
一 橋静養 第七 十 二 巻 第三 号 ( 1 0 0)

(

1
)

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

教
育
思
想

Ⅱ
･

Ⅲ

関

啓

子

:l

ク

ル

ー

プ

ス

カ

ヤ

の

初
期
教
育
思
想
研
究
の

課
題
ほ

､

彼
女
の

革
命

前

の

思
想
の

到
達
点
で

あ

り
､

革
命
後
の

思
想
の

出
発
点
で

も

あ

る

(

全

面

発
達
の

教
育
思
想
)

の

解
明
に

あ

る
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

い

う

(

全
面

発
達
の

教
育
思
想
)

と

は
､

子
ど

も
に

人
間
に

催
す
る

生

活
を

確
保
す
る

こ

と

を

土

台
と

し
て

､

子
ど

も
の

内
部
生

命
を

解
放
し

､

人

間
と

し
て

の

固
有
性
を

展
開
さ

せ
､

こ

の

こ

と
に

よ
っ

て
､

子
ど
も

の

幸
福
を

実
現
し

ょ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

こ

の

思
想
の

分
析
の

第
一

点
ほ

､

窮
極

的
に

は

死
を
も
っ

て

示

さ

れ

る
こ

と

す

ら

あ
る

子
ど
も

の

不

幸
を

媒

介
と

し
て

､

彼
女
が

子
ど
も
の

存
在
を

ど
の

よ

う
に

把
握
し

た

の

か

を
､

究
明

す
る

と

こ

ろ
に

あ

る
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

は
､

ま

ず
､

子
ど

も
を

｢

観
察
+

主
体
と

し

て

と

ら

え

る
｡

｢

子
ど
も

は
､

む
さ

ぼ

る

よ

う
に

周
囲
の

生

活
を

じ
っ

と

み

つ

め
､

観
察
し

､

考
え
る

も

の

で

あ

る
｡

家
族
の

成
員
間
の

関
係
や

､

子
ど

も

が

接

触
す
る

人
々

の

間
の

関
係
は

､

子
ど

も
の

頭
の

な

か

に

い

く
つ

も
の

間

題
を

､

ま
た

心
の

な

か

に

い

く

つ

も
の

感
情
を

ひ
き

起
こ

す
｡

子
ど

も
に

で

き

な
い

こ

と

と
い

え
ば

､

そ

れ

ら

を

簡
単
明
確
に

表
現
す
る

こ

と
､

す

(

2
)

な

わ

ち
､

お

と

な
に

分
る

方
法
で

現
わ

す
こ

と
で

あ
る
+

｡

こ

こ

で

の

｢

観

察
+

と

は
､

視
覚

､

聴
覚
等
を

働
か

せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

観
察
対

象
か

ら
､

｢

印
象
+

や

｢

感
情
+

､

｢

情
緒
+

さ

ら

に

は

｢

問

題
+

を
､

す
な

わ

ち
､

｢

心

的
体

験
+

を

獲
得
す
る

働
き

で

あ

る
｡

も

と

よ

り
､

観

察

能

力

は
､

外
部
感
覚
器
官
に

基
づ

く

｢

知
覚
+

能
力
で

あ
る

｡

｢

人

間
は

外

部

感
覚
器
官
の

助
け
に

よ
っ

て

外
部
世

界
を

認
識
す
る

｡

知
覚
の

力
と

多
様

さ

と

は
､

外
部
感

覚
器
官
の

鋭
敏
さ

と

完
成
度

､

発
達
の

い

か

ん
に

か

か

っ

て

い

る
+

｡

だ
､

が

し

か

し
､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

に

あ
っ

て

は

観
察
と
は

さ

ら
に

､

右

に

引
用
し

た

行
文
に

も

見
ら
れ

る

と

お

り
に

､

｢

問
題
+

意

識
の

･

感

覚

的
な

獲
得
を

も

意
味
し
て

お

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

思
惟
に

先

行
す
る

働
き

で

あ

る
｡

し

た
が
っ

て
､

観
察
は

､

理

論
的
活

動
の

基

礎
で

あ

り
､

問
題
所

在
の

感
覚
的

察
知
と

し
て

､

理

性
的
理

解
に

先
行
す
る

感
覚
的
理

解
で

あ

る
､

と
い

え

よ

う
｡

こ

う
し
て

､

子
ど
も

の

観
察
活
動
は

､

子
ど

も

白
身
の

感
覚
器
官
を

媒

介
と

す
る

､

感
覚
活
動
で

あ

る

と

と

も

に
､

い

わ

ば

感

覚
的
理

解
活
動
で

も

あ

る
｡

そ

し
て

ま
さ

に

こ

こ

に
､

ク

ル

ー

ブ
ス

カ

ヤ

は
､

子
ど

も

に

お

け
る

･

主
体

性
の

萌
芽
を

見
て

い

る
｡

｢

必

要
な

知
識
が

欠
如
し

て

い

る

た

め

に
､

主
体
的
に

は

全
く

判
断
で

き

な
い

･

社
会
生

活
に

お

け
る

事
件

や

事
実
に

つ

い

て
､

お

と

な

か

ら

耳
に

し
た

判
断
を

子
ど
も

が

わ

か

ら

ぬ

ま

ま

に

繰
り

返
す

と
い

う
こ

と

は
､

全
く

異
常
な
こ

と

で

あ

る
+

｡

こ

の

よ

う
に

､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

が
､

お

と

な
の

判

断
が

子
ど
も

に

よ
っ

て

そ

の

ま

ま

反

復
さ

れ
る

こ

と
ほ

な
い

､

と

す
る

の

は
､

彼
女
が

子
ど

も

に
､
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観

察
活
動
に

基
づ

く

主
体

性
の

萌
芽
を

認
め

て

い

る

こ

と

を
､

示
し
て

い

る
｡

こ

の

関
連
は

､

以
下
の

よ

う
に

分
析
さ

れ

よ

う
｡

自
己
の

感
覚
器
官
を

媒
体
と

し
て

生
じ

た

(

問
題
)

