
教
育
学
基
本
文
献
ノ

ー

ト

ハ

イ
ン

ツ
･

カ

ル

ラ

ス

著
『

マ

ル

ク

ス

主
義
教
育
学

の

構
想
』

に

つ

い

て

の

覚
書
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黒

沢

惟

昭

は

じ

め

に

我
々

は

未
だ
マ

ル

ク

ス

主
義
教
育
学
に

つ

い

て

必

ず
し

も

統
一

さ

れ
た

見
解
を

も
っ

て

は

い

な
い

｡

し

か

し
､

本
来

､

教
育
学
着
で

は

な
い

マ

ル

ク

ス
､

の

学
説
が

我
々

の

関

心

を

強
く

ひ

く
の

は
､

そ

の

間
題
意
識
が

､

近

代
市
民
社
会
の

全
面
的
変

革
と

超
克
に

あ
っ

た
､

と

い

う
点
に

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

彼
は

階
級
社
会
に

お

け

る

｢

人
間
の

疎
外
+

の

間
願
を

､

ヘ

ー

ゲ
ル

､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

か

ら

継
承

し

な

が

ら
､

『

資
本
論
』

に

凝
集
さ

れ

る

詔

論
稿
に

お

い

て
､

商
品
の

分
析
を

通
し
て

資
本
主
義
的
生

産
関
係
が

人

間
疎
外
を

生

ん
で

い

る

こ

と

を

解
明
し

た
の

で

あ
っ

た
｡

こ

う
し

て
､

マ

ル

ク

ス

は

｢

疎
外
+

の

問
題
を

｢

天
上
+

か

ら

｢

地

上
+

に

引
き

下
ろ

し
､

そ

の

よ

う

な

地

上
の

現
実
を

変
革
し

其
の

｢

人

間
+

の

奪

還
の

方

途
を

実
践
的
に

追
究
し

た
｡

こ

の

過
程
に

お
い

て
､

彼
は

人

間
の

本
質
と

人
間
の

形
成
と
い

う

す

ぐ
れ

て

教
育
学
的
問
題
に

突
き

進
ま

ざ
る

を

得
な
か

っ

た
｡

教
育
を

あ
い

争
う

神
々

の

聖
域
か

ら

科
学
の

領
域
に

引
き

移
し

､

か

く

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

科
学
的
教
育
学
の

定
立

を

志
向
す
る

者
は

以

上
の

よ

う
な
マ

ル

ク

ス

の

課
題
意
識
の

批
判
的
検
討
を

避
け

る
こ

と
は

許
さ
れ

な

い

だ

ろ

う
｡

本
書
は
こ

う
し
た

マ

ル

ク

ス

の

問
題
提
起
を

教
育
学
の

観
点
か

ら

体
系

的
に

解
明
せ

ん

と

し

た

数
少
な
い

労
作
の

一

つ

で

あ

る
｡

ま

た
､

社
会
主

義
諸
国
の

教
育
理

論
な
い

し

実
践
報
告
を

そ

の

国
の

歴

史
的
背

景
を

深
く

究
め
る

こ

と

も

な

く

直
接
的
に

わ
が

国
に

移
入
し

通
用
せ

ん

と

し

た

｢

進

歩
的
教
育
+

の

ひ

と

頃
の

流
行
に

あ
っ

て
､

本
書
は

マ

ル

ク

ス

の

主
著

『

資
本
論
』

に

内
在
し

て
､

い

わ

ば
マ

ル

ク

ス

主
義
教
育
学
の

原
理
の

検

討
を

志
向
し

た

点
が

他
の

類
書
に

比
べ

て

極
め
て

ユ

ニ

ー
･

ク

で

凍

る
｡

こ

の

意
味
で

本
書
が

｢

マ

ル

ク

ス

主

義
教
育
学
+

の

基
本
文
猷
の

一

つ

で

あ

る

と
い

っ

て

も

過
言
で

は

あ

る

ま
い

｡

し

か

る
に

､

本
書
が

刊
行
さ

れ

て

十
余

年
を

経
て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

(

l
)

(

2
)

ず
(

邦
訳
初
版
は

一

九
六

三

年
)

