物

で
、

個
人

所

有

で
は
な

い
。
年

中
春

で
、
果
物

が
落

ち

る

と

そ
れ

を

食

べ
れ

ば

い

つ
も
満

腹

で
あ

る

。

し
か

し

人
間

の
智

慧

が
発
達

し

て

、
ど

ん

ど

ん
悪

く

な

り

、
礼

楽

が

必

要

に
な

っ
て
く
る

の

で
す

。
し

か

し
大

塩

平

八
郎

の

ユ
ー

ト
ピ

ア

ン

・
ソ

サ

エ
テ

ィ

は

こ

の

礼

楽

そ

の
も

の
じ

ゃ
な

く

て
、
聖

人

た
ち

の

モ

ラ

ル

・
プ

リ

ン
シ
プ

ル
、
す

な

わ
ち

徳

治

主

義

を

現

代

に
発

展

さ

せ
よ

う

と

い
う

、
そ

う

い
う

理
想

主

義

で
す

。
大

塩
平

八

郎

の

『
古

本

大

学

刮

目

』
と

か

『
洗

心

洞

剳

記

』

に
は
天

照

大

御

神

と

い
う

よ
う

な

日
本

の

ユ
ー
ト

ピ

ア

ン

・
ソ

サ

エ
テ

ィ
に
関

す

る
内

容

は

ほ
と

ん
ど
出

て

こ
な

い
ん

で
す

。
確

か

に
檄

文

の

一
節

に

は

、
天

照

大

御
神

か

ら

始

ま

っ
て
神

武
天

皇

の
話

が

出

て
く

る

ん

で
す

け

ど

、

そ
れ

だ

け

で
大

塩

の
思

想

と

尊
皇

論

を

結
び

付

け
る

に
は
大

い

に
問

題

が

あ

り
ま

す

。

ナ
ジ

タ
さ

ん

は

、
大

塩

平
八

郎

が

死

ん

で

二
年

目

の

三
月

二
十
七

日

に
、
水

戸

の
斉
昭

が

自
分

の
家

来

達
を

集

め

て
、

「
大

塩

を

考

え

る
と

涙

が
出

る

。
生

活
を

質

素

に
し

な

さ

い
」
と

訓
話

を

し

た
と

い

う
話

と

、

そ

の
人

が

徳

川
幕

府

改

革

の
建

白

書

を
出

し

た
り

し

た
尊

皇
攘

夷

運
動

の

リ

ー
ダ

ー

の

一
入

で
あ

っ
た

こ
と

か

ら

、
尊

皇

攘
夷

運
動

の
先

駆

的

な
人

と
し

て

の
大

塩
像

を

考

え
た

と
思

い
ま

す

け

ど

、

こ
れ

に
は
相

当

な

問
題

が

あ
る

と
思

い
ま

す

。
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三
島

由

起
夫

の
大

塩

像

大

塩

は
乱

を
起

こ
し

て
四
十

五

歳

で
死

に

ま
し

た
が

、

三
島

由

起

夫

は

四
十

六

歳

で
切
腹

す

る

ん

で
す

。

彼

は
大

塩

の
歳

で
死

に
た

か

っ
た
し

、
大

塩

の
死

ん

だ

日

に
自

分

も

死

に
た

か

っ

た

人

で
す

。

そ

の
三
島

が

大
塩

の
陽

明
学

は
革

命

の
哲

学

だ

と
言

う
時

、
思

想

と

い
う

も

の
は

あ

る
場

合

に
は
革

命

的

に
も

な

り

、
あ

る
場

合

に
は
保

守

的
な

思

想

に
も

な

り
う

る

か

ら

ま
ず

問

題

が
あ

り

ま

す

。
政

治

的

な
状

況

と

か
歴

史

的
な

い

ろ
ん
な

展

開

過

程

で
、

思

想
が

ラ
デ

ィ

カ

ル
に
も

保
守

的

に
も

な

り

う
る

と

い
う
理

論

は

、

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー

バ

ー
も

『
職

業
と

し

て

の
政

治

』

で
言

っ
て

い
る

も

の

で
す
が

、
政

治
家

が

社
会

の

い

ろ
ん

な
問

題

を
改

革

で
き

る

と

考

え

て

い
る
時

は
責

任
倫

理

に
立

っ
て

い
る

が

、

い
く

ら
戦

っ
て
も
仕

方

が

な

い
と

自

覚

し

た
時

に
は

、

そ
れ

が

心

情
倫

理

に
な

り

、
破

壊

的

に
も

な

り
う

る

と

い
う
話

し

で
す

。

だ
か

ら

、

あ

る
思

想

を
状

況

と

無

関
係

に
、

革
命

の
思

想

だ
と

言

う

こ
と

は

、

簡
単

に

は
合
理

化

で
き

る

も

の
で
は

な

い
と

私

は

思

い
ま
す

。

三
島

由
起

夫

は
も

う

一
つ
、
大

塩
平

八

郎

は
所

謂

日

本
精

神

、
大

和
魂

の

シ

ン
ボ

ル
だ
と

主

張

す

る
ん

で
す
け

ど

、

大
塩

の
陽

明
学

は
朱

子
学

よ

り
も
民

族

主

義

的

な
色

彩

が
薄

い

の

で
す

。

朱

子

学

に
は
強

い

ナ

シ

ョ
ナ
リ

ス

テ

ィ

ッ
ク
な
論

理

が

含

ま
れ

て
ま

す

け
れ

ど

も

、
陽

明

学

の

方

は

よ

り
普

遍

的

な
世

界
主

義

的

要
素

が
強

い
と
私

は

思

い
ま

す

ぴ
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陽

明

学

の
性

格

に

つ
い
て

で
は

、
陽

明

学

は
ど

う

い
う
思

想

で
あ

る

か

?

