
自
由
大
学
研
究
に

つ

い

て

の

覚
書

-
教

養
概
念
を

め

ぐ
っ

て

1
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黒

沢

惟

昭

一

本
稿
は

筆
者
自
身
の

自
由
大
学
研
究
で

も
､

従
来
の

白
由
大
学

研
究
に

関
す
る

諸
研
究
に

つ

い

て

詳
細
な

研
究
史
的
位
置
づ

け
を

試
み

た

も
の

で

も

な

い
｡

自
由
大
学
1
特
に

上

田

自
由
大
学

-
研
究
上
の

問
題
点
に

社
会

教
育
研
究
の

観
点
か

ら

若
干
の

メ

ス

を

入

れ
る

こ

と
､

い

い

か

え

れ

ば

近

年
の

自
由
大
学
研
究
と

社
会
教
育
理

論
の

接
点
と

思

わ

れ

る

領

域
に

つ

い

て

の

さ

さ

や

か

な

私
見
の

展
開
を

試
み

る
こ

と

が

本

稿
の

目

的
で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

自
由
大
学
運

動
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

が

当

時
の

文

部

省

(

官
制

)

に

よ

る

青
年

､

成
人
教
化
に

対

す
る

民
衆
の

自
由
の

主

張
と

し

て

高
く

評
価
さ

れ

な

が

ら

も

｢

教
養
主
義
+

と

い

う
欠
陥
を

ま

ぬ

が

れ
て

い

な
か

っ

た

と
い

う

限
界
が

指
摘
さ

れ
て

い

る

の

は

周
知
の

と

こ

ろ
で

あ

る
｡

先
学
の

労
作
に

よ
っ

て

こ

の

点
を

や
や

具
体
的
に

み
て

み

よ

う
｡

た

と

え

ば

自
由
大
学
研
究
の

始
祖
的
存
在
で

あ

る

宮
坂
広
作
に

よ

れ

ば
､

自

由
大
学
の

運
動
は

｢

マ

ル

ク

ス

に

倣
っ

て
､

『

労
働
と

教

育
と

の

結

合
を

第
一

に

重

要
な
る

も
の

と

考
へ

』

(

『

信
南
自
由
大
学

趣
旨

書
』

)

る

点
に

お
い

て
､

凡
百
の

講
習
会

､

講
演
会
と
は

此

す
べ

く
も

な
い

画
期
的
な

建

学
の

精
神
に

立

脚
し
て

い

た

が
､

労
働
と

教
育
と

の

関
係
を

単
に

外
的
に

結
び
つ

け
る

だ

け
で

､

『

労

働
し
っ

っ

学
ぶ
』

こ

と

じ
た

い

に

『

学
校

と

し
て

の

本
義
』

を

置
き

､

結

局
生

産
労
働
に

内
在
す
る

問
題
と

講
義
内
容

と

が

遊
離
す
る

と

こ

ろ

か

ら
､

一

種
の

教

養
主

義
に

転

落

し

て

し

ま
っ

(

1
)

た
｡

+

と

い

う
こ

と

に

な

る
｡

松
村
恵

一

も
､

｢

自
由
大
学
理

念
を

形
成
し

(

2
)

実
践
し
た

発
起
人
お

よ

び

講
師
に
+

は

｢

大
正

デ
モ

ク

ラ
シ

ー

理

念
の

思

想
史
上
の

特
徴
と

し
て

考
え

ら
れ

る
､

『

普
遍
的
人

類
の

問
題

､

個

人
の

問
題
』

が

採
り

上

げ

ら
れ

て
､

『

日

本
の

現
実
の

生
活

的
土

壌
や

､

実
感

的
世

界
に

根
を

下
さ

な
い

､

い

わ

ゆ

る

知
識
の

断
片
で

し

か

な
い

教
養
を

､

イ
ン

テ

リ

ゲ
ン

チ

ャ

の

教
養
』

と

し
て

､

生

活
実
感
を

含
め

た

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

か

ら

超
絶
し

た

次
元
に

お

け
る

内
省

､

人

格
自
律
を

教
育
目
的
の

究

極
と

す
る

方
法
論
に

過
ぎ

な
い

傾
向
を

端
的
に

指

摘
す

る

こ

と

が

で

き

(

3
)

る
+

と

述
べ

ら

れ

て
､

さ

ら
に

､

そ
の

具
体
的
担
い

手
と

し

て

の

農
民

(

4
)

(

農
村
青
年
)

､

教
師
等
の

聴
講
者

達
の

側
に

は
､

｢

そ

の

獲

得

し

た

智

(

5
)

識
を

如
何
に

生

活
化
し

得
た

か

の

観
点
か

ら
こ

れ

を

評
価
す
る

と

き
+

そ

の

運
動
は

｢

単
な
る

学
問
へ

の

要
求

､

向
学
心

を

満
た

す
た

め
に

自
主
的

(

6
)

に

講
座
を

選
択
し
た

と

考
え

ら
れ

る
一

面
も

あ

る
+

と

主

張
す

る
｡

さ

ら

に

大
槻
宏
樹
も

､

｢

学
校
教
育
中
心
の

教
育
か

ら
､

社
会
教
育

中
心

の

教

育
体
制
へ

の

構
想

･

展
望
の

中
に

も
､

生
き

生
き

と

し

た

自
由
大
学
の

息

(

7
)

吹
き

が

感
じ

ら

れ
+

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

｢

そ

れ

ら
の

主

張
が

必

ず
し

(

8
)

も

結
実
を

み

た

わ

け
で

は

な
か

っ

た
+

の

は

｢

教
育
と

労
働
と
の

結
合
を

9

唄
い

な

が

ら

も
､

生

産
活

動
を

妨
げ

な
い

時
間
を

利
用
し

た

教
育
に

止

ま

甜
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(

9
)

っ

て

い
+

た

た

め
に

｢

労
働
の

中
に

そ

の

原
理
を

導
き

出
す
こ

と

が

不

可

(

10
)