若
干
の

紹

介
を

み
る

に

し

て

も
､

そ
の

検
討
は

未
だ

充
分
と
は
い

え

な
い

よ

う
に

思
わ

れ
る

｡

一

本
書
ほ

若
干
の

小

節
を

内
容
と

す
る

四
つ

の

辛
か

ら

成
り

立

ち
そ

の

概

要
ほ

次
の

如
き

も
の

で

あ
る

｡

第
一

章
､

人

間
の

現
存
と

発
達
の

基
礎
と

し

て

の

労
働
過
程

①
､

社

会
的
必

要
労
働
時
間
の

規
定
に

た

い

す
る

教
育
の

意
義

④
､

人

間
の

人

格
の

発
達
に

お

け

か

労
働
の

役
割

④
､

労
働
過
程
の

諸
要
素

3 J ∂
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第
二

草
､

資
本
主
義
に

お

け

る

労
働
の

社
会
的
諸
条
件
と

諸
形
態
が

人

間
の

特
性
の

発
達
に

た

い

し

て

も
つ

意

義

①
､

資
本
主
義
的
労
働
過
程

の

本
質

㊥
､

絶
対

的
剰
余
価
値
の

生

産
に

よ

る

人
間
の

肉
体
的

､

精
神

的
お

よ

び

道
徳
的
頚
廃

⑨
､

相
対

的
剰
余
価
値
の

生

産
方
法

､

人

間
と

人

間
の

教
育
に

お

よ

ぼ

す
そ

の

作
用

第
三

草
､

人

間
の

全
面
的
発
達
に

つ

い

て

の

マ

ル

ク

ス

主
義
の

諸
学
説

㊤
､

人
間
の

全

面
発
達
の

必

要
性
と

前
提

④
､

全
面
的
に

発
達
し

た

人

間
の

教
育
の

不

可
欠
な

構
成
要
素
と

し

て

の

総
合
技
術
教

育

第
四

章
､

結
論

①

人

間
の

自
然
の

発
生

と

形
成

④
､

資
本
主
義

社
会
と

共
産
主
義
社
会
に

お

け
る

教
育
の

課
題
と

位
置

⑧
､

生

産
力
の

発
達
と

の

関
連
に

お

け

る

教
育
の

内
容
上
の

変
化

･

〓

｢

マ

ル

ク

ス

の

主
著
か

ら

教
育
学
上
の

諸
問
題
に

つ

い

て

の

あ

ら

ゆ
る

琴
言

､

な

ら
び

に

教
育
科
学
に

と
っ

て

の

も
ろ

も

ろ

の

帰
結
と

な

る

す
べ

て

の

思
想
を

取
り
だ

し
､

さ

ら
に

進
ん
で

こ

の

著
作
の

意
義
を

社
会
主
義

教
育
学
の

重

要
な

根
本
思
想
の

渡
泉
と
し

て

詳
細
に

わ

た
っ

て

証
明
す
る

こ

と
+

が

本
書
の

課
題
で

あ

る

と

｢

ま

え
が

き
+

に

述
べ

ら
れ

て

い

る
の

で

あ

る
が

､

我
々

の

理

解
す

る

と
こ

ろ
に

依
れ

ば
､

著
者
の

課
題
意
識
は

｢

労
働
と

教
育
+

の

関
連
を

論
じ

て

い

る

第
一

章
に

お

い

て

特
に

鮮
烈
で

あ

る

印
象
を

受
け
る

｡

従
っ

て
､

こ

の

点
を

中
心

的
に

以

下
本
書
の

要
約

を

試
み

た
い

｡

第
一

革
に

お
い

て

は

こ

の

｢

労
働
と

教
育
+

の

原
理

的
考
察
が

行
わ

れ

て

い

る

が
､

著
者
ほ

こ

の

点
を

ま

ず
｢

商
品
価
値
+

を

決
定
す
る

｢

社

会

的
必

要
労
働
時
間
+

と

教
育
と

の

観
点
か

ら

論

ず
る

｡

｢

社
会
的
必

要
労

畑3

働
時
間
+

は
､

社
会
的
生

産
条
件
と

生

産
に

従

事
す

る

人
間
の

労
働
と
い

う
客
観
的

･

主
観
的
二

要
因
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

る

が
､

著
者
ほ

こ

の

主

観
的
要
因
に

教
育
の

必

要
性
を

求
め

､

次
の

よ

う
に

論

ず
る

｡

｢

人

間
の

能
力
や

技
能
の

発
達
に

役
立
つ

一

切
の

も
.

の

は
､

そ

れ
が

社
会
的
に

必

要

な

労
働
時
間
を

規
定
す
る

主
観
的
要
因
を

､

換
言
す
れ

ば
､

労
働
す
る

人

間
の

熟
練

､

技
能
お

よ

び

敏
速
さ

の

社
会
的
平
均
度
と
い

う
も
の

を

つ

く

り
あ

げ
て

い

る

の

で
､

商
品
価
値
の

形
成
に

特

別
の

意

義
を

も
っ

て

い

る
+

そ

し

て

こ

の

主
観
的
要
因
は

｢

一

般
陶
冶
+

(

A
-

-

g
e

m
e
-

ロ

E
-

〔

F
n

巴

と

｢

職
業
陶
冶
+

(

官
岩
f

訃
口

臣
ト

ロ

g
)