そ

の
性
格

に
関

し

て
簡

単

に
話

し

た

い
走

思

い
ま

す

。
ま

ず
名

古

屋

大

学

の
山

下

先
生

は

、
陽

明

学

を
宗

教

的

に
見

て

い
ま

す

。

古
代

の

孔

子

・
孟

子

の
先
秦

儒

学

は
天

と

い
う

一
つ

の
神
を

考

え

る

の
で

、

一
神
論

的

と

い
う

こ
と

に

な

り
、
朱

子

学

の
神

に
関

す

る
観

点

は

理
神

論

的

だ
と

い
う

の
で

す
。

そ

し

て
陽

明
学

は
汎

神

論

的

で
あ

る
と

言

っ
て
ま

す

け

れ
ど

、
宗

教

的

に
陽

明

学

を
説

明

す
る

に
は
限

界

が

あ

る

と
私

は

思

い
ま
す

。

日
本

に
来

た
陽
明

学

を
中

江

藤

樹

あ

た

り

で
見

ま

し
た

ら

、
相

当

「
宗

教
的

」

な

性

格
を

持

っ
て

い
る

と
言

え

る

で
し

ょ
う

け
ど

、
中

国

で
は
陽

明

学

が

一
種

の
社
会

運
動

の

イ

デ

オ

ロ
ギ

に
な

る

ん

で
す

。

も

う

一
つ
は

、
陽

明

学

は

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
で
あ

る
と

、

ア
メ

リ
カ

の

コ

ロ
ン
ビ

ア
大
学

の

テ

ィ

ベ
リ
先

生

が
主

張

し

て

い
ま
す

。

こ
の
先

生

は
明

末

陽
明

左

派

の
李
卓

吾

を

み

て

人
道

主

義

者

あ

る

い

は
博
愛

主

義

者

で
あ

る
と

、

そ

し

て
彼

の
思

想
を

イ

ン
デ

ィ
ヴ

ィ
ジ

ュ
ア
リ

ズ

ム

で
あ

る

と
言

っ
て
ま
す

け

れ

ど

も

、
全

く

こ

れ

は
問

題

が

あ

り
ま

す
。

西
洋

の
イ

ン
デ

ィ
ヴ

ィ

ジ

ュ
ア
リ
ズ

ム
を
儒

学

思

想

に
求

め

る
と

、
相

当

の
問

題

が
生

じ

て
き

ま

す
。

特

に
陽

明
学

は

理

・
気

の
合

一
、
知

・
行

の
合

一
、
生

・
死

の
合

一
、
自

・
他

の
合

一
、
結

局

万

物

一
体

の
仁
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と

い
う
理

論

に
な

っ
て

い
く

ん

で
す

。
だ
か

ら
朱

子
学

・
陽

明
学

を

イ

ン
デ

ィ
ヴ

ィ
ジ

ュ
ア
リ

ズ

ム
と

い
う

タ

ー

ム
で
分

析

す

る

こ
と

は

ほ

と

ん
ど
出

来

な

い
と
思

い
ま

す

。
儒

学

で

は
個
人

主

義

的

な
要

素

が

あ

っ
て
も

パ

ソ
ナ

リ
ズ

ム

と
し

て
呼

ぶ

べ
き
も

の
だ

と
思

う
か

ら

で
す

。

も

う

一
つ
は

、
政

治

を

通

じ

て
明

代

に
お

け
る
近

代

意

識

の
挫

折

を

見

る
島

田

先
生

の
立

場

で

、
先

生

は

陽

明
学

が

反

権
威

主

義

で
あ

り
、

自
己

意

識

が
強

か

っ
た

と

、
し

か

し

そ

れ

が
失

敗

し

て
し

ま

っ
た

の
ば

残

念
だ

と

い
う
立

場

で
す

。

最

近

私

は

、
陽

明

学

か
朱

子

学

か

と

い
う

よ
う
な

対

照
意

識

で
中
国

・
韓

国

・
日
本

の
儒

学

思

想

史

を
見

る
労

力

を

放
棄

し

ま

し

て

、
理

学

か
気

学

か

、
理

が

主

で
あ
る

か
気

が

主

で
あ

る

か

、
と

い
う
立

場

で
見

る
方

が

よ

ほ
ど

生
産

的

で
あ

る

と
考

え

る

よ

う

に
な

っ
て
い
ま

す

。
何

故

か

と

い
う

と

、
気

の
哲

学

は
人

間

の
欲
望

を
積

極

的

に
認

め

る

の

で
、
朱

子

の
よ
う

に

「
君

子

・
小
人

」
を

分

け

る
必

要

が

な

い
し

、
官

僚

階

級

と

一
般

民
衆

を
分

け

る

必
要

も

な

い
ん

で

す

ね
。

そ
う

い
う

二
分

法

を

拒
否

す
る

、

そ

し

て
社
会

的

に
は

、
現

状

維
持

の
朱

子
学

的

な
官

僚

主

義

に
対

し

て
、
改

革

主

義
的

な

リ

ベ
ラ

ル
な
立

場

に
立

て
る

と
私

は
考

え

て

い
ま

す

。

い

ろ

ん

な
立

場

を
見

て
き

ま

し

た
が

、
次

に
大

塩

の
伝

記

に
簡
単

に
触

れ

な

が

ら

、
私

が

今

ま

で

論

じ

て
き

た

こ
と
を

裏

付

け

た

い
と

思

い
ま

す

。
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大
塩

平

八

郎

の
出
生

と

成

長

大

塩

平

八
郎

は

一
七

九

三
年

、

寛
政

の
改

革

の

三
年

後

に
大

坂

天

満

の
寄

力

の
子

と

し

て
生

ま

れ

て
、
小

さ

い
時

の
名

前

は
文

の
助

、
名

は
平

八
郎

、
正
高

、
子

起

、
士

起

、
後
素

な

ど
と

呼

ば

れ

、
号

は
中

軒

、
中

斎

、
連

斎
な

ど

と

言
わ

れ

ま

し
た

。
普

通

、
大
塩

は

一
人

の
自
然

人

と

し

て
、
官

吏

と

し

て

、

ま

た
は
乱

の
主
人

公
と

し

て
は
平

八
郎

、
学

者

と

し

て
は
中

斎

と
呼

ば

れ

て
お

り
ま

す

。

七

歳

の
時

に
お

父

さ

ん

が
亡

く

な

っ
て
、

八
歳

の
時

に
は

お
母

さ

ん
が
亡

く
な

り
、

そ

の
後

は

祖

父

母

に
育

て
ら

れ

ま

し
た

。
十

四
歳

の
時

に
お

じ

い
さ

ん

が

や

っ
て

い
た
寄

力

の
見

習

い

と

な

り
ま
す

が

、

こ
の
寄

力

と

い
う

の
は
世

襲

で
禄
高

は
二

百
石

、
大

坂
東

町

奉

行
所

と

西
町

奉

行

所

に
そ
れ

ぞ

れ

三
十

人

つ

つ
の
寄

力

が

い
て
、

そ

の
下

に
同

心

と

い
う
役

職

が

五

十
人

ぐ

ら

い

い
た
ら

し

い

で
す

。

た
だ

二
百

石

と

い

う
禄

高
を

見

た

ら

、
大

し

た
収

入

で
は

な

い
か
も

知

り
ま

せ

ん
が

、
実

際

は

一
千
石

以
上

の
生

活

を

し

て

い
た

と

い

う
話

で
す

。
大

塩

の
場
合

も

、

洗

心

洞

と

い
う

自
分

の
家

で
始

め

た
塾

に
大

抵

十

五

、
六

人

の
学

生

が

生
活

を

共

に
し

て

い
ま

し

た
し

、
通

っ
て
る
学

生

と