能
で

あ
っ

た
+

こ

と

に

よ

る

と

す

る
｡

し

た

が
っ

て
､

そ

こ

に

自
由
大

学

(

11
)

運
動
自
体
が

や

が

て

｢

教
養
主

義
に

埋
没
し
て

い

く

問
題
が

潜
ん

で

い

+

た

と

前
二

者
と

ほ

ぼ

同
様
の

見
解
を

述
べ

ら
れ

て

い

る
｡

さ

ら

に

こ

の

見

(

8
)

(

9
)

解
は

昭

和
期
の

上

田

自
由
大
学
の

発
掘

､

伊
部
自
由
大
学
と

の

対

比

研
究

に

よ
っ

て
一

層
定
説
化
の

度
を

深
め

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

以
上

み

ら

れ

る

よ

う
な

定
説
的
見
解
に

対
し

て

反
対

論
が

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

た
と

え
ば
ユ

ニ

ー

ク

な

教
育
論
で

知
ら

れ

る

佐

藤

忠

男
は

､

｢

自
由
大
学
の

教
養
主
義
が

疑
問
で

あ

る
と

し

た

ら
､

一

般
の

大
学
の

講

義
の

主
な

部
分
を

占
め

て

い

る

教
養
課
目
も

お

な
じ

よ

う
に

疑
問
な

わ

け

で

あ

る
｡

一

般
の

大
学
で

教
え
る

教
養
は
い

い

が
､

自
由
大
学
の

教
養
主

(

10
)

義
は

旦

那
衆
の

お

道
楽
だ

と

い

う
こ

と

に

は

な

る

ま
い

｡

+

と

反
論
さ

れ
､

さ

ら
に

土

田

香
村
の

教
育
論
に

言
及
し
っ

つ

以

下
の

如
く

主
張
さ

れ

る
｡

｢

香
村
が

自
由
大
学
運
動
を
つ

う
じ

て

実
現
し

ょ

う
と

し
た

も

の

が
､

国

家
の

教
育
管
理
か

ら

教
育
を

自
由
に

す
る
こ

と

で

あ
っ

た

こ

と

は

改
め
て

注
目
さ

れ

て

よ
い

｡

教
養
主

義
は

､

権
威
あ

る

教
養
と

引
き

換
え
に

社
会

的
な
地

位
を

保

証
し
て

や

る

と

い

う
よ

う
な

学
歴
制
度
と

結
び

つ

い

て

い

る

か

ぎ

り
､

ま
こ

と

に

い

や

ら

し
い

も

の

で

あ

る
と

言
わ

ざ
る

を

待
な
い

｡

し

か

し

土

田

香
村
が

そ
こ

で

め

ざ

し

た
の

は
､

学
歴
制
度
な

ど
に

よ
っ

て

民

衆
の

知
性
が

他
律
的
に

つ

く
り

あ

げ

ら

れ
て

ゆ

く
こ

と

に

対
抗
し

て
､

民

衆
が

真
に

自
律
的
な

知
性
を

持
つ

よ

う
に

な
る

こ

と

を

助
け
る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

す
で

に

志
が

違
え

ば
､

形
は

お

な

じ
よ

う
な

教
養
主
義
で

も

実

(

11

)

質
は

違
う

､

と

言
わ

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

｡

+

た

と

え

ば
､

｢

会

場
は

例
の

神
職
合
議
所
で

あ
っ

た
｡

一

月
の

寒
い

時
期
で

､

処
々

に

火

鉢
を

配
っ

て

炭
火

を
お

こ

し
た

が
､

が

ら

ん
と

し
た

広
い

､

し
か

も

天
井
が

高
い

部
屋

J O

な
の

で
､

さ
っ

ば

り

効
果
な
い

｡

然
し

聴
講
生
の

熱
心

な

気
塊
は

､

寒
さ

β

(

12
)

を

押
し

返
え

し

た
+

と

い

う
山
越
幡
蔵
の

回

顧
的
描
写
に

象
徴
さ
れ

る

講

義
風
景

､

｢

大
阪
商
大
の

一

年
分
の

講
義
が

五

日

目
に

終
っ

て

し

ま
っ

て
､

(

1 3
)

ぁ

ゎ

て

て

宿
屋
で

翌
日

の

講
義
の

準
備
を

す
る

と

い

う
有
様
で

あ
っ

た
｡

+

と

い

わ
れ

る

超
の

講
義
内
容

等
を

あ

わ
せ

考
え

て

み
る

と

前
述
の

佐

藤
の

指
摘
は

多
く
の

示

唆
に

富
ん
で

い

る

よ

う

に

思
わ

れ

る
｡

す

な

わ

ち
､

｢

教
養
主

義
+

と

す
る

従
来
の

見
解
を

び

と

ま

ず
は

容
認
す
る

に

し
て

も
､

な

お

そ
こ

に

は

教
育
の

本
質
と

関
ら
し

め

て

検

討
さ

れ

な

く
て

ほ

な

ら

な

い

も
の

が

あ

る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

(

1
)

宮

坂

広
作

著
『

近

代

日

本

社

会

教

育

史
の

研

究
』

(

法

政

大

学

〕

出

版
局
)

一

九

六

八

年
(

以

下

Ⅰ

と

略
記
)

四

六

〇

頁

〔

(

2
)

(

3
)

(

4
)

(

5
)

(

6
)

放
村

憲
一

｢

自
主

的

成

人

教

育

活

動

と

し

て

の

『

上

田

自

由

大

学
』

運

動
と

そ

の

限

界
+

(

『

日

本
の

フ

ァ

シ

ズ

ム

』

-
早

稲
田

大

学

出

版
部

-
一

九

七

〇

年
-
二

四

八

頁
-
以

〕

下

Ⅱ

と

略

記
)

〔

(

7
)

(

8
)

(

9
)

(

1 0
)

(

1 1
)

