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英
文
季
刊
誌
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
オ
ー
ク
リ
ー
』
一
九
八
三
年
冬
季
号

（
朝
日
新
聞
社
・
第
三
十
巻
四
号
）
に
お
い
て
、
私
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
氏
の
著
書
『
私
塾
』
に
つ
い
て
書
評
し
た
。
そ
れ
は
、
私

の
日
本
文
を
小
野
寺
禎
二
氏
が
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
枚
数

の
制
約
が
あ
っ
た
た
め
、
十
分
な
意
図
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
、
こ
こ
に
原
文
に
修
改
と
補
充
と
を
行
な
っ
て
再
書
評
す
る
こ
と
と

す
る
。
ま
た
、
そ
の
相
違
を
示
す
た
め
に
、
小
野
寺
氏
の
英
訳
（
原
書
評
）

も
併
載
し
て
お
く
。
な
お
、
英
訳
前
の
原
日
本
文
は
、
英
訳
し
や
す
い
よ

う
な
日
本
文
に
書
い
た
た
め
、
欧
文
的
な
惑
じ
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
併
載
の
関
係
上
、
原
書
評
相
当
分
の
日
本
語
は
、
日
本
語
ら
し
い
日

本
語
に
あ
え
て
修
正
し
な
い
で
お
い
た
。

x

x

x

 

本
書
は
、
日
本
の
江
戸
時
代
の
私
塾
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
著
者

は
、
現
在
、
ハ
ワ
イ
大
学
日
本
学
科
助
教
授
で
あ
る
。

著
者
は
、
か
つ
て
日
本
に
留
学
し
、
多
く
の
力
最
あ
る
日
本
人
研
究
の

書
評

リ
チ

ャ
ー
ド
〇

指
導
を
受
け
た
。
だ
か
ら
、
使
用
文
献
の
選
択
に
お
い
て
、
ほ
ぽ
誤
り
が

な
く
、
研
究
書
と
し
て
の
水
準
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
、

日
本
人
の
論
文
を
収
集
し
整
理
す
る
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、
自
己
の
見
解

は
あ
ま
り
な
く
、
い
わ
ゆ
る
概
説
書
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

外
国
人
の
日
本
研
究
書
と
し
て
よ
く
あ
る
形
の
も
の
で
あ
る
。

峯
日
の
構
成
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
は
、
私
婆
を
学
習
目
的
に
よ
っ

て
儒
学
・
蘭
学
（
洋
学
）
・
国
学
な
ど
の
分
野
の
塾
に
わ
け
る
。
そ
し
て
、

そ
の
各
分
野
に
お
い
て
、
代
表
的
な
塾
の
例
を
挙
げ
、
時
代
順
に
並
べ
て

考
察
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
江
戸
時
代
、
藩
に
は

藩
校
が
あ
っ
た
が
、
庶
民
や
下
級
武
士
と
は
関
係
が
少
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
彼
ら
は
私
塾
で
勉
強
し
た
。
さ
ら
に
は
遊
学
し
て
、
他
の
土

地
の
有
名
な
私
塾
に
人
学
し
た
。
こ
の
遊
学
に
よ
っ
て
、
各
地
の
い
ろ
い

ろ
な
人
物
と
知
り
あ
い
に
な
り
、
ま
た
、
考
え
か
た
も
自
由
に
な
っ
た
。

江
戸
時
代
末
期
、
こ
の
遊
学
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
有

ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
著

『
私
塾
』

加

地

伸

行

(38) 
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能
な
新
人
の
登
場
を
可
能
に
し
、
ま
た
全
国
的
に
交
流
が
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
特
に
下
級
武
士
は
、
こ
の
遊
学
に
よ
っ
て
、
自
由
に
学
び
、

自
由
な
考
え
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
、
こ
の
下
級
武
士
の
中
か
ら
、

指
導
者
が
多
く
生
れ
、
明
治
維
新
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
近
代