併

せ

る
と

、
多

い
時

に
は
六

、
七

十

人

ぐ

ら

い

い

た
ん

で
す

か

ら

、

相

当

の
家

だ

っ
た

と
思

い
ま

す

。
大

塩

は
賄

賂

な

ん

か
絶

対

に
受

け
な

い
官

吏

だ

っ
た

の

で
す

が

、
そ

れ

で
も

そ

の
ぐ

ら

い

の
余

裕

は
あ

っ
た

よ
う

で

す

。
大

塩

は
乱

を
起

こ
す

前

に
本
を

売
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っ
て
貧

し

い
人

に
配

っ
た
ん

で
す

け

ど

、
五

万

冊
を

持

っ
て
い
た

と

言

わ
れ

て

い
ま

す

。

五

万

冊

と

は
す

ご

い
本

で
す

。

も

ち
ろ

ん
儒

学

の
本

一
冊

と

い
う

の
は

二

、

三

ペ

ー
ジ

で

一
巻

と

い

う

も

の
も

あ

り
ま
す

け

れ

ど
も

、

近
世

に
お

い

て
は
万

巻

の
蔵

書

な

ら

一
応

そ

の
学

者

は
す
ご

い

本
を

持

っ
て
い

る
と

い
う

こ
と

に
な

り
ま

す

の
で
、

大
塩

の
蔵

書

も
大

し

た

も

の

で
す

。

と

に

か

く
寄

力

と

い
う

職

は
少

な

い
禄
高

の
わ

り

に
権

力

が
す

ご

か

っ
た
と

い
う

こ
と

で
す

。

三
段

階

の
転
機

大

塩

は
十

五
歳

の
時

に
家

譜

を
見

て

、

「
功
名

気

節

」
を

持

つ
の
が

第

一
の
転

機

で
し

て
、

自

分

の
家
系

が
今

川

の

家
臣

で
あ

り

、
徳
川

家
康

の
見

て

る
前

で
敵

将

の
首

を
切

っ
て
、
家

康

か

ら
弓

を
貰

っ
た
と

か

い

っ
た

記
録

を

見

な

が
ら

、

「
自

分

は

で

た
ら

め

な
人

間

に
な

っ
て
は

い

け
な

い
、

一
入

の
侍

と

し

て
立

派

に
な

ら

ぬ
ば

」

と
思

い
、
乗

馬

と

か
武

術

を

一
所

懸
命

習

う

こ
と

に
な

り
ま

す

。

そ

の
後

二
十

歳

の
頃

、
他

の
寄

力

や
同

心

達

の
不
勉

強

で
不
道

徳

な
生

活

を

見

て
第

二

の
転
機

を

む

か

え

、
学
問

に
専

念

す

る

こ
と

に
な

り
ま

す

。

そ
し

て
二

十

四
歳

の
時

に
呂

坤

と

い
う
中

国

明

時
代

の
学
者

の

『
呻
吟

語

』
と

い
う

本

を
読

ん

で

、
陽

明

学

に
専

念

す

る

こ
と

に
な

り
ま

す

。

こ
れ
が

第

三

の
転

機

で
す

。

し

か
し

こ

の
呂

坤

と

い
う
人

は
陽

明

学

者

で
.は
な

い
ん

で
す

が

、

一
般

的

に
明

時

代

の
思

想

家

は

い
く

ら
朱
子

学

を

主
張

し

て
も

、
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そ

れ

は
陽

明

学
を

通

っ
た
朱
子

学

と

い
う

こ
と

に
な

り
、

そ
う

い
う
意

味

で
心
学

的

な

い
ろ

ん

な

内
容

が

含

ま

れ

て

い
ま

す

。
特

に

こ
の

『
呻
吟

語

』

と

い
う
本

は
病

気

と
戦

う
記

録

で
す

が

、

そ

れ

は
育

体

的
な

病

気

で
は
な

く

、
心

の
病

気
を

直

す

と

い
う

、
道

徳

的

な
自

己

克

服

の
訓
話

な

の
で
す

。

だ
か

ら

こ
れ

は
大

塩

に
陽

明
学

と
し

て
理

解

さ
れ

た

の
で
す

。

大

塩

平

八
郎

は
な

ん

で
も
王

陽

明

の
真
似

を

す
る

と
言

っ
た
ら

ち

ょ

っ
と

お
か

し

い
か

も
知

り

ま

せ
ん

け

ど

、
王
陽

明

も
学
問

的

に
三
段

階

の
変
化

過

程

を

へ
て
い
ま

す
。

初

め

は

仏

教

の

禅

に
夢

中

に
な

っ
た

ん

で
す
け

れ

ど
も

、
あ

る

日
、

こ
れ
は
世

を

去

っ
て
生

活

を

無
視

し

、
父

母

も
兄

弟

も
自

分

の
子

供

も

責
任

を

取

ら
な

い
非

人
間

的

な
教

え

で
あ

る
と

し

て
、
朱

子
学

に

転

ず

る

ん

で

す

。

で
、
朱

子

が

一
事

一
理

、

一
物

一
理

、

全

て

の
世

の
中

の
物

に
は

一
つ
の
理

が

あ

る

、
人

間

事

に
も

必

ず

理

が

あ
る

と
主

張

す

る

の

で

、
ま
ず

物

の
理
を

把

握

す

る

た

め

に
、

友

達

と
竹

の
前

で
何

日

か
禅

を
す

る
姿
勢

で
窮

理

す

る

ん

で
す

。

そ
し

て

「
竹

の
理

と

は
何

か

」

と

一
所
懸

命

に
な

る

ん

で
す

が

、
友

達

が

そ

の
次

の
朝

に
倒

れ

る

ん

で
す
。

そ
れ

で
も

「
こ

の

人

は

身
体

が

弱

い
か

ら
仕

様

が
な

い
。
私

は

や
る

」
と

言

っ
て
続

け

る

の

で
す

が

、

三

日
目

に

は

自
分

も

半

死

の
状

態

に
な

っ
て

、
や

っ
と

「
朱
子

学

は
嘘

だ

。

こ
ん

な

こ
と

い
く
ら

や

っ
て

も

仕
様

が

な

い
」
と

悟

っ
て
、

そ
れ

で
自

分

の
心
学

の
開
発

に
む

か

う

ん

で
す

。

こ
れ

が

所

謂

王

陽
明

の
三

変
説

に
な

る

ん

で
す

。
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そ
し

て
大

塩

は

あ

る

日
琵

琶
湖

に
行

っ
た

時

、
急

に
風

雨

が
激

し

く
な

っ
て
琵

琶

湖

の
波

が

激

し

く

な

っ
た

の

で
、
船

の
中

で
何

も

考

え

ず

に
帰
太

虚

、
太
虚

に
戻

っ
て
行

っ
た
と

、

そ

う

す

る
う

ち

に
風

が
止

ま

っ
て
雨

も
止

ん

で
し

ま

っ
た

と

い
い
ま

す

。

そ

の
時

、

こ

こ

に
来

る
前

に
自

分

が
講

義

し

た
内

容

は
全
部

真

理

で
な

か

っ
た

と
後

悔

す

る

ん

で
す

。

こ
の
話

も

王

陽

明

が

宦

官

と

の
戦

い

で
中

国

の
西
北

の
方

に
流

れ

て
行

っ
た
時

、
苛

酷

な
自

然

や
蛇

な

ど

と

戦

っ

て
苦

労

し
な

が

ら

、
結

局

、
真
理

は
心

の
中

に
あ

る

と
急

に
自
覚

し

て
良

知

の
学

を

体

得

す

る

と

い
う
話

と

非

常

に
似

て
い
ま

す

。

大