大

横
宏

樹

『

自

由
大

学
運

動
に

お

け

る

社

会
教

育

論
』

(

一

九

七

〇

年
刊

『

学

術

研

究
』

第

十

九

号
)

二

〕

五

頁
以

下

Ⅲ

と

略
記
)

〔

(

8
)

｢

自
由

大

学

研

究
+

第
一

号

(

自
由
大

学

研

究

会

会

報
)

(

一

九

七
三

年
)

所

収
の

山

野
晴
雄

論
文

参
照

(

9
)

山

野

晴

應

『

解

説
･

伊
部

自

由

大

学
の

成

立
と

経

過
』

(

｢

伊

部

自
由

大

学

関

係

書
簡
+

-
一

九

七
三

年
)
､

池

田

憲

介

『

自

由
大

学
』

(

信
濃
毎
日

新
聞

昭

和

四

八

年
九

月

九
日

号
)

｢
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(

1 0
)

(

1 1
)

佐

藤
忠

男
『

思

想

史
を

歩
く
』

-
土

田

有

村

と

自

由

大

学

-
(

｢

朝

日

新

聞
+

昭

和
四

八

年
八

月
六

日

号
)

(

望

山

越
樽
蔵

『

上

田

自

由

大

学
の

頃
』

(

Ⅱ
)

｢

信

州

白

樺
+

(

N ｡

1 1
)

(

13
)

高
倉
テ

ル

『

自
由

大

学

運

動
の

経

過
と

そ

の

意
義
』

(

｢

教

育
+

一

九
三

七

年
九

月

号
)

二

と
こ

ろ
で

｢

教
養
主
義
+

と

い

う
と

き

に
､

ひ

と

は

そ
こ

に

な
に

を

想

い

浮
べ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

さ

ら
に

｢

教
養
主
義
+

と

教
養
と

は

ど
の

よ

う

な

相
違
が

あ

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

点
に

つ

い

て
､

碓

井
正

久

は
､

｢

文
化
を

伝
達
し

そ

れ

を

も
と

に

新
し
い

文
化
を

創
造
す

る

主

体
を

形
成

(

1
)

ヽ

ヽ

す
る

と

い

う
二

重
の

社
会

的
意
味
+

を

有
す
る

教
育
と

密
接
な

関
係
を

も

ヽ

ヽ

っ

も
の

と

し
て

の
､

教
養
は

､

｢

文

化
の

創
造
㍑

稚
か

っ

て

『

は

た

ら

く
』

と

い

う
力
を

私
め

た

も

の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い
+

点
を

指
摘
し
て

い

る
｡

さ

ら

に
､

教
養
と

い

う
観
念
は

､

ド

イ

ツ

語
の

ビ

ル

ド

ケ

ン

ク
(

匹
-

d

巨
g
)

の

訳
で

あ

り
､

ま
た

わ
が

国
に

お
い

て

は
､

古
代
ギ

リ
シ

ャ

に

人

間
像
の

範
を

求
め

そ
の

調
和

美
に

人
間
形
成
の

理

想
を

み
い

だ

し

た

ド

イ

ツ

新
人

文
主
義
(

ゥ

訂
｡
F

亡

m

呂
訂

m
亡
S
)

の

教
養
観

､

イ
ギ

リ

ス

紳
士

教

育
的

教

養
観
と

深
い

関
わ

り

を

も
つ

も
の

と

し
て

意
識
さ
れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

わ
が

国
に

お

け

る

普
及
化
の

過
程
に

お

い

て

は
､

そ

れ

ら
の

教
養
観
に

貫

通
し
て

い

た

｢

過
程
+

｢

創
造
へ

の

志
向
+

と

い

う

側
面
は

打
消
さ

れ

て
､

そ

れ
を

身
に

ま

と
っ

た

｢

結
果
+

あ

る

い

は

｢

状
態
+

と

し

て
､

｢

い

わ

(

3
)

ば

物
神
化
さ
れ

て

し

ま
っ

た
+

こ

と

を

も

碓
井
は

指

摘
し
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

こ

の

見
解
に

学
ぶ

な

ら

ば
､

教
養
は

､

｢

過
程
で

あ

り

達
成
で

あ

る
と

同
時
に

､

『

は

た

ら

く

教
養
』

で

あ

る
ぺ

き

も
の

と

し

て

構

想
さ

れ

(

4
)

そ

れ
が

ま
た

確
信
を

も
っ

て

主
張
さ

れ

て

い

た
+

の

に

対

し
て

､

教
養
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

達
成
内
容
そ

れ

自
体
が

教
養
観
の

実
体
と

化
し

た

わ

が

国
で

､

教

養
は

｢

文
化
の

創
造
に

よ

る

社
会
の

進
歩
と

い

う
観
点
か

ら

遠
ざ
か

っ

た

『

ほ

た

ら
か

な
い

教
養
』

に

な
っ

て
､

そ

れ

が

固
定
化
し

て

い

た
+

(

傍
点

引

(

5
)

用
者
)

の

で

あ

る

が
､

こ

の

後
者
の

教
養
の

疎
外
態
を

び

と

ま

ず
｢

教
養

主
義
+

と

規
定
し

て

よ
い

の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

い

ず
れ

に

し

て

も
､

右

の

よ

う
な

事
情
の

た

め
に

教
養
の

観

念
は

き

わ

め
て

抽
象
的
な

も

の

で

あ

る

こ

と

は

香
定
で

き

な
い

｡

(

因
み
に

､

よ

く

引
用
さ
れ

る

戸

坂

潤
の

教

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

養
論
も

､

そ
の

徽
候

･

条
件
の

分
析
は

鋭
角
的
で

あ
っ

て

も

内
実
に

つ

い

て

は

明

瞭
と

ほ
い

い

が

た

い

｡

)