の

二

つ

に

よ
っ

て

規

定
さ

れ
､

こ

れ

ら
と

社
会
的
必

要
労
働
と
の

関
連
は

次
の

よ

う
に

総

括
さ

れ

る
､

｢

普
通
教
育
学
校
で

の

教
育
の

仕
事
ほ

､

成
長
し

っ

つ

あ

る

青
少

年
に

た

い

し
て

一

般
の

文
化
状
態
に

照
応
し

た

必

要
な

一

般
陶
冶
を

施
す
こ

と
に

よ
っ

て
､

以

後
の

あ

る

職
業
の

た

め
の

準
備
教
育
に

も

ろ

も

ろ
の

基

礎
を

与
え

､

そ

し
て

そ

れ

を

通
じ

て
､

人
間
の

生

産
力
の

発
達
の

前
提
を
つ

く

り
だ

す
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

意

味
で

ほ
､

普
通
教
育
学
校
は

生

産
力
に

た

ヽ

ヽ

ヽ

い

し
て

間
接
に

作
用
を

お

よ

ぼ

す
｡

ま

た
､

職
業
学
校
で

の

教
育
の

仕
事

は
､

職

業
に

必

要
な
も

ろ

も

ろ

の

特
殊
知
識
を

伝
達
し
､

適
切
な

能
力
お

よ

び

技
能
の

発
達
を

促
進
す
る
こ

と

で

あ

る
｡

職
業
学
校
ほ

そ

れ

を

通
じ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て

人

間
の

生

産
力
の

形
成
に

直
接
に

ほ

た

ら

き
か

け
る

｡

従
っ

て
､

社
会

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

的
必

要
労
働
時
間
が

主
観
的
要
因
に

依
存
す
る
か

ぎ

り
､

社
会
的
に

必

要

か

升
噺
酔
掛
か

教
軒
い

争
い

ぐ

船
酔
い

で

か

い
､

掛
計
か

廿
争
か

紛

争
か
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

人

間
の

生

産
力
の

増
大
に

向
か

う
過
程
で

労
働
の

生

産
性
の

向
上

と

し

て
､



+{

㌣
い

で

㌣
か

い

い

い

で

掛
合
卸
か

掛

穿
か

卦
噺
掛
掛
か

掛
紛
い
い

て

そ
の

効
力
を

発
揮
す
る

の

で

あ
る
+

次
に

著
者
ほ

､

人
間
ほ

｢

自
分
の

外
に

あ

る

自
然
に

働
き

か

け
+

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

ま

た

同
時
に

｢

か

れ

自
身
の

自
然
の

う
ち

に

眠
っ

て

い

る
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潜
在
能
力
+

を

発
現
さ

せ

て
､

か

れ

自
身
の

自
然
を

も

変
化
さ

せ
る

､

と

い

う
マ

ル

ク

ス

の

労
働
過
程
論
に

基
づ

い

て
､

社
会
的

･

意
識
的
人

間
労

働
の

特
質
は

､

そ

の

活
動
に

よ
っ

て

人
間
の

精
神
的

･

肉
体
的
諸

器
官
を

発
達
さ
せ

て
､

お

よ

そ

次
の

よ

う
な

教
育
的

･

心

理

的
諸
特
性
の

形
成
に

導
く
こ

と
を

指
通
す
る

｡

二

活
動
の

結
果
に

つ

い

て

表
象
す

る

能
力

二
､

関
連
さ

せ

比

較
す
る

能
力

三
､

決
断
力

四
､

意
志
疎
通
の

た

め

の

言
語
力

五
､

活
動
を

監

督
･

評
価
す
る

能
力

六
､

自
己

統
制
力

七
､

肉
体
を

管
理
･

調
整
す
る

能
力

八
､

注
意
力

九
､

実
践
さ

れ

あ

る
い

は

思
考
さ

れ
る

事
柄

､

周

囲
め

人
間
や

事
物
や

現
象
と

自
分
白
身
と

の

関
係
を

体
験
す
る

能
力
等
々

｡

以

上
の

よ

う
に

､

人
間
の

自
然
に

た
い

す
る

労
働
過
程
の

意
義
を

述
べ

た

後
に

､

教
育
の

任
務
は

｢

成
長
し
っ

つ

あ
る

青
少
年
を

形
成
し

発
達
さ

せ

て
､

か

れ

ら
に

生

産
過
程
な

ら

び
に

社

会
の

政
治
的
u

文
化
的
生

活
に

り
っ

ば
に

参
加
し

得
る

能
力
を

与
え

､

か

れ

ら

を

し
て

こ

の

参
加
を

通
じ

て

社
会
の

今
後
の

経
済
的

､

政
治
的
お

よ

び

文
化
的
発
展
の

た

め

に

貢
献

で

き

る

よ

う
に

な

ら
せ

る

こ

と

に

あ

る
+

と

結
論
さ

れ
､

そ
の

た

め

に

は

｢

労
働
過
程
+

の

無
条
件
的
利
用
が

強
調
さ

れ

る
｡

さ

ら
に

､

そ

の

際
の

教
育
労
働
に

つ

い

て

も

論
及
し

､

そ

れ

は
､

｢

遊
び

ご

と
､

あ

る

い

は

目

的
や

目
標
を

欠
い

た

(

生

徒
の

相
手
役
)

に

堕
し

て

は

な

ら
+

ず
､

そ

の

対

象
が

､

｢

最
高
度
に

発
達
し

､

最
高
度
に

復
姓
化
し

た
+

も

の

で

あ

る

と
い

う
特

質
は

あ
っ

て

も
､

｢

他
の

す
べ

て

の

労
働
と

同
様
に

､

目

標
を

設
定
し

､

計
画
を
た

て
､

そ

し

て

統
御
す
る
+

こ

と
で

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

こ

と
が

強
調
さ

れ

る
｡

児
童
の

側
か

ら

い

え

ば
､

｢

彼
の

労
働

(

学
習

活
動
)