塩

の

三

つ
の
功

績

こ

の
三
段

階

の
転

機

を

経

て
、
大

塩

は

二
十

五

歳

で
洗

心
洞

と

い
う
塾
を

開

き

ま

す

。

そ

し

て
二

十
六

歳

の
時

に
、
橋

本

中
兵

衛

の
奥

さ

ん

の
妹

「
ゆ
う

」
と

結

婚

し

、

三
十

三
歳

の
時

に

は

洗

心
洞

の

「
入
学

盟

誓

八

条

」
を

作

り
ま

す
が

、
当

時

の
学
生

は
十

七

、

八
人

で
門

弟

が
約

数

十

人
お

り
ま

し

た

。

三
十

八
歳

で
寄
力

職

を
止

め

て
教

育

に
専

念

し

て
か

ら

は

、
通

っ
て
る

学

生

を
合

わ

せ
る

と
門

弟

が

五

、

六
十
人

以

上

に
な

り
ま

す

。

三

十

四
歳

に
格
之

助

を

養

子

に
入

れ

て
か

ら
四

年
間

、

大
塩

は
官

吏

と

し

て

三

つ
の

功
績

を

あ

げ

ま
す

。
ま

ず

そ

の
第

一
は

、
大

塩

は
東

町

奉

行
所

で
勤

め

た

ん

で
す

が
、

西

町
奉

行
所

に
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人

を

お
ど

し

た

り
し

て
賄

賂
を

取

る

悪
名

高

い
寄

力

が

い
て

、
大

塩

は

こ

の
人
を

逮

捕

し

て
自

分

の
前

で
切

腹

さ

せ

、

三
千
両

の
金

を
全

部

没
収

し

て
貧
民

た
ち

に
配

る
と

い
う
仕

事

を

や

っ

て

の
け
ま

す

。

そ

の
時

は
妻

の

ゆ
う

を
本

家

に
帰

ら
せ

る

ん

で
す

ね

。

も
し

失

敗
し

た

ら
ど

う

な

る

か
わ

か

ら

な

い
恐

い
相
手

だ

っ
た

か
ら

で
す

。

二
番
目

の
功

績

は

、
大

坂

・
堺

・
京

都

・

奈

良

の
お

寺

の
お
坊

さ

ん
た

ち

の
生

活

が
あ

ん
ま

り
乱

れ

て
い

て
、

中

に
は
妾

を
十

二

、

三
人

も

持

っ
て

い
る

人
が

い

た

り
し

て

、
ま

っ
た

く
目
茶

苦

茶

な
状

態

だ

っ
た

よ
う

で
す
が

、

そ
れ

を

浄
化

し

て
行

く

ん

で

す
。

こ
れ

は
江
戸

ま

で
報
告

さ
れ

て
、
名

寄

力

の
評

判

を
得

る

き

っ
か

け

に
な

っ
た

の

で
す

。

も
う

一
つ
は

、
水

野

某

と

い
う

占

師

が
仏

教

書

の
よ
う

な
本

の

上

に
十

字

架

を
付

け

た

り
し

て
占

い
を

し

て

い
た

ん

で
す

が

、

「
あ

ん

た

は
何

か

し
な

い
と
来

年
死

ぬ

よ

」
と

い
う
方

法

で
人

を
威

か

し

て

す
ご

い
金

を

儲

け

て

い
た

の

で
す

。
大

塩

は
そ

の

水
野

某

を

逮

捕

し

、
処

罰

し

て
第

三

の
功

績

を

あ
げ

ま
す

。

一17一

 

大

塩

の
乱

そ

の
間

、

三
十

六
歳

の

一
八

二

八
年

に
は

、
洗

心
洞

で
王

陽
明

三
百

周
年

追

悼

式

を

挙
げ

ま

す

が

、

三
十

八
歳

で
寄

力
職

を

辞

任
し

て
、

教
育

と
学

問

に
専
念

し

ま
す

。

こ
の
年

、

中
江

藤

樹

の
書

院

を
訪

問

し

た

ら

、

そ

の
書
院

が

あ

ん

ま

り
さ
び

れ

て
い

た

の

で
、
金

を

集

め

て
再
建



し

た

り

し
ま

す

。
藤

樹

書

院

に
は
大

塩

が
書

い
た
跋

文

が

保
存

さ

れ

て

い
る

ん

で
す

け

ど

、

そ

の
字

は
乱

の
檄
文

と
違

っ
て
、

日
本

の
儒

学

者

の
中

で
も

抜
群

と

言

え

る
く

ら

い

の
名

筆

で
す

。

そ

の
後

毎

年

、
大

塩

は

藤

樹
書

院

に
行

っ
て

い
ま

す
が

、

跋
文

に

も
書

い
て

い
る

よ

う

に
、
彼

は

藤
樹

先

生

が

い
な

か

っ
た

ら

、
自

分

は
良

知

の
学

で
あ

る
陽

明

学

を

理
解

す

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

と

し

て
藤
樹

先
生

を

尊

崇

し
ま

す

。

そ

の
年

の
七

月

に
大

坂

・
京

都

に
地

震

が

あ

り

、
九

月

に
は
淀

川

の
大

洪

水

が

あ

っ
て
、
諸

国

が
凶

作

に
み
ま

わ

れ

、
農

民

一
揆

が
始

ま

る

ん

で
す

。

こ
れ

は

所

謂

一
八

三
四
年

か

ら

三
七

年

ま

で
続

く
天

保

の
大

飢
饉

の
前

兆

で
す

。

一
七

二
〇

年
代

の
享

保

の
大

飢

饉

、

一
七

八

○
年

代

の
天

明

の
大

飢

饉

、

そ

の
後

五

十
年

毎

に
は

ま

た
大
飢

饉

が

来

る

ん
だ

と

い
う

こ
と

で

、
も

う

一
八

三

〇
年

に
な

る

と
不

安

が

広
が

り
、

伊
勢

神

宮

に
御

蔭
参

り

に
参

加

す

る
人

が

何

十

万

人

に
も

の
ぼ

る
と

い
う

状
態

に
な

っ
て

い
く

ん

で
す

。

と

に
か

く

一
七

二
〇

年

代
か

ら

大

塩

平

八

郎

の
乱

が
起

こ
る

一
八

三
七
年

ま

で

の
日

本

の
人

口

は
全

然
増

え

て
い
な

い
ん

で
す

。
天

明

の
大

飢
饉

の
時

は

、
当

時

二
千

五
百

万

の
人

口

の
う

ち
百

二
十

五

万

の
人

が

死

ん

で
行

っ
た

と

言

い
ま

す

。

そ

し

て
い

よ

い
よ
大

塩

の
乱

に

む
か

う

ん

で
す

が

、
天

保

の
大

飢

饉

に
際

し

て

、
大

塩

は

ま

ず

貧

民
救

済

策

の
進

言

を

行

な

い

ま
す

。
し

か
し

そ

れ
が

受

け
入

れ

ら
れ

な

い
の
を

見

て
、

反
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乱

の
決
心

を

固

め

る

の

で
す

が

、

そ

こ

で
先

に
申

し
上

げ

ま

し

た

通

り
、
自

分

の
持

っ
て

い
る

本

五

万
冊

を

売

っ
て
、

一
人

一
朱

つ

つ
、
計

一
万

人

に
配

っ
た
と

言

う
話

で
す

。
と

同

時

に
家

で
鉄

砲

や
火

薬

を
作

り

、
弟

子

た

ち

に
砲
術

を
教

え

な

が
ら

乱

の
準

備

に
か

か

り
ま

す

。

そ

t

て
天

保

八
年

(
一
八

三
七

)