し
か

し
､

教
養
と
い

う

も

の

ほ
､

教

育

お

よ

び

そ
の

前

提
と

し
て

の

文
化
と

深
く

関
わ

る

も

の

と

し
て

考
慮
さ

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

こ

と

は

確
か

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で

以
上
の

よ

う

な

確
認
を

も
と

に

し
て

､

前
節
の

詔

論
説
に

再

び

目
を

転
じ
て

み

ょ

う
｡

い

ず
れ
の

論
者
も

教
養
及
び
｢

教
養
主

義
+

の

内

実
に

つ

い

て

明
確
な

概
念
化
を

行
い

得
て

い

る

と

ほ

い

い

難
く

､

む
し

ろ

論
者
の

関
心
は

そ

れ

を

自
明
の

こ

と

と

し
て

､

そ
こ

に

陥
込
ん
で

い

く

原ヽ

因
の

究
明
に

傾
斜

し
て

い

る

と
い

っ

て

よ
い

｡

し

た

が
っ

て

こ

こ

で

は

結

掛
か

ら

逆
に

内

実
を

類
推
し
て

い

く

外
は

な
い

が
､

原

因
と

し
て

挙
げ

ら

れ

て

い

る

も
の

は
､

す
で

に

み
た

よ

う
に

､

聴
講
者
の

生

活
現

実
(

労
働
)

(

6
)

と

講
義
内
容
が

遊
離
し
て

い

た

点
に

集
約
さ

れ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

だ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

が

い

ず
れ

の

論
者
も

､

遊
離
の

内
容

､

要

因
に

つ

い

て

は

直
接
に

説
明
を

上

な

し

え
て

お

ら

ず
､

む

し

ろ

運

動
を

支
え
た

階
層
(

｢

小
ブ

ル

ジ

ョ

ア
+

)

朗
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特

有
の

意
識

､

お

よ

び

指
導
者

､

土

田

杏

村
(

そ

の

心

酔

者
･

猪

坂

直

一

･

山
崎
情
蔵
等
)

の

思
想
か

ら
い

わ

ば

演

繹
的
に

｢

教
養
主
義
+

埋

没

の

必

然
性
を

説
明
す

る

と
い

う

手
法
を
と
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

以

上
の

批
判
点

､

お

よ

び

そ
の

方
法
に

つ

い

て

必

ず
し
も

異
説
を

唱
え

る

積
り
は

な
い

に

し

て

も
､

以

下
の

諸
点
を

考
慮
し
な

い

わ

け
に

は
い

か

な

ヽ

○

-
∨

ま

ず
､

生

活
現
実
(

労
働
)

か

ら
の

遊
離
と

い

う

指
摘
に

関
連
し
て

､

(

7
)

｢

生

産
活
動
を

妨
げ

な
い

時
間
を

利
用
し

た

教

育
+

で

あ
っ

た

た

め

に

(

8
)

｢

労
働
の

中
に

そ

の

原
理

を

導
き

出
す
こ

と

が

不

可

能
で

あ
っ

た
+

と

す

る

批
判
で

あ

る

が
､

生

産
活
動
(

ま

し

て

疎
外
さ

れ

た

労

働
に

お

い

て

は
)

そ

の

も

の

が

そ

の

ま

ま

｢

教
育
+

で

は

あ

り

得
な

い

以

上
､

そ

れ

以

ヽ

ヽ

外
の

場
で

教
育
を

行
う
の

は

当

然
で

あ

ろ

う
｡

資
本
主
義
下
の

教
育
と

労

働
の

結
合
と

ほ

む

し

ろ
､

労
働
以

外
の

時
と

場
に

お

け
る

積
極
的
働
き

か

け
=

教
育
に

よ
っ

て

し
か

行
わ

れ

得
ず

､

い

わ
ば

教
育
と

労
働
と

は
一

定

の

回

り

道
1
否
定
的

酪
介
の

過
程
を

通
し
て

の

結
合
す
べ

き

も
の

と

考
え

な

く

て

は

な

ら

な
い

の

で

は

な
い

か
｡

も

ち
ろ

ん
､

そ
の

よ

う
な

営
為
が

運

動
の

な
か

で

な
さ

れ

て

い

た

か

ど

う
か

は

実
証
し

得
な
い

が

叙
上
の

批

判
に

は

納
得
で

き

な
い

点
が

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

さ

ら
に

ま

た

獲
得

し
た

智
識
が

､

｢

現
実
の

生

活
的
土

壌
+

と

か

｢

実
感

的
世
界
+

に

ま
で

下

降
し
て

い

な
い

と
い

う
批
判
に

し

て

も
､

｢

現
実
の

生
活

的

土

壌
+

と

か

｢

実
感
的
世
界
+

に

つ

い

て

は

具
体

的
に

言
及
さ

れ
て

い

な
い

の

で

明

白

で

な

い

が
､

た

と

え

ば
､

生

活
の

基

盤
を

把
え
る

も
の

と

し
て

の

畠
(

蚕
)

業

技
術
論
の

欠
除
の

謂
で

あ

る
と

す

れ
ば

､

そ
れ

は

な
い

も

の

ね

だ

り

と
い

ぅ
外
な
い

｡

こ

の

点

｢

講
座
の

種
類
は

広
義
の

文

化

学
に

致
し

自

然
科

学
を

除
外
し

ま

し
た

｡

自
然
科
学
が

不

必

要
だ
と

い

う
訳
で

は

な
い

が

臼

㍑

下

㌘
貯

紛
い

い
(

ふ
卦

芸
か

か

か

蒜
付
い

か

か

ゎ
掛

か

い
か

か

が

か

∂

(

9
)

の

で

す
｡

+

(

傍
点
引
用
者
)