の

目

標
は

外
部
か

ら
､

つ

ま

り

社

会
に

よ
っ

て

委
任
さ

れ

た

教
師

に

よ
っ

て

規
定
さ

れ
る

の

で

あ

り
､

そ
の

活

動
･

経
過
に

つ

い

て

も

同
様

で

あ

る
+

と

さ

れ
､

さ

ら
に

､

そ

の

活
動
が

そ
の

任
務
を

達
成
し

得
る

た

め

に

は
､

｢

児
童
に

か

れ
の

活
動
の

目

標
を

意

識
さ

せ

る
+

こ

と

が

必

須

で

あ

る
､

と

著
者
は

述
べ

る

の

で

あ

る
｡

み

ら

れ

る

如

く
｢

労

働
と

教

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

育
+

の

内

実
を

な

す

｢

労
働
過
程
+

の

徹
底
的
な

利
用
は

後
の

章
で

も

く

り

返
し

執
拗
な

迄
に

強
調
さ

れ

る

本
書
の

ラ

イ

ト
モ

テ
ィ

ー

フ

で

あ

る
｡

第
二

章
に

お

い

て

は
､

第
一

辛
が

｢

労
働
と

教
育
+

が

抽
象
的
に

論
じ

ら
れ

て

い

る
の

に

対
し

て
､

労
働
過
程
が

同
時
に

価
値
増
殖
過
程
で

も

あ

る

資
本
主
義
的
形
態
が

人
格
と

人
間
関
係
に

及
ぼ

す
影

響
が

論
述
の

中
心

で

あ

る
｡

ま

た

『

資
本
論
』

の

叙
述
に

従
い

､

価
値
増
殖
は

絶
対

的
･

相

対
的
剰
余
価
値
生

産
の

二

面
か

ら

考
察
さ

れ

て

い

る
｡

ま

ず
絶
対

的
剰
余

価
値
生

産
に

お
い

て

は
､

｢

『

剰
余
労
働
に

た
い

す
る

人
狼
的
渇
望
』

は
､

資
本
家
の

意
識
の

な
か

に

労
働
日
の

無
際
限
は

延

長
へ

の

衝
動
と

し

て

反

映
さ

れ

て

お

り
､

そ
し

て

冷
酷
さ

に

よ
っ

て

特
徴
づ

け

ら

れ

る
､

労
働
者

ヽ

に

対

す
る

態
度
に

現
わ
れ
+

労
働
者
を

価
値
増
殖
の

物
と

し

て

し

か

評
価

し

な
い

冷
酷

･

食
欲
が

資
本
家
の

心

中
に

道
徳
的
頚
廃
を

生

ず
る

｡

だ

が

こ

れ

に

対

し

労
働
者
の

状
態
は

全
生

活
に

及
び

､

肉
体
的

･

構
神
的
頚
廃

ほ

極
限
に

達
す
る

｡

さ

ら
に

､

そ

れ
が

､

婦
人
と

児
童
を

包
摂
す
る

と

き

ヽ

ヽ

八
掛

芸
面
卸
か

掛
像

妄
紆
と
が

現
実
に

な

る
｡

資
本
主

義
の

成
立
･

7

初
期
に

お

け
る
こ

う
し

た

状
況
下
で

は
､

か

か

る

意
味
で

労
働
と

教
育
は

朗
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鋭
く
対

立

す

る
｡

次
に

､

相
対

的
剰
余
価
値
の

生

産
に

お
い

て

ほ
､

労
働
手
段
が

次
第
に

複
雅
化
し

て

い

く

趨
勢
の

結
果
と

し

て
､

た

と

え

ば

最
小

限
虔
に

し

て

も
､

民

衆
教
育
が

資
本
家
の

課
題
と
な

ら
ざ

る

を

得
な
い

､

と

指
摘
さ

れ

た

後

に
､

こ

こ

に

お
い

て

も

『

資
本
論
』

の

論

述
順
に

従
っ

て

相
対

的
剰
余
価

値
の

生

産
の

方
法
で

あ
る

｢

協

業
+

｢

分

業
+

｢

磯

城
+

の

そ

れ

ぞ

れ

が

人

格
及
び

人
間
関
係
に

対
し

て

も
つ

意

味
が

追

究
さ

れ

る
｡

本
来
｢

協
ヽ

業
+

は
､

人
間
が

個
体
的
制
限
を

脱
し

て

｢

種
族

能
力
を

発
揮
す
る
+

易

で

あ

り
､

(

集
団
教
育
)