二
月

十

九

日

、

長
文

の
檄

文

を

か

か
げ

て
立

ち
上

が

り

、
人

々

の

決

起

を
促

し

な

が

ら

、
大

坂

中

に
火

を

放

ち

ま

す
が
結

局
失

敗

に
終

わ

り
ま

す

。

そ

こ

で
仕
方

な

く

大
塩

は

一
旦

大
坂

を
逃

れ

ま

す
が

、

一
週
間

の
後

、
大

坂

に
戻

っ
て
来

て
、
美

吉

屋

五

郎

兵

衛

の
裏
屋

み
た

い
な

所

に
隠

れ

る

の

で
す

。

し
か

し

、

そ

こ

の
奧

さ

ん
が

毎

日
朝

夕

「
仏

様

に
差

し

上
げ

る

ん
だ

」

と
言

っ
て
持

っ
て
行

く
御

飯

や

味
噌

汁

が

き

れ

い

に
な

く
な

る

の
を

不

審

に
思

っ
た
女

中

が

、

自
分

の
本

家

に
行

っ
て
そ

の
話

を

し

た

の
が

大
坂

城

代

ま

で
流

れ

て
し

ま

う

の

で
す

。

そ
し

て
、

三
月

二

十

六

日

の
夜

の
十

二

時
過

ぎ

に
、

大
坂

東

町

奉
行

所

の
兵

が

や

っ
て
来

る

の
で
す

が

、

そ

れ
を

知

っ
て
大

塩

は

そ

の
家

に
火

を

付

け

て
切

腹

し

て
死

ん
じ

ゃ

う

ん

で
す

。

そ
れ

で
大

塩

は

一
生

を
終

え

る

ん

で
す

。
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大

塩

の
著

書

こ

こ
で
大

塩

の
主

要

著

書

を
紹

介

し

な
が

ら

彼

の
学

問

と
思

想

を

簡
単

に
説

明

し

て

お

こ
う

と

思

い
ま
す

。

ま
ず

『
洗

心

洞
剳

記

』

で
す

が

、

こ
れ

は
洗
心

洞

の
講
義

録

で
大
塩

思

想

の
決



定

版

と
言

わ

れ

ま

す

。

そ
し

て

一
八

三
三
年

、
退

職

し

て

三
年
目

に
出

す

『
儒

門

空

虚

聚

語

』

は

、

所
謂

「
空

」

と

「
虚

」

の
概

念

が
仏

教

か
ら

来

た
言

葉

だ
と

か

そ
う

じ

ゃ
な

い
と

か

い
う

論

争

が
宋

時

代

か
ら

あ

っ
た

ん

で
す

け

ど

、
大

塩

は
中

国

に
仏

教

が

入

っ
た
大

体

A

D

二
世
紀

以

前

の
儒

学

の
本

を

調

べ
あ
げ

て

、

鯛
空

」

あ

る

い

は

「
虚

」
と

い
う

言
葉

を

使

っ
た

文
章

を

取

り
出

し

て
ま
と

め

た

も

の
で
す

。
九

十

三

人

ぐ

ら

い

の
儒

学

者

を

挙

げ
な

が

ら

八

、
九

十

人

の
説

を

集

め

た
も

の
で

す

。
次

に

『
古

本

大

学

刮
目

』

と

い
う

の
は

、
朱

子

の

「
新

本

大

学

」

に
反

対

し

た
王

陽

明

の
古

本

大

学
論

に
従

う

一
種

の

「
大
学

」
解

説
書

で
す

。

新
本

と

古

本

の

違

う

点

は

、
ま

ず

「
大

学

」

の
初

め

に
あ

る

「
親

民

」

と

い
う

言

葉

の
解

釈

に
あ

り
ま

す

。
朱

子

は

こ
の

「
親

」

を

「
新

」
と
読

ん

で

「
改

め

る
」

と

い
う

意
味

で
解

釈

す

る

の
で
す

。

こ
れ

は

結

局
権

力

者

の
言

う

こ
と

を

「
は

い
、

は

い
」
と
聞

く
よ

う

な

国
民

に
改

め

る
と

い
う

こ
と

に

な

る

ん

で
す

。
し

か

し

王

陽
明

は

、

こ
の
語

句

を

そ

の
ま

ま

「
民

を

親

し

む

」
と

読

ん

で
、

朱

子
学

的

な

上
下

主

従

の
身
分

秩

序

に
対

抗

す
る

四
民

平

等

の
理

論

を

展
開

し
ま

す

。

徳
川

時

代

の
官

学

で
あ

っ
た
朱

子

学

に
対

し

て
、
陽

明

学

は
民

学

で
あ

っ
た
と

言

わ

れ

る
理
由

も
根

源

的

に
は

こ

の
ポ

イ

ン
ト

に
あ

り
ま

す

。
特

に
徳

川
時

代

に
は
朱

子

の
人
間

観

に
不

信
感

を
抱

く

人

が
多

く

、
安

藤

昌

益

の
よ

う

に

、

「
聖

人

と

い
う
も

の
は

、
人

間

を
支

配

者

・
被

支

配
者

に

分

け

た
悪
人

で
あ

る

」

と
断

言

し

て
、
支

配

者

と
被

支

配
者

を

分

け

た

以
前

に
戻

っ
て
行

く

べ
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き

で

あ

る

、

と

い

う

ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

的

な

思

想

家

も

出

て

く

る

ん

で

す

け

ど

、

陽

明

学

は

も

と

も

と

「
民

を

親

し

む

」

と

い

う

立

場

を

と

り

、

そ

こ
か

ら

政

治

思

想

の
重

要

な

ポ

イ

ン

ト

が

始

ま

る

ん

で
す

。

『
古

本

大

学

』

に

は

勿

論

、

「
格

物

致

知

」

の

こ

と

も

論

じ

て

い

ま

す

が

、

重

要

な

ポ

イ

ン

ト

は

「
親

民

論

」

に

あ

り

ま

す

。

そ

の
他

に

も

、

『
儒

門

空

虚

聚

語

附

録

』

、

前

に

話

し

た

「
檄

文

」

、

「
手

紙

」

、

「
詩

文

」

、

そ

し

て

親

孝

行

の

「
孝

」

に

関

す

る

講

義

等

い

ろ

い

ろ

あ

り

ま

す

。

大

塩

思

想

の
五

つ
の
特
徴

大

塩

は
自

分

の
思
想

に
は
五

つ
の
特

徴
が

あ

る
と
言

っ
て

い
ま

す

が

、

そ

の
第

一
が

「
帰

太

虚

」
と

い
う

こ
と

で
す

。
太

虚

に