と
い

う
章
句
に

注
目

す
べ

き

で

あ

る
｡

な

お

直

撃
し

の

問
題
に

関
わ

る

も
の

で

は

な
い

が
､

社
会
教
育
の

講
座
内
容
の

決
定

-
文
化
価
値
の

教

育
的
選
択

…
の

基
準
と

し
て

｢

生

活
+

と
い

ぅ
こ

と

が
､

国
家
の

政
治
的
慈
意
に

よ

る

基
準
に

対
決
し

て

く
り
か

え

し

強
調
さ

れ

て

き

た
が

そ

こ

に

お

け
る

陥
穿
性
に

つ

い

て

の

碓
井
正
の

次
の

指
摘
も

充
分
考
慮
さ
れ

る

べ

き

で

あ

る
｡

｢

こ

の

選
択
の

基

準

を
､

…

…

ヽ

ヽ

ヽ

国
民
の

実
生

活
と

い

う

包
括
的
な

概
念
に

お

く
こ

と

が

し
ば

し

ば
あ
っ

た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

そ
の

概
念
内
包
を

す
こ

し

せ

ば

め

て

も
､

生

産
労

働
と

い

う
あ
い

か

わ

ら

ず
広
い

概
念
に

求
め

る

こ

と

が

多
か

っ

た
｡

包
括
的
な

概
念
が

そ

の

内
包

を

明

既
に

し
な
い

で

用
い

ら

れ

る

ば

あ
い

､

そ
れ

は

ス

ロ

ー

ガ

ン

に

化
す

(

10
)

る

お

そ

れ

が

あ

る
｡

+

こ

の

指

摘
は

逆
に

｢

生

活
+

及
び

そ

れ

に

依
存
す

る

｢

実
感
+

を

き

わ

め
て

包
括
的
に

と

ら
え

な

け
れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

を

示

唆
し

て

い

る
｡

そ
の

｢

生

活
+

の

範
囲
と

貿
を

い

ま
､

こ

こ

で

積
極
的
に

提
示

す

る

こ

と

は
で

き

な

い

が
､

前
節
に

み

た

当

時
の

講

義
の

実
態
か

ら

推
測
す

れ

ば
､

恐
ら

く
そ

れ

は
､

な

ん

ら
か

の

点
で

聴
講
者
の

｢

生

活
+

と

き

り

結
ん
で

い

た

よ

う
に

思
わ

れ

て

な

ら

な
い

｡

少

く

と

も
､

｢

単
な

る

学
問
へ

の

要
求

､

向
学
心
を

満
た

す

た

め
+

(

こ

れ

と

て

容

易
な
こ

と

で

ほ

な
い

が
)

と
い

っ

て

よ
い

も
の

だ
と

は

と

う
て

い

思
え

な
い

の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

戸
坂
は

教
養
を

獲
得
す
る

条
件
と

し
て

｢

知
識
の

基
本
的

(

11
)

な

訓
練
+

が

最
も

大
切
で

あ

る

と

主
張
し

､

そ

れ

は

｢

完
全
に

､

支

配
機

(

1 2
)

構
の

官
許
的
活

動
の

一

つ

に

し
か

過
ぎ

な

い

+

｢

教

育
+

に

よ
っ

て

は

な

(

13
)

さ

れ

ず
､

｢

民
衆
に

於
け
る

啓
蒙
活
動
+

に

期
待
す
る

ほ

か

な

い

と

し
て
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い

る

が
､

自
由
大
学
こ

そ

｢

単
に

知
識
を

通
俗
化
し

た

り

普
及
し
た

り

す

る

こ

と

で

は

な

し
に

､

オ

γ

ポ

ジ

シ

ョ

ナ

ル

な

教
育
活
動
を

意
味
す

る

文

(

14
)

化
運
動
+

と

し
て

ま
っ

た

く

第
一

級
の

資
格
を

備
え
て

い

た

こ

と

は

否
定

で

き
な
い

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

終
り

に

杏
村
論
に

移
ろ

う
｡

｢

自
由
大

学
運
動
の

創
生
･

発
展

･

衰
退

･

(

1 5
)

転
化
の

過
程
を
つ

ら
ぬ

く

指
導
理

念
+

を

形
成
し
た

土

田

有
村
の

評
価
は

そ

れ

程
高
い

も

の

と

は
い

え

な
い

｡

或
論
者
は

前

節
で

み

た

よ

う
に

､

当

時
の

い

わ

ゆ
る

大
正

期
イ
ン

テ

リ

と

同
列
に

扱
い

､

ま

た
､

か

な

り

詳
細

に

杏
村
論
を

展

開
し
て

い

る

宮
坂
広
作
も

､

そ

れ

が

｢

大
正

期
の

自

由

教
育
主
義
と
い

わ

れ

る

も
の

と

共
通

し
た

部
分
を

少
な

か

ら

ず
も
っ

て

い

(

1 6
)

る
+

こ

と

は

明
ら
か

で

あ

る

と

し
て

､

そ
の

内
実
に

つ

い

て

は
､

｢

と

り

わ

け

篠
原
助
市
の

新
カ

ン

ト

主
義
哲
学
を

理

論
的
支

柱
と

し
て

実
践
さ

れ

た
､

手
塚
岸
衛
の

自
由
教
育
の

立
場
と

近

く
､

そ

れ
に

ナ
ト

ル

プ

的
社
会

理

想
主

義
を

加
味
し
て

や

や

左

よ

り
に

な
っ

た
の

が
､

杏
村
の

自
由
教
育

(

17
)

思
想
だ

と
い

っ

て

よ
い

で

あ
ろ

う
｡

+

と

述
べ

､

さ

ら
に

そ
の

社

会

経

済

思
想
に

つ

い

て

は
､

｢

ダ

グ

ラ

ス
､

ケ

イ
ン

ズ

流
の

近

代
経
済
学
を

導
入

す

る

こ

と

に

よ
っ

て

マ

ル

ク

ス

経
済
学
を

『

克
服
』

し

ょ

う
と

す
る

｡

要
す

る

に

『

マ

ル

ク

ス

の

社
会
主

義
は

理

想
主

義
を

結
合
し
な

け
れ

ば

な

ら

な

い

』

と

い

う
か

た

ち

で
､

マ

ル

ク

ス

主
義
の

『

歴
史
的
止

揚
』

を

試
み

た

(

18
)