の

理

論
的
基
礎
を

な

し

て

い

る
の

で

あ

る

が
､

資
本
主
義
的
協
業
は

､

｢

労
働
過
程
の

も

つ

精
神
的
潜
勢
力
と

物
質
的
潜

勢
力
と

の

『

分
離

過
橿

』

と

な
る
+

の

で

あ

り
､

さ

ら

に

そ

れ

は

｢

搾
取

さ

れ
る

者
と

搾
取
す
る

者
と
の

対

立
に

基
づ

く
､

宥
和
し

が

た
い

対

立
を

な

し
て

い

る

分

離
+

を

帰
結
す
る

｡

単
純
な

資
本
主
義
的
分

業
か

ら

｢

分

業
に

基
づ

く

協
業
+

が
､

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ

ュ

ア

に

お
い

て

そ
の

古
典
的

姿
を

現
わ

す
｡

分
業
も

ま

た

本
来

､

生

産
力
増
大
の

た

め

の

重

要
な

手
段

な
の

で

あ

る

が

｢

分
業
へ

の

隷

属
+

が

必

然
的
で

あ

る

社
会
に

お
い

て

は
､

そ

れ
は

人

間
の

多
く
の

能
力
を

失
わ
せ

る

だ

け

で

な

く
､

｢

蒋
神
的
面
で

は

愚
鈍
に

ま
で

､

肉
体
的
方
面
で

は

全
く
の

奇
形
に

ま

で

し

て

し

ま

う
不

具
化
の

原
因
と

な

る
+

の

で

あ

る
｡

だ

が

こ

の

場
合

､

｢

萎
縮
化
さ

れ

奇

形
化
さ

れ
た

人

間
の

自
然
は

分
業
の

結
果
で

あ
っ

て

そ

の

原

因
で

は

な

い

+

こ

と
に

注
目
す
べ

き

で

あ

る
｡

分
業
は

ま
た

､

人
格
と

結
合
し

て

い

る

労
働
力
を

｢

資
本
に

売
ら
れ

る

ま

え
に

は

決
し
て

独
自
で

機
能
し

え

な

い

程
に

一

面
化
す
る
+

の

で
､

資
本
に

対

す
る

労
働
者
の

従
属
ほ

よ

り

強

め

ら

れ

る
､

さ

ら
に

労
働
の

分
割
ほ

､

教
育
制
度
に

も

反
映
し
､

棉
神
労

働
者
に

な

る
コ

ー

ス

と

肉
体
労
働
者
の

そ

れ

と

の

分

離
を

必

然
化

し
､

こ

β
っ

∂

の

こ

と

は
､

支
配
階
級
に

属
す
る

者
に

も

人
間
の

全

面
的
発
達
を

不

可
能

に

す
る

｡

(

被
支

配
階
級
は
い

う
迄
も
な
い
)

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

労
働
者
の

肉
体
的
熟
練
が

ひ

き

起
す
人

的
制
限

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

は

｢

機
械
+

に

よ
っ

て

打
破
さ

れ
る

｡

｢

機
械
+

そ

の

も

の

は
､

｢

自
然
に

た

い

す
る

人

間
の

勝
利
の

(

手
段
)

な
い

し

(

表
現
)

で

も

あ

る
+

が
､

そ
の

資
本
主
義
的
充
用
の

仕
方
は

､

｢

労
働
者
に

と
っ

て
一

切
の

素
晴

ら

し
い

可
能
性
か

ら

た

だ

劣
悪
な

憎
悪
す
べ

き

現
実
を

生
じ

さ

せ

る

だ

け
で

あ

る
+

よ

り

具
体
的
に

は

以
下

の

よ

う
な

事
実
が

指
摘
さ

れ

る
｡

ま

ず
大
工

業

が

初
め
て

､

婦
人

･

児
童
労
働
の

た

め

の

完
全
な
る

技
術
的
前
提
を

作
り

だ

し

た
の

で

あ

る

が
､

こ

打

こ

と

は

前

述
し

た

よ

う

な

肉

体

的
･

精
神

的
･

道
徳
的
頚
廃
が

婦
人
と

子
ど

も

の

上
に

も

拡
が

る
こ

と

を

意
味
し

､

本
来
愛
と

相
互
的
尊
敬
に

基
づ

く
夫

蘇
関
係
の

破
壊
に

導
く

｡

ま

た
､

機

械
に

よ

り

(

集

約

的

搾

取
)

(

巴
e

訂
t

昌
巴

言

担

宏
訂
ま

巨
粥
)