日
本
の
発
展
が
始
ま
る
、
と
。

一
般
に
、
欧
米
人
が
日
本
研
究
を
行
な
う
目
的
の
―
つ
は
、
日
本
が
明

治
維
新
に
成
功
し
、
そ
の
後
、
燈
異
的
な
発
展
を
遂
げ
た
原
因
は
何
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
も
ま
た
同
じ
観
点

で
あ
り
、
そ
れ
を
教
育
の
面
に
お
い
て
探
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
先
駆

者
で
あ
る

R.
D
o
r
e
教
授
の
占
E
d
u
c
a
t
i
o
n
in 
T
o
k
u
g
a
w
a
 J
a
p
a
n
"
 

の
成
果
を
継
承
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
は
、
一

般
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
自
身
の
研
究
に
は
、
あ
ま
り
な
い
。

書
の
特
色
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
著
者
は
多
く
の
日
本
語
文
献
を
丹
念

に
読
み
、
そ
れ
を
計
雇
化
し
て
、
自
己
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
塾
の
学
生
の
出
身
地
を
調
査
し
、
出
身
者
の
数
を
出
身
地
の
地

図
の
上
に
記
し
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
数
も
範
囲
も
し
だ
い
に

増
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
う
し
た
数
値
に
よ
っ
て
、
時
間
が
た
つ
に

つ
れ
て
遊
学
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
著
者
は
実
に
多
く
の
日
本
語
文
献
を
読
ん
で
お
り
、
し
か
も

そ
れ
を
生
か
し
て
自
己
の
着
実
な
論
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
敬
意
を
表

す
る
に
価
す
る
。
本
書
に
よ
っ
て
、
私
は
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
文
献
の

存
在
を
知
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
著
者
の
猛
烈
な
勉
強

ぶ
り
を
伝
え
る
大
著
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

し
か
し
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
著
者
は
遊
学
を
江
戸
時
代
の
特

色
と
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
以
前
で
も
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
僧
侶
は
勉
学
や
修
行
を

目
的
と
し
て
、
か
な
り
遠
い
土
地
の
寺
院
に
行
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
庶

民
（
武
士
は
そ
の
こ
ろ
地
位
が
低
く
庶
民
の
中
に
入
れ
て
よ
い
）
に
は
、

そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
は
昔
か
ら
遊
学
の
習
慣
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
、
著
者
は
、
今
後
、
江
戸
時
代
以
前
の
遊
学
に
つ
い
て

検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
著
者
が
挙
げ
て
研
究
し
た
代
表
的
な
熟
の
例
は
、
必
ず
し
も
適

切
と
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
江
戸
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
繁
栄
し
た

大
き
な
熟
、
大
阪
の
懐
徳
堂
こ
そ
、
代
表
的
な
塾
の
―
つ
で
あ
る
。
そ
れ

を
研
究
し
な
い
で
、
九
州
に
あ
っ
た
小
さ
な
塾
の
咸
宜
園
を
な
ぜ
研
究
対

象
と
す
る
の
か
、
そ
の
十
分
な
理
由
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
時
代
、
地
方
の
有
力
な
商
人
や
豪
農
た
ち
は
、
中
央
の
著

名
な
学
者
を
招
聘
し
、
何
日
か
宿
泊
し
て
講
義
を
し
て
も
ら
っ
た
り
、
い
っ

し
ょ
に
詩
作
の
会
を
開
い
た
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
生
が
遊
学
し

て
他
の
土
地
へ
勉
学
に
行
く
こ
と
と
逆
に
、
中
央
の
学
者
に
講
演
を
依
頼

し
て
来
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
文
化
の
全
国
的
交
流
に

た
い
へ
ん
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
も
今
後
研
究

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
日
本
語
に
は
、
ひ
ら
か
な
と
い
う
便
利
な
表
音
文
字
が
あ
り
、

こ
れ
を
学
習
す
れ
ば
、
日
本
語
の
ほ
と
ん
ど
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ひ
ら
か
な
は
学
習
し
や
す
い
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
、

(39) 
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江
戸
時
代
に
庶
民
に
ま
で
文
字
学
習
が
広
ま
り
、
今
体
の
教
育
水
準
が
上
っ