モ

ダ
ニ

ズ

ム

的
修
正

主
義
で

あ
っ

た
｡

+

と

し
､

結
局

､

そ

の

思

想
は

､

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ア

左

派
､

プ

チ
･

ブ

ル

的
社
会
民

主
主
義
の

立

場
に

ほ

か

な

ら

な
い
+

が
､

｢

そ

れ
は

右
翼
社
民

の

よ

う
に

､

も
っ

ぱ

ら

資
本
の

為
に

奉
仕
す
る

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

別
動
隊
の

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

で

は

な

く
､

ナ

,

,

,

,

､

,

,

,

､

,

､

､

､

,

,

､

､

､

､

､

､

(

1 9
)

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

立

場
に

き

わ

め
て

接
近
し

て

い

た
+

(

傍
点
引
用
者
)

と

断
ず
る

｡

み

ら
れ

る

よ

う
に

氏
も

亦
､

若
干
の

ニ

ュ

ア

ン

ス

の

違
い

は

み

ら

れ
る

に

し
て

も

(

傍
点
個
所
)

結
局

､

そ

の

｢

『

教

養
』

主

義

的
･

『

文
化
』

主
義
的

･

『

理

想
』

主
義
的

･

『

国
際
』

主

義

的
･

『

民

主
』

主

義
的

性
格
は

､

香
村
に

独
白
な

個
性
的
な

も

の

と

い

う

よ

り
､

む

し

ろ

(

20
)

『

大
正

文
化
』

に

あ

ま
ね

く
み

ら
れ

る
､

時
代
思

潮
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

+

と

し

て

い

る
の

は

明
ら
か

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

杏
村
の

思
想
分
析

､

そ
の

大
正

期
思
想

界
に

お

け
る

位
置
づ

け
を

行
う
こ

と
､

し

た

が
っ

て
､

宮
坂

の

こ

の

見
解
を

批
判
的
に

検

討
す
る

こ

と

は

筆
者
の

能
力
を

越
え

る
｡

だ

が
､

｢

侶
南
自
由
大
学

趣
旨
苔
+

に

み

ら

れ
る

香
村
の

コ

メ

ニ

ウ

ス

の

教

育
論
へ

の

理

解
､

さ

ら

に

マ

ル

ク

ス

の

幼
児
の

教
育
と

労
働
の

見
解
に

基

く

労
働
と

教
育
の

結
合
論
等
に

は

と

く
に

マ

ル

ク

ス

主
義
へ

の

強
い

関
心

と

共
鳴
が

あ
っ

た
こ

と

ほ

否
定
で

き

な
い

｡

精
力
的
に

香
村
像
の

再
構
成

を

行
う
上

木
敏
郎
は

､

有
村
が

｢

新
カ

ン

ト

派
の

影
響
を

強
く

う
け
て

い

(

2 1
)

る

こ

と
は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

+

と

し

な

が

ら

も
､

同

時
に

｢

オ

ー

ス

ト

リ

ア

学
派
や
フ

ッ

セ

ル

の

哲
学
か

ら

も

大
き

な

影

響
を

う
け

､

す
で

に

大

正

八

年
(

一

九
一

九
)

に

は
､

わ
が

国
最
初
の

壕
草

書

『

象

徴
の

哲

学
』

を

著
わ

し
て

い

た

こ

と

も

忘
れ

て

は

な

る

ま

い

｡

+

と

警
告

し
､

そ

の

｢

教
育
的
見
地
+

も

『

大
正

自
由
主
義
運
動
に

お

け
る

単
な

る

新
カ

ン

ト

派
的
理

想
主
義
-
例
え

ば

篠
原
助
市

､

小

西
重

直
に

と

ど

ま

ら

な

い

(

23
)

幅
広
い

内
容
を

も
』

つ

も
の

で

あ

る

と

し
て

前
出
の

宮
坂
現
に

対
し

て

異

説
を

唱
え

て

い

る
こ

と
に

も

注
目
す
べ

き
で

あ

る
｡

さ

ら
に

ま

た
､

香
村

の

文
化
主
義
に

つ

い

て

も
､

｢

マ

ル

ク

ス

主

義
を

徹
底
さ
せ

た

ポ

リ

シ

ユ

ダ
ィ

(

群
ム

の

終
極
理

慧
ア

ナ

キ
ズ

ム

の

理

菅
究
極
に

お

い

て

表
す

3

る

こ

と
+

従
っ

て
､

｢

社
会
主
義
と

ア

ナ

キ

ズ

ム

と
い

う
一

見
相

反

す
る

朗
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社
会
改
造
の

思
想
を

統
一

す
る

も
の

と

し

て

の

文
化
主
義
+

の

主
張
で

あ

っ

て
､

｢

い

わ

ゆ
る

『

教
養
主
義
』

な

ど
と

は

大
い

に

異
質
の

も

の

で

あ

(

25
)

っ

た
+

と

注
目

す
べ

き

見
解
を

述
べ

て

い

る
｡

以

上
､

甚
だ

断
片
的
な

引

用
に

よ
っ

て

も

｢

教
養
主

義
+

者
土

田

有
村
の

像
は

大
き

く

修
正

さ

れ

ざ

る

を

得
な
い

こ

と

は

充
分
に

予

想
さ

れ
る

と

こ

ろ
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

当
然
に

､

香
村
の

思
想
か

ら
､

自
由
大
学
の

｢

教
養
主
義
+

を

説
明
す

る

と

い

う
従
来
の

方

法
も

再

検
討
さ

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

の

で

は

あ
る

ま

ヽ

ゝ

0

､

し

.