が

可

能
に

な

り
､

従
っ

て

労
働
の

強
度
が

増
大
し

､

そ
の

結

果
は

労
働
者
の

健

康
の

破

壊
､

急
速
な

疲
労

､

早
期
の

老
化
と

し

て

発
現
す
る

｡

さ

ら
に

機

械
採
用
に

よ

る

労
働
の

節
約
は

当
然
に

失
業
者
を

生

み

だ

さ

ざ

る

を

得
な

い
､

さ

ら

に

ま
た

､

資
本
へ

奉
仕
す
る

こ

と

に

科
学
が

使
用
さ

れ

る
た

め
､

椿
神
労
働
と

肉
体
労
働
と
の

分
離

･

対

立
は

そ

の

極
限
状
況
に

達
す
る

｡

す
な

わ

ち

諸
科
学
の

種
々

の

認
識
は

生

産
過
程
の

棉
神
的
内
容
を

ま

す

ま

す

多
く

取
り

だ

す
が

､

こ

れ

ら
の

認
識
は

､

資
本
に

よ
っ

て

任
命
さ

れ

た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

技
術
者
達
が

独
占
す

る
｡

一

方
､

労
働
者
ほ

生

命
の

な
い

機

構
の

付
属
部

品
に

堕
す
る

｡

以

上
の

考
察
か

ら
､

｢

機
械
+

ほ

｢

資
本
主

義
に

お

い

て

キ

〉)
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ほ
､

た

だ

資
本
家
の

繁
栄
に

役
立
つ

だ

け

で

あ
っ

て
､

労
働
者
の

福
祉
に

■

ほ

役
立
た

な
い

+

こ

と

が

結
論
さ

れ

る
｡

第
三

章
に

お
い

て

は
､

ま

ず
｢

全
面
的
発
達
+

の

必

要

性
が

大
工

業
の

ヽ

ヽ

本
性
か

ら

根
拠
づ

け

ら

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

大
工

業
の

不

断
の

改
良
に

よ

る

｢

変
転
す
る

労
働
要
求
+

ほ
､

人

間
に

｢

社
会
的
生

産
過
程
の

極
め
て

種
々

の

部
面
に

わ

た
っ

て

有
為
に

労
働
し

得
る

能
力
を

要
請
し
+

こ

の

能

力
を

生

産
に

お

け
る

全
面
的
な

可
動
性
に

ま
で

発
達
さ

せ

る
こ

と

が

教
育

に

課
さ

れ
た

重

安
な

任
務
と

な

る
｡

し
か

も

注
目
す
べ

き

こ

と

は
､

人

間

ヽ

ヽ

ヽ

を

全
面
的
に

発
達
さ

せ

る

必

要
性
と

可
能

性
は

｢

大
工

業
が

労
働
の

転
換

､

機
能
の

流
動
を

要
求
し

､

生

産
力
を

一

つ

の

捻
体
に

ま
で

発
達
さ

せ
､

そ

し

て

世
界
を

包
括
す
る

普
遍
的
な

交
通

形
態
を
つ

く
り
だ

し

た

た

め

に
+

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

資
本
主
義
の

な

か
で

も

生
じ

て

い

る
こ

と
で

あ

る
｡

た

だ

し

資
本
主
義
的

現

実
に

お
い

て

は
､

個
々

の

労
働
者
の

全

面
的
可

動
性
が

創
り
だ

さ

れ

ず

に

労
働
の

転

換
が

行
わ

れ
る

た

め
､

資
本
が

意
の

ま

ま
に

振
作
で

き

る

産

業
予

備
軍
の

｢

可
動
+

で

し

か

あ

り

え

ず
､

ま

た

前

章
に

み
た

如
く

｢

大

ヽ

ヽ

ヽ

工

業
+

も

全
面
的
発
達
の

可
能
性
と

し

て

の

み

存
在
し
て

い

る

に

過
ぎ

な

い

｡

著
者
は

､

こ

の

全
面
的
に

発
達
し

た

人
間
の

形
成
は

､

総
合
技
術
教

育
に

よ

ら

な
い

こ

と

に

ほ

不

可
能
で

あ

る

と

主

張
す

る
｡

こ

の

教
育
は

｢

近

代
的
生

産
過
程
の

根
本
的
形
態
を

体
系
的
な

技
術
教
育
+

と

し

て

行

う
こ

と

に

よ
っ

て

実
現
さ
れ

る

が
､

そ

の

場
合
に

､

教
授
(

q

已
e

邑
○

ぎ
)

と

生

産
的
労
働
と

を

結
合
す
る

こ

と

が

そ

の

主
要
な

構
成

要
素
で

な

け
れ

ば

な

ら

ず
､

ま

た
こ

の

結
合
は

､

｢

児
童
と

少

年
を

社
会
的
生

産
過
程
に

参
加
さ

せ

る

こ

と
+

に

よ
っ

て

実
現
さ

れ

る
｡

次
い

で

著
者
は

｢

児
童
労

働
+

に

言
及
し

､

児
童
が

､

社
会
的
生

産
過
程
に

対

し

て
､

｢

そ

れ
が

実

際
あ
る

よ

う
に

､

準
備
教
育
さ

れ

る
+

た

め
に

は
､

そ

の

場
は

学
校
作

業

場
に

お

い

て

組
織
さ

れ

る

よ

う
な

､

い

わ
ば

教
育
学
化
さ

れ

た

生

産
過

蕪

で

あ
っ

て

は
な

ら

ず
｢

社
会
主

義
的
に

組
放
さ

れ
た

実
際
の

労
働
過
程
+

で

あ

る
こ

と
が

強
調
さ

れ

る
｡

(

教
育
学

化
さ

れ

た

労
働
過
超
ほ

そ

の

た

め

の

準
備
過
程
と

し

か

み

な

さ

れ

て

い

な
い

)

さ

ら
に

そ

の

場
合
｢

生

徒

を

社
会
的
生

産
過
程
に

､

単
に

実
習
(

勺

⊇
打
t
-

好

日

m
)

の

形
態
に

お
い

て

で

は

な

く
､

維
兢
的
に

参
加
さ

せ

る

こ

と
+

が

必

要
で

あ

る

と
さ

れ

る
｡

ま

た

｢

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

革
命
以

前
に

資
本
主
義
の

下
で

行
わ

れ
て

い

る

児

童
労
働
も

､

資
本
主
義
的
搾
取
か

ら

児
童
を

保
護
す

る

た

め
の

措
置
が

と

ら
れ

､

そ

し

て

教

育
と
の

必

要
な

結
合
が

な

さ

れ

て

い

る

湯
合
に

は
､

そ

の

積
極
的
意
義
を

認
め
る
+

マ

ル

ク

ス

の

見
解
の

肯
定
的
引
用
も

注
目
さ

れ
て

よ
い

だ

ろ

う
｡

第
四

章
は

､

第
一

辛
か

ら

第
三

章
迄
の

著
者
に

よ

る

簡
単
な

要
約
で

あ

る
が

､

そ

れ
は

既
述
し

た

論
点
と

重

復
す

る
の

で

省
略

す
る

｡

三

行
論
に

お
い

て

述
べ

た

よ

う
に

､

｢

労
働
と

教
育
+

が

本
書
の

ラ

イ
ト

ヽ

ヽ

モ

チ

ー

フ

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

教
育
を

土

台
と

の

関
連
で

の

み

考
察
す

る

立

場
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

｢

教
育
は

社
会
的
諸

関
係
の

な

か

で

進

展
し

､

社
会
的
諸
関
係
か

ら

ほ

分

離
さ

れ

得
な
い

+

｢

学
校
と

い

う
も

の

は

決
し
て

独

自
な

教
育
目

的
を

も
っ

て

い

な
い
+

と

い

っ

た

章
句
に

如
実

に

表
わ

さ
れ

て

い

る
｡

著
者
は
こ

の

よ

う
な

立
場
を
一

貫
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

現
実
の

政
治
や

経
済
や

文

化
か

ら

独
立
し

て
､

教
育
学
固

有
の

価

(

3
)