戻

っ
て
い

く

、

こ
れ

は
王
陽

明

の

『
伝

習

録

』

で
は
出

て

こ

な

い
言
葉

で
す

。
第

二

に

「
致
良

知

」

で
す

が

、

こ
れ

は
良
知

と

太

虚

を
結

合

さ

せ

る

と

こ

ろ

に
成

立

す

る
と

言

っ
て

い
ま

す

。

こ
れ

は
中

江

藤
樹

か

ら

始

ま

る

日
本
陽

明

学

の
特

徴

の

一
つ

で

、
宗
教

的

な

「
上

帝

」

の
概
念

と
結

び

つ
け

て

い
ま
す

。
第

三

は

「
気

質

の
変
化

」

、
大

塩

の
言

っ
て
る
気

質

と

は

、
朱

子
学

で
言

っ
て

る

「
本

然

の
性

」

に
対

す

る

「
気

質

の
性

」
と

違

う

ん

で
す

ね
。

朱

子
学

で
い
う
去

人

欲

と

い

う

の
は

、
人

間

の
気

質

を

悪

の
根

源

と
見

て
、

そ

れ

を

除

去

す

る
と

い
う

こ
と

に
な

る

ん

で
す

が

、
大
塩

は
そ

ん
な

見

方

は

誤

り

で
あ

る

と

い
う
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の

で
す

。
第

四
は

「
生

死

の

一
体

」

、
す
な

わ
ち

理

と
気

の

一
体

か
ら

始

め

て

、
個

入

と
社

会

、

私

と

あ

な

た

、
そ

れ

に
塾

の
教
育

目

標

の
文

武

一
体

を

含

め

て
、
全

て
を

一
体

化

す

る

、

そ
れ

は

一
言

で
言

っ
た

ら

、
陽

明

学

の

一
番

重
要

な
特
徴

で
あ

る

一
万

物

一
体

」

の
仁

に
な

り
ま

す

。

で
す

か

ら
人

の
苦

し

み
を

私

の
苦

し

み

と
し

て
感

じ

る
、

だ

か
ら

反

乱

ま

で
行

か

な
く

ち

ゃ
な

ら

な

い
こ
と

に
な

る

の

で
す

。
最

後

に

「
虚

偽

を
去

る

」
と

い
う

こ
と

に
な

る
ん

で
す

け
ど

、

こ
れ

は
主

に
官

吏

た
ち

が

賄

賂
を

貰

っ
た

り

す

る

の
を

見

て
、
虚

偽

の
問

題

を

発
見

し

、

そ
れ

を

去

る

べ
き

だ

と
言

う

の

で
す

。
大

塩
自

身

、

自
分

の
思

想

の
特

徴

を

以
上

の
よ

う

に
言

う

し

、

こ

の
原
則

を

自

分

の
生

活

に
徹

底

的

に
適

用

し

て
行

っ
た

の
で
す

。

気

の
哲
学

と

し

て

の
陽

明

学

陽

明
学

の
知
行

台

一
、

万
物

一
体
論

、
親

民

論

、

そ
れ

に
陽

明

の
良
知

と

張
載

の
太

虚

論

の

混

合

と

い
う

話

は

す

で

に
言

い
ま

し

た

の

で
、

気

の
哲

学

と
し

て

の
陽
明

学

と

い
う

こ
と

を

簡

単

に
説
明

し

て
お
き

た

い
と
思

い
ま

す

。
ま

ず

朱
子

学

で
は
心

を

「
性

」
と

「
情

」

に
分

け

て
、

性

を

理

、
情

を
気

と

み

る
ん

で
す

が

、
陽

明

は
性

と

情

に
分

け

な

い

で
、

一
本

と
見

る

ん

で
す

ね

。

そ
れ

で
心

即
ち

理

と

い
う

こ
と

に
な

る

ん

で
す

が

、
陽

明

に
お

い

て
は

理

と

い
う

言

葉

は

二

次
的

概

念

で
、

そ
ん

な

に
重

要

な
意

味

を

持

た
な

い
ん

で
す

。

そ

し

て
陽

明

の
場

合

は

、

こ
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の

心

の
本

体

は

良

知

で

あ

る

と

言

い

ま

す

。

こ

の
良

知

と

い

う

の

は

、

西

洋

哲

学

で

い

う

ベ

ル

グ

ソ

ン

の

エ

ラ

ン

・
ビ

タ

ー

ル
と

か

、
現

象

学

の

イ

ン

テ

ン

シ

ョ

ナ

リ

ィ
と

か

、

そ

う

い
う

概

念

と

す

ご

く

似

て

い

る

よ

う

な

感

じ

が

し

ま

す

。

何

故

か

と

い

う

と

、

陽

明

学

は

知

的

な

論

理

的

な

構

造

じ

ゃ
な

い

ん

で

す

。

こ

れ

は
飽

く

ま

で

も

イ

ン

ス

ピ

レ

ー

シ

ョ

ン
、

直

観

的

な

認

識

論

に
基

づ

い

て

い

る

の

で

す

。

だ

か

ら

「
良

知

」

と

い

う

の

は

、

そ

う

い

う

意

味

で

ベ

ル

グ

ソ

ン

の

エ
ラ

ン

・
ビ

タ

ー

ル

の

よ

う

に
生

命

の

ダ

イ

ナ

ミ

ッ
ク

な

エ

ナ
ジ

ー

と

み

る

こ

と

が

で

き

る

と

思

い

ま

す

。

要

す

る

に
良

知

は

「
元

気

」

あ

る

い

は

「
本

源

気

」

の

よ

う

な

も

の

だ

と

私

は

思

う

ん

で

す

。

目
本

陽

明
学

の
特

徴

日
本

に
本

当

に
朱

子

学

が

あ

っ
た
か

ど

う

か
と

い
う
論

争

が
最

近

あ

っ
て
、

東
京

大

学

の
渡

辺

浩

教

授

は

、
徳

川
時

代

の
侍

は
全

国

民

の
八

パ

ー

セ

ン
ト
か
ら

十

ニ

パ
ー

セ

ン
ト
ぐ

ら

い
で
、

そ

の
侍

の
わ
ず

か

一
パ

ー

セ

ン
ト
ぐ

ら

い
が

四
書

の

「
大

学

」

と

か

「
孟
子

」

と
か

「
中
庸

」

と

か
を

理

解

し

た

に
過

ぎ

な
か

っ
た

の

で
、

江
戸

時

代

を
朱

子
学

の
時

代

と

呼

ぶ

の
は

と

ん

で

も

な

い
話

だ

と

い

っ
て

い
ま

す

。
ま

た
溝

口

さ
ん

は
、

本
当

に
日

本

に
陽

明

学

が
あ

っ
た
か

と

、

そ

し

て
大

塩

平

八
郎

の
言

っ
て
る

こ
と