刀
(

1
)

(

2
)

碓
井
正

久

編

著

『

社

会

教
育
』

(

第
一

法

規
､

一

九

七

〇

年
)

(

以

下
二

-
〓
と

略
記
)

一

一

九
頁
)

〕

〔

(

3
)

二

-
Ⅰ

一

一

七

頁

〔

〕

(

4
)

(

5
)

二

-
Ⅰ

一

二

〇

頁

〕

〔

〕

(

6
)

Ⅰ
四

九
八

頁
､

Ⅱ
二

四

八

頁

〔

〕

∪

(

7
)

(

8
)

Ⅲ

1
二

五

頁

〔

(

9
)

上

木
敏

郎

『

土

田

香

村

と

自
由

大

学

運

動
』

(

｢

思

想
の

科
学
+

N O

2

一

九

七

三

年
)

＼

r
ノ

(

1 0
)

二

-
Ⅰ

一

八

頁

〔

(

1 1
)

(

1 2
)

(

1 3
)

(

1 4
)

戸

坂

潤
『

教

育
と

教

養
』

(

全

集
第

四

巻
-

勃

草
書
房

一

九

六

六

年
)

三

四

九

頁

〕

(

1 5
)

Ⅰ

四

七

七

頁

〔

〕

(

1 6
)

(

1 7
)

(

18
)

Ⅰ

四

八

〇

-
一

頁

＼

+

〔

(

19
)

(

2 0
)

Ⅰ

四

八
五

頁

〔

(

2 1
)

(

2 2
)

(

2 3

こ

(

朋

C
(

2 5
)

上

木
敏

郎

『

土

田

香

村
と

自
由
大

学

運

動
』

(

｢

教

育

労
働
研

究
+

-
社

会
評

論
社
)

､

一

九

七
三

年

三

(

1
)

｢

い

わ

ゆ

る

社
会
教

育
と

は

『

政
治
と

教
育
と

の

J
洞
的
存
在

』

で

あ

る
｡

+

｢

社
会
教
育
と

は

大
衆
運

動
の

教
育
的
側
面
で

あ

る
+

社
会
教
育
の

理

論
･

実
践
界
に

周
知
の

こ

れ

ら
の

章
句
に

象
徴
さ

れ

る

よ

う
に

､

社
会

教
育
は

､

一

般
的
に

政
治
運
動
と

い

い

か

え

て

も

さ

し
つ

か

え

な
い

と

思

わ

れ

る

大
衆
運

動
と

極
め
て

密
接
な

関
わ
り

を

も
つ

こ

と

は

否
定
で

き

な

い
｡

こ

の

観
点
か

ら

自
由
大
学
の

｢

教
養
主
義
+

を

批
判
す
る

論
も
あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

各
地
の

自
由
大
学
が

｢

そ

こ

に

学
ん

だ

人
び

と
の

認
識
を

ど

(

3
)

う

発
展
さ
せ

､

ど
の

よ

う
な

人

間
像
を

う
み

だ

し

た
か

と

い

う
点
+

か

ら

評
価
す
る

立
易
で

あ

る
｡

宮
坂
に

よ

れ

ば
､

｢

自
由
大
学
の

学

生

で
､

の

ち
に

青
年
運
動

･

社
会
運
動
に

進
出
し
た

人
び
と

が

い

た

こ

と

は

事
実
で

(

4
)

あ
る
+

が
､

そ

れ

は

｢

マ

ル

ク

ス

シ

ズ

ム

に

導
か

れ

て

社
会
的
実
践
に

す

(

5
)

す

み
で

た

も
の

の

よ

う
+

で

あ
っ

て
､

｢

社
会
的
実
践
に

進

出
し

よ

う
と

す
る

か

ぎ

り
､

も

は
や

有
村
流
の

観
念
論

･

自
由
主
義
理

論
で

は

動
け

な

か
っ

た
と

い

う
こ

と

に

こ

そ
､

白
由
大
学
の

教
育
念
と

そ
の

陶
冶
力
の

限

(

6
)

界
だ
っ

た
+

と

い

う
こ

と

に

な

る
､

こ

こ

か

ら

氏
は

以

下
の

よ

う
な

判
断

を

下
す

｢

自
由
大
学
が

社
会
運
動
の

実
践
家
を

う
み

だ

し

た

と
い

う
の

で

は

な

く
､

自
由
大
学
の

学
習
に

あ

き

た

り

ず
､

そ
の

限
界
を
の

り
こ

え
よ

ぅ
と

し
た

人
び

と

が
､

自
由
大
学
の

う
ん

だ

最
良
の

子
だ
っ

た
と

い

う
わ

(

7
)

け
で

あ

る
｡

+

要
す
る

に
､

理

論
と

実
践
の

分

離
､

社
会

変
革

を

人

間
変

革
の

不

統
一

と

し

て

の

｢

教
養
主

義
+

批
判
に

帰
着
し
ょ

う
｡

前
節
で

試

み
た

香
村
像
の

再
検
討
か

ら
い

っ

て
､

氏
の

香
村
論
に

は

問
題
が

あ

る

に

し
て

も
､

(

社
会
)

教
育
(

教
養
)

と
｢

実
践
+

を

叙
上
の

如
く

把
捉
す

る

βJ 垂



( 7 7 ) 研 究 ノ ー ト

こ

と

は

果
し
て

妥
当
で

あ

ろ

う
か

｡

た

し

か

に
､

社
会
教
育
は

､

実
践
(

運

動
)

と

関
わ

り

相
互
に

補
完
し
あ

わ

ね

ば

な

ら

な
い

場
合
が

多
々

あ
る

こ

と

は

香
定
で

き

な
い

｡

し
か

し
､

そ

れ

は

も

ち

ろ

ん
､

社
会
教

育
が

そ

れ

に

従
属
す

る

と

い

う
こ

と

で

は

な

く
､

｢

運
動
を

離
れ

た

場
面
で

､

文
化
の

全
領
域
に

わ

た
っ

て

人
々

の

自
由
へ

の

希
求
を

み

た

し
､

新
し
い

文
化
を

創
造
す

る

と

い

う
し
一

日
+

(

教
育
的
営
為
)