9

値
を

追
究
す
る

立

場
に

対
し

て

決
定
的
に

対

立
し

て

い

る
｡

こ

の

意
味
で

､

朗
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恥
帥

純
絹
い

川

絹
Hゝ

‥

醐
絹

絹
㌶
調
約

絹
絹
”

機
能
の

再
分

肢
と

し
て

の

教
育
を

具
体
的
に

解
明
し
た

も
の

と

し

て

評
価

し

て

よ
い

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

ま
た

､

著
者
が

｢

経
済
+

を

理

論
化
し

た

も

の

と

し

て

『

資
本
論
』

を

素
材
に

し

て

い

る

と
い

う
点
も

､

著
者
白
身
の

見
解
と

は
い

さ

さ
か

違
っ

た

｢

意
味
+

を
も

つ

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

何
故
な

ら
､

『

資
本
論
』

が

大

す

じ

と

し
て

は

資
本
主
義
経
済
の

原
理

を

自
己

完
結
的
な

体
系
と

し
て

論

証
し

､

か

く
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

■
そ

の

｢

基
本
矛
盾
+

を

明
確
に

す

る

こ

と

が

可
能
に

な

り
､

従
っ

て
､

そ

の

変
革
の

対

象
と

そ
の

主
体
を

明
ら

か

に

し

得
た

の

で

あ

る
が

､

こ

の

よ

う
な

『

資
本
論
』

の

想
定
す
る

純
粋

資
本
主
義
に

お

け

る

｢

経
済
+

に

依
拠

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

れ

の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

人

間
化
+

を

志
向
す
る

｢

教
育
+

も

純
粋
な

形
態
で

把
握
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

の

で

あ

り
､

従
っ

て

ま
た

､

そ

こ

に

反
映
す
る

矛

盾
も

明
確
化

す
る

可
能
性
が

あ

る

と
い

ぇ

る
の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も

し

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

そ

の

矛

盾
の

止

揚
さ

れ
た

教
育
を

想

定
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ
れ

ほ

資
本
主
義
の

新
し
い

段
階
と
い

わ
れ

る

帝
国
主

義
の

教
育
の

分

析
に

も

有
効
な

｢

原
理
+

と

な

り

得
る
だ

ろ

う
｡

さ

ら
に

､

そ
れ

は

著
者
も
士

心

向
し

た
､

社
会
主
義
教
育
の

本
質
も

原
理

的
に

明
ら
か

に

な

り
､

従
っ

て
､

現
実
の

社
会
主
義
諸
国
の

教
育
を

批

判
的
に

考
察
す

る

際
の

｢

規
準
+

に

も

な

り

得
る
の

で

は

あ

る

ま

い

か
｡

以
上
の

点
を

み

ヽ

ヽ

ヽ

て

も
､

本
書
は

刊
行
後
十
余
年
を

経
る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

教
育
学
方
法

に

な

お

重

要
な

示

唆
を

与
え
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

右
の

よ

う
な

意
義
を

認
め
つ

つ

も

疑
問
の

点
も

か

な

り
あ

る
｡

た

と

え

ば
､

教
育
と

労
働
と

の

｢

直
接
的
結
合
+

の

み
が

強
調
さ

れ
､

そ

の

相
互

淵

作
用
の

な
か

で

生
み

出
さ

れ

る
､

科
学
や

技
術
や

文
化
の

体
系
の

教
授
と

い

う
い

わ

ば

そ
の

掛
掛
肘
掛
か
の

視
点
が

軽
視
さ

れ
て

い

る

と

思
わ
れ

る
｡

｢

学
校
+

そ

の

も
の

を

固
定
化
す
る

こ

と

な

く
､

常
に

現
実
の

生

産
に

対

し
て

変
革
さ

れ

る

ぺ

き

だ
､

と
い

う
こ

の

上
も

な

く
正

し

い

見
解
は

､

間

接
的
結
合
の

視

点
の

欠

落
に

よ
っ

て

ふ
の

シ

ェ

ル

ギ

ン

的
｢

学
校
死
滅

論
+

に

堕
す
る

恐
れ

が

あ

る

の

で

ほ

あ

る

ま
い

か
｡

｢

経
済
+

の

人
間
化
と

し

て

の

教
育
は

､

前
述
の

よ

う
な

純
粋
資
本
主

義
に

お

い

て

は

大
き

な

意

味
を

持
ち

得
る

が
､

｢

経
済
+

と

共
に

｢

政
治
+

｢

文
化
+

の

資
本
主
義
的

｢

人
間
化
+

が
一

般
的
と
な

る

帝
国
主
義
段
階

､

さ

ら

に

｢

政

治
+

｢

文