は

ほ

ん
と

の
意

味

で
陽

明

学

で
あ

る
か

、
と

い

う
疑

問
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を

提

起

し

て

い
ま

す

。

し

か
し

私

が
思

い
ま

す

に
は
、

王
陽

明

が

言

っ
た
そ

の
ま

ま
を

言

っ
た

と

し
た

ら

、

そ
れ

は

日

本

の
思
想

で
は
な

い
と

言
う

こ
と

に
な

り

ま

す

。

日
本

の
儒

学

者

た

ち

の
本

を
韓

国

の
儒
学

関
係

の
本

と
比

べ

て
見

る
と

、

体
系

と

し

て
不

備

な

と

こ
ろ
が

沢

山

出

て

く

る
ん

で
す
が

、
私

は

そ
う

し

た
自

分

な

り

に

い

い
加
減

に
言

っ
て

い

る

と

こ
ろ

に
、

ク
リ

エ
イ

テ

ィ
ブ

・
ウ

ェ
イ

・
オ
ブ

・
シ

ン
キ

ン
グ

、
独

創
的

で

日
本

的

な

思

想

が

あ

る
と

思

い
ま
ず

。

そ
し

て

そ
れ

が

日
本

思

想
史

の
強
点

だ

と
私

は
思

い
ま

す

。

そ

う

い

う

面

で

、
日

本

の
思

想

史

は

い
ろ

ん
な

日
本

的

な

展
開

が

あ

り

、
大

塩

平

八
郎

も

中

江

藤
樹

も

勿

論

陽

明

学

者

で
す

け

ど

、
本

当

の
意

味

で

の
陽

明
学

で
あ

っ
た

か

ど

う

か
と

い
う

よ

う

な

こ

と

は
問

う

必

要

が
な

い
と

思

い
ま

す

。

知

行

合

一
と

い
う

の
も

一
種

の
認
識

論

で
、

「
こ

の
花

は
き

れ

い
」

と
言

う

時

の

「
き
れ

い
」

と

い
う

意
識

は
即

ア
ク

シ

ョ
ン
に
結
び

付

く

と

い
う

考

え
方

な

の

で
す

。
す

な

わ

ち

「
こ
の

ニ

オ

イ
は

臭

い

」
と

い
う

認
識

と

、

「
臭

い
」

と

い
う

意

識

の

ア
ク

シ

ョ
ン
と

は

分
け

る

こ
と

が

で
き

な

い
と

い
う

認
識

論

な

の

で
す

。
し

か

し

、

日
本

で
は
言
葉

に
し

た

の
は

か
な

ら

ず

行

動

に
移

す

べ
き

だ

と

い
う
言

行

一
致

の
意

味

で

つ
か

わ

れ

る
場

合

が

多

い
よ

う

で
す

。
陽

明

学

の

認

識

論

で
み

た
ら

ち

ょ

っ
と

お

か

し

い
話

に

な

る
か

も
知

り
ま

せ

ん
が

、

そ

れ

は
陽

明

学

の
日

本

的

な
受

容

展

開

で
あ

る
と

し

た

ら
良

い
と

思

い
ま

す

。

そ
う

い

う
面

で
日

本

の
陽

明

学

は

や
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っ
ば

り

日

本

的

な

特

徴

を

も

つ
と

、
私

は

思

い

ま

す

。

お

わ

り

に

結
論

的

に
大

塩
平

八

郎

の
乱

は

、
陽
明

学

の
知

行
合

一
、
万

物

一
体

の
仁

、
人

の
苦

し

み
を

私

の
苦

し

み
と

し

て
感

じ

る
と

い
う
思

想
を

、
官

吏

と

し

て
教
育

者
と

し

て
学

者

と

し

て
徹
底

的

に
生

活

の
中

で
実
践

し

て

い

っ
た
当

然

の
結
果

だ

と
思

い
ま

す

。
朱

子

学

は
静

か

に
窮

理

す

る

の

で
す

が

、
陽

明

学

は

実
践

窮

行

に
な

る

。
●
「
行

」

が
無

か

っ
た

ら

、
そ

れ

は
幾

ら

聖

人

の

言

葉

を

覚

え

て
科

挙

に

パ

ス
し

て
も

、

一
生

知
識

を

集

め

る
だ

け

で
聖
人

に
な

り
得

な

い
。

こ

れ

は
陸

象

山

が
朱

子

に
し

か

け

た
論

争

で
す

が

、

「
あ

ん
た

は

一
生

勉
強

し

て
知
識

だ

け

い
く

ら

覚

え

て
も

、

決

し

て
聖

人

に
は

な
れ

な

い

」
と

い
う
論

理

で
す

。

で
す
か

ら
陽

明
学

の
本

質

は

、
実
践

窮

行

、
知
行

合

一
に
あ

っ
て

、
常

に
心

を

カ

ル
テ

ィ

ベ
イ

ト
し

て
最

善

の
と

こ
ろ

ま

で
行

か

な
け

れ
ば

な

ら

な

い

の

で
す

。
学
問

を

す
る
プ

ロ
セ

ス
そ

れ
自

体

が

行
動

を

土
ハ
に
し

な

い

と
意

味

が

な

い
と

い
う

の
が

、

朱
子

学

と

違

う
と

こ
ろ

で
す

。

そ
う

い
う

学
問

内

容

を

持

っ

て

る
陽

明
学

者

の
大

塩

平

八
郎

を

、
思

想

家

と

し

て

で
は

な
く

、

精

神
病

の
犠
牲

者

と

い

っ
た

よ

う

な
見

方

で
思

想

と

行

動
を

別

の
も

の
と

し

て
研

究

し

て
い
く

方

法

に
は
問

題

が
あ

る
と

私

は

思

い
ま
す

。
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***** 発表を終えて *****

外国人 が、 巳本 の思想史 を研究するには言葉
の問題か ら始め、いろんな面で限界がある。そ

れ も特定分野に関する日本 での研究成果をあつ
めて問題点 を検討する とい うのは とて ものこと
で、ある意味ではなまいきな行動になるかも知
れ ない。

ここで発表 したのは、本人が1982年 の博士論

文で提起 したargumen七 と、その後出 た論文著
書等を私 な りに検討 した一つの試論 にすぎな
い。

もともと思想 と行動、理論 と実際の乖離問題

は東洋で も西洋で も知識人 を悩 まして来た、 な
かなか解決で きない問題である。 しか し、 「あ
る歴史を知 るため には、その歴史を記録 した歴
史家を知 らなくてはならない し、その歴史家 を
知 るためには、その歴史家 が生 きた時代 を知 ら
な くてはな らない。」 とい うE.H.Carrの 話 を
この大塩 の研究 に適用す ると、彼の思想 と行 動
を別の もの として取 り扱 う仕事は とて もおか し
いことだ と私は思 う。