が
､

結
果
的
に

は

政
治
教
育

を

基
本
と

す
る

こ

と

を

強
制
し

､

さ

ら
に

そ

の

結
果
と

し
て

運
動
に

寄
与

す
る

､

と
い

う
の

が

原
則
で

な

く
て

は

な

ら
な

い
｡

と

す
れ

ば
､

教
育
か

ら

実
践
は

さ

ら

に

実
践
か

ら

教

育
へ

､

さ

ら
に

ま
た

実
践
へ

と

い

う

風
に

弁
証
法
的
に

進
む
べ

き

も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

状
況
下
に

お

い

て

の

み

人

間
変
革
と

社
会
変
革
は

統
一

さ

れ

る

と
い

っ

て

よ
い

｡

す
で

に

み
た

と

こ

ろ
に

明
ら
か

な

よ

う
に

､

香
村
の

思

想
に

こ

の

よ

う
な

発
想
が

全
く

み

ら

れ

な
い

と

す
る

宮
坂
説
に

は

疑
点
が

残
る

に

し
て

も
､

教
育
と

実
践
は

原

理

的
に

叙
上
の

如
く

確
認
さ

れ

な

く

て

ほ

な

ら

な
い

｡

し
か

し
､

現
実
の

､

実
践
(

運
動
)

に

は

そ

の

主
体

､

目

標
､

方
法
等
に

つ

い

て

分

裂
や

不

統

一

を

み

る
こ

と

が

で

き

る
｡

か

か

る

状
況
下
に

あ
っ

て

は

実
践
と

教
育
の

関
連
は

余
程
の

緊

張
を

も
っ

て

論
じ

ら
れ

な
い

限
り

､

｢

実
践
+

は

き

わ

め

て

狭
小

な

も
の

に

限
定
さ

れ
､

｢

教

育
+

も

亦
｢

教
化
+

に

お
と

し

め

ら

れ

る

危
険
は

常
に

存
在
す
る

｡

そ

こ

で

は

理

論
と

実
践
の

統
一

は

き

わ

め

て

セ

ク

ト

的
か

つ

卑
俗
な

も
の

と

化
す

｡

し
た

が

っ

て
､

そ
こ

に

お

い

て

は
､

無
教
養
の

徴
候
で

あ

る

｢

関
心

･

興
味
の

範
囲
の

狭
小
+

と
い

う

状

況
が

続
出
す
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

の

場
合
に

は

｢

教
養
主
義
+

の

批
判
は

結
局

､

無
教
養
に

陥
込
む

と
い

う
結
果
に

な

ら

ざ
る

を

得
な

い

の

で

あ

る
｡

分
裂
や

不

統
一

の

な

か

か

ら
､

よ

り

真
実
な
も

の

を

追
成
し

､

そ
こ

に

お
い

て

教
育
と

実
践
の

正

し
い

相
互

交

渉
(

デ
ィ

ア

レ

ク

テ
ィ

ー

ク

ロ
T

已
e

打
t

芹
)

を

可

能
に

さ

せ

る

の

は
､

す

で

に

み

た

｢

は

た

ら

く

教
養
+

の

立

場
で

あ
る

｡

そ

し
て

､

そ

の

獲
得
の

重

要
な

条
件
が

｢

知
識
の

基
本
的

訓
練
+

だ
と

す

れ
ば

､

｢

左

巽
青
年
の

う
す
っ

ぺ

ら

な
パ

ン

フ

レ

フ

ト

的

(

9
)

知
識
を

圧

倒
し

､

科
学
的
思
惟
の

き
び

し

さ

を

痛

感
さ

せ
+

つ

つ
､

｢

特

定
の

思
想
を

注
入

す
る

の

で

ほ

な

く
､

も

ろ

も

ろ

の

イ

デ

オ

ロ

ギ
ー

に

つ

(

10
)

い

て

の

自
主
的
判
断
の

能
力
を

培
う
こ

と

を

理

想
と

し

た
+

自
由
大
学
運

動
ほ

､

｢

教
養
主

義
+

(
｢

非

実
践
性
+

)

と

い

う
批
判
に

も

か

か

わ

ら

ず
逆

に
､

き

わ

め

て

実
践
的
で

あ
っ

た
､

少
く
と

も
､

そ

う
で

あ

る

可

能
性
を

は

ら

む
も

の

で

あ
っ

た
と

い

え

な
い

だ

ろ

う
か

｡

×

×

×

小

論
は

一

節
に

お
い

て

述
べ

た

よ

う
に

､

自
由
大
学
研
究
と

社
会
教
育

理

論
の

接
点

を

教
養
概
念

､

そ
の

メ

ダ

ル

の

裏
と

し
て

の

｢

教
養
主
義
+

の

内

実
の

考
察
を

意
図
し

た
｡

各
節
に

記
し
た

よ

う
に

､

残
さ

れ

た

問
題

は

多
く

そ
の

根
は

深
い

｡

こ

の

さ

さ

や

か

な

覚
書
と

も
い

う
べ

き

考
察
を

も

と
に

一

層
の

解
明
は

他
日

を

期
し

た
い

と

念
じ
て

い

る
｡

(

完
)

(

1
)

小

川

利
夫

著
『

社

会

教

育
と

国
民
の

学

習
権
』

(

勤

草

書

房
一

九
七
三

年
)

-
の

三

幸

〕

(

2
)

｢

枚
方
の

社

会

教

育
+

N O

l

二

-
Ⅰ

一

八

頁
も

参
照

〕

〔

(

3
)

(

4
)

(

5
)

(

6
)

(

7
)

Ⅰ

四

九
六

頁

＼

1
ノ

〔

(

8
)

二

-
Ⅰ

一

九

頁

〕

ノ

し

(

9
)

Ⅰ

四

九

七

頁

〔〕

(

1 0
)

Ⅰ

四

九

六

頁

′

■
＼

ー

∂

(

神

奈
川
大

学

助

教

授
)

"