た
の
で
あ
る
。
学
習
し
に
く
い
漠
字
し
か
な
い
中
国
で
は
、
な
か
な
か
教

育
水
準
が
上
ら
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
ひ
ら
か
な
の
持

つ
重
要
な
教
育
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
、
私
塾

が
普
及
し
た
背
後
に
、
学
習
容
易
な
ひ
ら
か
な
と
い
う
日
本
語
特
有
の
性

質
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
掘
り
さ
げ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
著
者
の
日
本
語
理
解
能
力
は
、
非
常
に
す
ぐ
れ
て
お
り
、
ま
た

日
本
に
つ
い
て
の
知
識
も
豊
富
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
の
生
活
習
慣

な
ど
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
加
え
て
お
か
ね
ば
、
日
本
の
生
活
習
慣
を

知
ら
な
い
欧
米
人
読
者
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
著
者
は
塾
の
規
則
に
つ
い
て
こ
う
言
う
。

A
m
o
n
g
 the m
o
r
e
 interesting 
w
a
r
n
i
n
g
s
 w
e
r
e
 :
 "D
o
n
'
t
 

b
o
r
r
o
w
 otehr students'umbrellas, 
shoes, 
or clothes," 

占

T
a
k
e
a
 b
a
t
h
 every 
t
w
o
 o
r
 three 
d
a
y
s
 a
n
d
 m
o
r
e
 0
 ften 

in 
the 
s
u
m
m
e
r
,
"
 
"
D
o
n
'
t
 use 
f
u
t
o
n
 (bedding) 
in 
the 

9
9
 

d
a
y
t
i
m
e
 unless 
sick. 

日
本
人
は
か
つ
て
下
駄
と
い
う
寸
法
が
自
由
な
は
き
も
の
を
は
い
て
い

た
。
下
駄
は
だ
れ
の
足
に
で
も
合
う
。
だ
か
ら
他
人
の
下
駄
を
借
り
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
欧
米
人
の
s
h
o
e
s
の
使
用
方
法
と
ま
っ
た
＜

異
な
る
。
着
物
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
は
湿
気
の
多
い
気
候
で
あ

り
砂
ぼ
こ
り
が
た
ち
や
す
い
の
で
、
不
潔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
よ
く
風

呂
に
は
い
る
習
慣
が
あ
る
。
ま
た
、
f
u
t
o
n
は
朝
起
き
る
と
押
し
入
れ

に
収
納
し
、
ベ
ッ
ド
の
よ
う
に
人
の
目
に
触
れ
る
状
態
に
し
な
い
。
こ
の

よ
う
な
生
活
習
慣
に
基
い
て
、
婆
の
規
則
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
日
本

人
に
と
っ
て
は
当
然
の
規
則
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
こ
の

よ
う
な
点
に
興
味
を
抱
く
と
す
れ
ば
、
図
ら
ず
も
、
日
本
と
欧
米
と
の
文

化
の
相
違
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
、
欧
米
人
の
日
本
研
究
に
つ
い
て
抱
く
関
心
は
、

主
と
し
て
こ
の
点
（
日
本
と
欧
米
と
の
比
較
文
化
）
に
あ
る
。
近
代
日
本

発
展
の
原
因
探
究
と
い
う
欧
米
人
の
研
究
視
点
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
日

本
人
は
、
あ
ま
り
関
心
を
抱
い
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
欧
米
と

の
関
係
に
、
欧
米
人
は
日
本
と
い
う
秘
密
に
と
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
関
心

を
抱
く
と
い
う
す
れ
ち
が
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
す
れ
ち
が
い
は
や
む
を
え

な
い
も
の
で
あ
る
。
欧
米
人
の
日
本
研
究
が
今
後
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
ゆ

く
な
ら
ば
、
い
つ
か
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
関
心
と
重
な
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
今
は
、
欧
米
人
の
日
本
研
究
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、

本
書
の
よ
う
な
、
近
代
日
本
発
展
の
原
因
探
究
と
い
う
典
型
的
な
欧
米
人

の
日
本
研
究
が
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味

に
お
い
て
な
ら
ば
、
本
書
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

x

x

x

 