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

化
+

の

い

わ

ば

社
会
主
義
的
｢

人
間
化
+

が

必
須
と

な

る

社
会
主
義
社
会

に

お

け
る

教
育
分
析
は

肘
掛
肘
掛
か
の

視
点
な

く
し

て

は

不

可
能
で

あ

る
｡

本
書
の

大
き

な

疑
問
点
の

一

つ

で

あ

る
｡

次
の

疑
問
点
は

､

｢

大
企
業
の

本
性
と

そ
の

資
本
主
義
的
形
態

と

の

間

に

横
た

わ
る

矛
盾
+

を

揚
棄
す
る

倉
掛
妙
齢
も

教
育
の

重
要
な

る

分
野
を

構
成
す
る

と

思
わ

れ
る

が
､

こ

の

領
域
が

欠

落
し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

も

ま
た

､

『

資
本
論
』

二

四

章
に

お
い

て
､

こ

の

点
を

論
じ

て

い

る

の

で

あ

り
､

わ

が

国
で

も
そ

の

論
述
を

め

ぐ
っ

て

経
済
学
者

･

哲
学

者
の

軋
鮎
の

別
れ
る

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

な

に

よ

り

も

『

資
本
論
』

に

依

拠
し
た

と
い

う
本
署
に

お
い

て
､

こ

の

点
の

言
及
が

み

ら

れ

な
い

の

は

残

念
で

あ

る
｡

以

上
､

や

や

我
々

の

問
題
関
心
に

引
き
つ

け
て

評
価
と

疑
問
点
を

述
べ

た

感
ほ

あ

る

が
､

評
価
点
を

継
承
し

っ

つ
､

疑
問
点
を

超
克
す
る
こ

と
が

､

教
育
の

科
学
的
究
明
を

志
向

す
る

者
に

い

ま

も

な
お

残
さ

れ

た

課
題
で

あ

ー

ノ
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3 2 J

る
｡(

1
)

本

書
は

､

一

九

六

三

年
､

田

中
昭

徳
氏
に

よ
っ

て

邦

訳

さ

れ
､

訳

者

も

指
摘

す
る

如
く

､

原

著
の

題

名
は

長

す

ぎ
る

し

ま

た

行

論
で

み

ら

れ

る

如
く

表

記
し

た

邦
訳
の

方
が

原

著
の

内

容
に

適
わ

し
い

と

思

わ

れ
の

で
､

田

中

氏
の

訳

名

を

用
い

た
｡

引

用

文
は

本

年
三

月

刊

行
の

同

氏
訳
四

版

刊
を

使
用

し

た
が

､

若

干

訳

語
を

変
え

た

部

分

も

あ
る

｡

ま
た

､

訳

書
｢

凡

例
+

に

も

指
摘
さ

れ

て

い

る

が
､

ス

タ

ー

リ

ン

の

言

説
の

一

部
の

邦
訳
が

原

著

者
の

要

求
に

よ
っ

て

省
略
さ

れ

て

い

る
｡

本

稿
も

こ

の

要

求

を

考

慮
し

た
｡

(

2
)

｢

日

本

読

書
新

聞
+

(

昭

和
三

八

年
七

月
一

五

日

付
)

の

大

橋
清

夫

氏
の

書
評

､

鈴

木
朝

英

編

『

講
座

･

民

主

教

育

理

論

下
』

(

明

治

国

書
)

所

収
の

中

野
徹
三

論
文

｡

持
田

栄
一

編

『

講
座
マ

ル

ク

ス

主

義
6

教

育
』

(

日

本

評

論

社
)

所

収
の

岡
村
･

伊
藤

論
文

等
が

本

書

に

言

及

し
て

い

る

主

な

る

も
の

で

あ
る

｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

3
)

教
育

学

固
有
と
い

っ

た

と

き
の

固

有
の

意
味
が

明

確
に

さ

れ

な

く
て

は

誤

解
を

生

ず
る

が
､

わ
が

国
で

は

｢

教

育
的

価
値
+

を

執
拗

に

追
究

し
た

勝
田

守
一

氏
の

見

解
が

こ

れ

を

志
向

し

て

い

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
｡

(

4
)

宮

原

誠
一

｢

教

育
の

本

質
+

(

『

教

育
と

社
会
』

所
収
)

参
府

｡

(

5
)

特
に

こ

の

点
に

関

し
て

は
､

宇
野

弘

蔵

氏
と

梅

本

克
己

氏
の

論

争
が

示

唆
的

で

あ

る
｡

両

氏
の

最

近
の

著

作
は

殆
ど
こ

の

点
に

関

す

る

も
の

と
い

っ

て

よ
い

が

｢

思

想
+

誌
上

に

お

け

る

両

氏
の

対

談
･

論
争
は

特
に

参

考
と

な

る

(

同

誌
､

一

九
六

六

年
一

､

二

月

号
､

一

九

六
七

年
五
･

七

月

号

所

収
の

対

談
一

九
六

六

年
五

､

九

月

号
一

九

七

〇

年
七

月

号

所

収
の

梅

本

論
文

､

一

九
六

八

年
十

一

月

号

所
収
の

宇
野
論
文
)

(

本

州

大

学

講

師
)

､

■(