ここで発表 したのを、 またprintす るとい

う話を聞いて一層 こわ くてはずか しい気持ち に
なるけれ ど、 日本の研究者達 に大 きくしか られ
る覚悟で小さい声で隠れて0,K,と する。

、
奢 刻 墾
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日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 … 覧

回 年 月 日 発 表 者 ・ テ ー マ

1

62.10.12
(1987)

ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ 大学 助 教 授)

AlessandroVALOTA

「近 代 日本 の 社会 移 動 に関 す る一一、二 の考 察 」

2

62.12.11

(1987)

エ ンゲ ルベ ル ト ・ヨ リッセ ン(日 文 研客 員助 教 授)

EngelbertJORIﾟEN

厂南 蛮 時 代 の 文書 の成 立 と南 蛮 学 の発 展 」

③
G3.2.19
(1988)

リーA.ト ンプ ソ ン(大 阪大 学 助 手)

LeeA.THOMPSON

「大 相 撲 の 近 代 化 」

4

63.4.19

(less)
フォ ス コ ・マ ライ ー 二(日 文 研 客 員 教 授)

FoscoMARAINI

「庭 園 に見 る東 西文 明の ちが い 」

⑤
63.6.14

f19881
宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
SONGWhiCl-iil
f大 塩平 八郎研究の問題点」

6

63.8.9
(1988)

セ ップ ・リ ンハ ル ト(ウ ィー ン大 学 教 授)

SeppEINHART

「近 世 後 期 日本 の 遊 び 一拳 を中心 に 一 」

⑦
63.10.11
(1988)

ス ーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサ ス大 学 助 教 授)

SusanNAPIER

「近 代 日本 小 説 にお け る女 性 像 一現実 と幻 想 一」

⑧
63.12.13

(1988}

ジ ェー ム ズC.ド ビ ンズ(オ ベ リン大 学 助 教 授)

JamesL.DOBBINS

「仏 教 に生 きた中 世 の女 性 一恵信 尼 の書 簡 一」

'9
元.2.14

(1989)

厳 安生(北 京外国語学院 日本語学 部助教授)
YANAnSheng
「中国人留学生 の見 た明治 日本」

⑩
元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副 所長)
LIUJingwen
厂教育投資 と日本 の戦後経済高度成長 」



⑪

一
・兀 .5.9

(1989)

ス ザ ン ヌ ・ゲ イ(オ ベ リン大 学 助教 授)

SuzanneGAY

厂中 世 京 都 にお け る土 倉酒 屋 一都市 社 会 の 自由 とそ

の 限 界 一」

11

元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都 工 芸 繊 維 大学 助 教 授)
HSIAGang

厂イ ン タ ビ ュー ・ノン フ ィ クシ ョンの可 能 性 一猪 瀬

直樹 著r日 本凡 人 伝 』 を手 掛 りに 一」

13

元.7.11

(1989)

エ ル ンス ト ・ロ コバ ン ト(東 洋 大学 助 教 授)

ErnstLOKOWANDT

「国家 神道 を考 え る」

14
元.8.8

(1989)

キ ム ・レー ホ(ソ 連 科学 アカ デ ミー ・世 界 文 学 研 究

所 教 授)
KIMRekho

「近 代 日本 文 学 研 究 の 問題 点 」

15
元,9.12

(1989)

ハ ル トム ー ト0.ロ ー ター モ ン ド(フ ラ ンス 国立 高

等 研 究 院教 授)

HartmutO.ROTERMUND

「江 戸 末 期 に お け る疱瘡 神 と疱 瘡絵 の 諸 問 題 」

16

元.10.3

(1989)

汪 向榮(中 国中 日関係史研究会常務理事 ・日文研
客員教授)
WANGXiang-rung

「弥生時期 日本に来た中国人」

17

一
兀.11.14

(1989)

ジ ェフ リー ・ブ ロ ー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教

授)
JeffreyBROADBENT

「地 域 開 発 政 策 決 定過 程 を通 してみ た 日米 社 会 構造

の 比 較 」

18

一
兀.12.12

(1989)

エ リ ッ ク ・セ ズ レ(フ ラ ンス 国立 科 学 研 究 所 助 教

授)

EricSEIZELET

厂日本 の 国 際 化 の展 望 と外 国 人労 働者 問題 」



2.1.9 ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンデ ィアナ大 学 準 教 授)

19 (1990) SumieJONES

厂レ トリ ック と して の江 戸 」

2.2.13 カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学 系外 国人教

⑳ (1990) 師)
Carl$ECKER

「往生 一日本の来 生観 と尊厳死の倫理 」

2.4.10 グ ラ ン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザ ス 大学 教 授 ・日

(1990) 文研客員教授)
⑳ GrantK.GOODMAN

「忘れ られ た兵士
一戦争中の 日本に於 けるイ ン ド留学生」

2.5.8 イ ア ン ・ヒデ オ ・リー ビ(ス タ ンフ ォー ド大 学 準 教

(1990) 授 ・日文研客員助教授)
22 IanHideoLEVY

「柿本人 麿 と日本文 学 にお けるr独 創性 』 につ い

て 」

2.6.12 リヴィア ・モネ(ミ ネ ソタ州立大学助教授)
23 (1990) LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体 」

2.7.10 李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部
(1990) 講師

24 LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇
一文化伝統か らの一考察 一」

2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員
25 (1990) 助教授)

MAXing-guo

厂正月の風俗 一中 国 と日本」

2.10.9 ケ ネ ス ・ク ラフ ト(リ ハ イ大 学助 教 授)

26 G99の KennethKRAFT

「現 代 日本 に お け る仏 教 と社 会活 動 」



27 2.11.13 アノ丶マ ドM.フ ァ トビ(カ イ ロ大 学 講 師)

(1990) AhmedM.Fatthy

「義経文学 とエ ジプ トのべ一パルス王伝説 に
おける主従関係の比較」

3.1.8 カ レル フ ィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研
28 (1991) 客員助教授)

KarelFiala

r言 語学 か らみたr平 家物語 ・巻一 』の成立過程」

3.2.12 ア レ クサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科 学 ア カデ ミー

(1991) 東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.Dolin

「ソビエ ッ トの 日本文学翻訳事情
一古典か ら近代 まで一」

3.3.5 ウイ ーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研

(1991j 究員)
30 WybeP.Kuitert

「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報
一ゲ オル グ ・マイ ス テ ル の旅 一 」

○は報告書 既刊



**********

非売品

発行 日1991年3月29日

編集発行 国際 日本文化研究センター

京都市西京 区御陵大枝山町3-2

電言舌(075)335-2222

問合先

ｩ1991

国際日本文化研究センター

管理部 ・研究協力課
**********

国際 日本文化研究セ ンター







■ 日時

1988年6月14日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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