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経歴

川勝平太さんが選ぶ
徳川家康公を表現する一文字。

徳川家康は朱子学を重んじました。
学祖の朱子は四書（大学・論語・中
庸・孟子）を重んじ、四書は江戸時代
の武士の必読文献でした。「大学」の
本文冒頭には「大学の道は明徳を明
らかにするにあり」とあります。すべて
の武士が有徳の人をめざしたのです。

著書のご紹介

紀伊国屋書店、後に中央公論新社

ノエル・ペリン著、川勝平太訳
「鉄砲を捨てた日本人　　　
　　　　日本史に学ぶ軍縮」

ダートマス大学でアメリカ文学を教
える著者が、日本の歴史に教訓を
汲みとった反戦・反核の書。16世
紀後半に西洋と日本がともに鉄砲
の時代を迎えながら、なぜ日本は、
鉄砲の放棄・削減による平和への
道を歩んだのか。

と
対
照
的
で
す
。

　

ノ
エ
ル・ペ
リ
ン
は『
鉄
砲
を
捨
て
た
日
本
人-

日

本
史
に
学
ぶ
軍
縮
』（
拙
訳
、中
公
文
庫
）で
、徳
川

時
代
の
軍
縮
は
世
界
史
上
類
例
が
な
く
、核
競
争

の
続
く
現
代
に
お
い
て
、そ
の
叡
智
に
学
ぶ
べ
き
で

あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。江
戸
時
代
の
鎖
国
は
負

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
、鎖
国
は
、そ
れ
ま
で
大
陸
文
明
に
依
拠
し

て
い
た
の
と
異
な
り
、日
本
が
自
立
し
た
こ
と
の
証

し
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
武
士
は
、刀
よ
り
も
筆
を
と
っ
て

学
問
を
し
、徳
を
磨
い
た
知
識
人
で
す
。「
パ
ク
ス・

ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」の
平
和
の
も
と
で
、明
治
維
新
後

に
ア
ジ
ア
最
初
の
近
代
化
を
担
う
人
材
の
育
成
が

進
み
、独
自
の
日
本
文
化
が
成
熟
し
ま
し
た
。江

戸
時
代
は
今
日
の
ふ
じ
の
く
に
の
理
想「
富
国
有

徳
」の
先
駆
け
で
す
。そ
の
基
礎
を
築
い
た
徳
川
家

康
の
功
績
は
改
め
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

戦
国
時
代
は
軍
事
革
命
の
時
代

　

Ｇ・パ
ー
カ
ー
は
名
著TheM

ilitary
Revolution

（
直
訳
で
は『
軍
事
革
命
』、邦
訳
名
は『
長
篠
合

戦
の
世
界
史
』同
文
舘
）で
、ヨ
ー
ロッ
パ
が
世
界
を

制
覇
し
た
の
は「
16
世
紀
の
軍
事
革
命
」を
経
験

し
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。軍
事
革
命
と
は

「
火
器
の
使
用
」「
軍
隊
の
増
強
」「
要
塞
の
強
化
」

の
三
つ
を
さ
し
ま
す
。

　
パ
ー
カ
ー
の
関
心
は
ヨ
ー
ロッ
パ
で
し
た
。同
じ
16

世
紀
の
日
本
は
歴
史
上
の「
戦
国
時
代
」に
当
た

り
、「
軍
事
革
命
」の
三
要
件
を
す
べ
て
実
現
し
て

い
ま
し
た
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、戦
国
時
代
の
日
本
の

軍
事
力
は
ヨ
ー
ロッ
パ
の
ど
の
国
を
も
凌
駕
し
て
い

た
と
見
ら
れ
ま
す
。

　
一
五
四
三
年
に
種
子
島
に
伝
来
し
た
火
縄
銃
は

翌
年
に
国
産
化
さ
れ
、ア
ッ
と
い
う
間
に
全
国
の
戦

国
大
名
に
普
及
し
ま
し
た
。織
田
信
長
と
徳
川

家
康
の
連
合
軍
が
、一
五
七
五
年
の
長
篠
合
戦
で
、

武
田
勝
頼
軍
に
圧
勝
し
ま
し
た
が
、長
篠
合
戦

は
、当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ど
の
戦
争
と
比

較
し
て
も
、使
わ
れ
た
鉄
砲
の
数
で
も
戦
術
で
も

は
る
か
に
高
い
水
準
に
あ
り
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
の
日
本
で
は
、火
器
の
生
産
と
使
用

の
拡
大
、軍
隊
の
増
強
、鉄
砲
の
使
用
に
伴
な
う

城
郭（
要
塞
）の
山
城
か
ら
平
城
へ
の
大
変
化
を
遂

げ
ま
し
た
。当
時
の
日
本
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
勝
る

軍
事
革
命
を
経
験
し
て
お
り
、世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
軍
事
大
国
で
し
た
。

世
界
的
に
評
価
さ
れ
る
家
康
の
軍
縮
政
策

　

信
長
の
死
後
、秀
吉
が
天
下
を
と
り
、朝
鮮
侵

略
を
断
行
し
ま
し
た
。秀
吉
の
派
遣
軍
は
侵
略
当

初
は
破
竹
の
進
撃
を
見
せ
ま
し
た
。そ
れ
は
鉄
砲

を
用
い
た
軍
事
力
で
朝
鮮
王
国
よ
り
も
優
位
に
立

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。し
か
し
明
の
大
軍
が
加
わ

り
、戦
線
は
膠
着
状
態
に
な
り
ま
し
た
。

　

家
康
は
九
州
ま
で
行
き
ま
し
た
が
、玄
海
灘
を

渡
っ
て
い
ま
せ
ん
。そ
の
態
度
が
、家
康
が
天
下
の

覇
権
を
握
っ
た
と
き
、李
氏
朝
鮮
王
国
と
平
和
的

な
国
交
を
回
復
で
き
た
要
因
で
す
。家
康
の
対
外

政
策
の
基
軸
は
経
済・文
化
交
流
で
し
た
。つ
ま
り

平
和
的
で
し
た
。

　
一
方
、国
内
政
策
で
は
、鉄
砲・火
薬
製
造
の
規

制
を
し
、結
果
的
に
世
界
史
で
も
稀
な
軍
縮
政
策

を
進
め
ま
し
た
。江
戸
時
代
に
は
鉄
砲
生
産
は
縮

小
し
、鉄
砲
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
い
社
会
と

な
り
、現
代
の
学
者
は「
パ
ク
ス・ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ（
徳

川
の
平
和
）」と
呼
ん
で
い
ま
す
。平
和
な
時
代
を

謳
歌
し
た
日
本
は
、同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が

富
国
強
兵
を
国
策
と
し
て
覇
権
主
義
に
走
っ
た
の
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