本
稿
を
再
校
中
、
岸
田
知
子
氏
よ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
御
指
教
を
得
た
。

『
私
塾
』
は
、
ア
メ
リ
カ
で
原
書
が
刊
行
さ
れ
る
前
に
、
石
附
実
•
海

原
徹
両
氏
に
よ
っ
て
訳
本
が
サ
イ
マ
ル
出
版
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
書
評
と
し
て
、
た
と
え
ば
新
堀
通
也
氏
の
も
の
（
昭
和
五

七
年
五
月
十
四
日
号
「
週
刊
ボ
ス
ト
」
）
が
あ
る
o

私
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
ら
ず
、
昭
和
五
十
八
年
春
、
朝
日
新

聞
社
よ
り
託
さ
れ
た
原
書
を
読
了
し
て

評
を
書
い
た
o

(40) 
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PRIVATE ACAD瞑 IES OF TOKUGAWA JAPAN 

By Richard Ru hinger 
Princeton, N. J.: Princeton University Press. 1982. 250 pp. $34. 50 

Western studies on Eda-period history almost invariably seek the key to the success 
of the Meiji Restration and to Japan's subsequent modernization. "In Private 
Academies of Tokugawa Japan", Richard Rubinger finds that key in education. In this 
sense, his work builds on Ronald Dore's poineer study, "Educaton in Tokugawa Japan." 
I must say that as a Japanese historian I find the Western preoccupation with this "key" 
somewhat tiresome. 

Rubinger divides private schools according to their specialty, such as Chinese studies, 
Dutch studies and kokugaku, and examines chronologically what he considers representa -
tive examples of each type. He argues that because commoners and low-ranking 
samurai could rarely gain admission to clan schools, those who disired to study had 
no choice but to attend private schools. The more ambitious of those students left 
their own feudal domains to attend well―known institutions in other areas, mainly the 
large cities. In so doing, they came into contact with a variety of people, and in the 
process, became more liberal in their thinking. At the same time, the custom of 
studying outside one's domain led to the interchange of ideas on a nationwide scale, 
and brought competent persons into national prominence. The lower-ranking samurai, 
in particular, he says, benefited from the experience,eventua!Iy becoming the motive 
force behind the Meiji Restoration and the modernization of Japan. 

Rubinger backs up his thesis with numerical data obtained through an exhaustive 
survey of the relevant Japanese literature. He shows, for instance, with maps 
pinpointing the birthplaces of schools'students how the custom of studying outside 
one's domain became increasingly common as the years passed. In its attention to 
documentation, Rubinger's study is impressive, indeed. 

Although I agree for the most part with the author's statements a few points 
deserve comment. For one thing, he makes no mention of the fact that rich merchants 
and farmers in the provinces often invited well-known scholars to their homes, where 
the latter would lecture to, or compose poetry with, their hosts. Undoubtedly this 
custom, too, greatly promoted nationwide cultural exchange. In a sense it was a 
reverse flow from city to countryside. For another, he implies that the custom of 
persons traveling outside their domains to study is an Edo-period phenomenon; in 
fact, it predates the Edo-period considerably. In the Heian and Kamakura periods as 
well, Buddhist monks traveled great distances to study and train. 

One can also sometimes take issue with the author's selection of representative 
schools. He does not, for instance, mention the Kaitokud'l:i, which prospered in Osaka 
from the middle of the Edo-period and which is certainly a representative school. And 
why does he take up the Kangien, a small Kyushu school? He might have explained the 
criteria behind his choices. 

The author should also have treated in more detail the role of the Japanese phonetic 
script hiragana in the diffusion of learning among the masses. In fact, one of the 
reasons the level of education in China was so slow to rise was the difficulty people had 
in learning Chinese characters. The development in Japan of the simple hiragana script 
contributed directly to the proliferation of private academies in the Edo period. 

Academic works on Japan written by foreigners tend to be long on generalities. 
"Private Academies of Tokigawa Japan" is no exception. The views put forth in the 
book are predominantly those of Japanese scholars. But because Dr. Rubinger has read 
widely and wisely, his book is reliable and well worth reading. 
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