の

知

覚
は

､

身
体

器
官
を

媒
介
と

し

て

初
め

て

生

ず
る

と
い

う
意
味
で

､

個
体
的
な
か

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

一

つ

に

は
､

子
ど
も

に

観
察
活

動
が

生

じ

な
い

場
合

､

(

問
題
)

意
識
の

成
立
は

あ

り

え
な
い

｡

と

す
れ

ば
､

他
人
に

よ

る

判
断

あ

る

い

は

解
決
は

､

子

ど

も
に

と
っ

て

は

判

断
･

解
決
と
い

う
意
味
を

も

た

な
い

､

そ

れ

ゆ

え
､

そ
れ
へ

の

盲
従
も

ま

た

あ

り

え

な
い

｡

二

つ

に

は
､

(

問
題
)

意
識
を

子
ど

も
が

抱
い

て

も
､

そ

れ
の

判
断
に

必

要
で

あ

り
､

か

つ

そ

れ
の

理

解
を

可
能
に

す
る

知
識
の

不

足
に

よ
っ

て
､

問
題
が

子
ど

も
の

理

解

能
力
を

越
え
て

い

る

場
合
に

ほ
､

他
人
の

判
断
へ

の

盲
従
は

､

個
体

的
な

感
覚
的
理

解
か

ら

解
決
へ

飛
躍
す

る
こ

と

で

あ

る

に

す
ぎ

ず
､

そ

れ

は
､

介
在
す
べ

き
･

自
己
の

理

解
能
力
を

使
っ

て

理

性
的
理

解
活
動

を

行
な

う
こ

と

を

放
棄
す

る
こ

と

を

意
味
し
て

お

り
､

子
ど

も

自
身
に

と

っ

て

ほ

解
決
に

は

な

り

え

な
い

｡

こ

う
し
た

論
理
に

よ
っ

て
､

観
察
に

よ

る

(

問
題
)

意
識
の

成
立
は

子
ど

も
に

お

け
る

主
体
性
の

萌
芽
を
も

意
味

し
て

い

る

こ

と

に

な

る
｡

･
で

あ
る

と

す
れ

ば
､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

に

と
っ

て

｢

知
識
+

と
は

､

感

覚
的
に

獲
得
さ

れ

た

｢

問
題
+

を

考
え
る

過
程
で

､

す
な

わ

ち
､

理

性
的

理

解
に

お
い

て
､

問
題

｢

解
決
+

の

た

め

に

必

要
と

な

る

も
の

で

あ

る
｡

問
題
と

知
識
と

の

関
係
は

､

｢

生

活
に

よ
っ

て

立

て

ら

れ

た

諸

問

題
へ

の

解
答
を

与
え

る

知
識
+

と
い

う
表
現
を

も
っ

て

示
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

ぅ
に

､

問
題

意
識
の

成
立
が

主
体
性
の

生

長
を

意
味
す
る

以

上
､

問
題
意

識
に

基
づ

く

知
識
の

獲
得
も

ま

た
､

主
体

的
セ

あ
り

､

そ
れ

ゆ

え

自
発
的

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

は
､

子
ど

も

は

感
覚
的
理

解
に

基
づ

き
､

知
的
活

動
と
い

う
自
己

活
動
の

主
体

に

な
る

､

と

把
握
す
る

｡

自
己

活
動
の

｢

自
己
+

は
､

観
察
と

い

う
､

自
己
の

感
覚
器
官
を

媒
介
と

す
る

働
き

に

よ
っ

て

生

じ
た

主
体
性

､

そ

れ

ゆ

え
､

個
体
性
を
も

つ

主
体

性
に

よ
っ

て

成
立

す

る
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

は
､

子
ど
も

は

(

観

察
し
)

､

人

考
え
)

､

(

知
り
)

､

(

3
)

(

働
く
)
､

と

と

ら

え
る

｡

こ

の

(

考
え

る
)

と

は
､

上

述
の

よ

う
な
･

観
察
に

よ

る

感
覚
的
理

解
が

理

性
的
理

解
へ

の

動
因
と

な
っ

て

い

る

こ

と

を

示
し
､

(

知
る
)

と
は

､

理

性
的
理

解
の

た
め

の

知
的
活
動
と

し

て

主

体
的
に

知
識
が

獲
得
さ

れ

る

こ

と

を

示

し
､

こ

の

理

性
的
理

解
に

基
づ

い

て

(

働
く
)
､

す
な

わ

ち

実
践
的
活
動
が

発
動
す
る

､

と

さ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

自
己

活
動
の

主
体
と

し

て

の

子
ど

も
は

､

一

つ

に

は
､

理

解

活

動
に

､

ま
た

そ

れ

に

基
づ

く

理

論
的
活
動
に

､

二

つ

に

は
､

実
践
的
活

動
に

赴
く

｡

こ

の

前
者
が

､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

い

う
･

子
ど

も
の

自
己

教
育
で

あ

る
｡

彼
女
は

未
来
の

学
校
を

､

｢

そ
れ

は

思
想
の

王

国
へ

の

道

を
､

共
同
の

努
力
に

よ
っ

て

切

り

開
く
こ

と

を

目

的
と

し

た
･

生

徒
の

自

由
な

連
合
体
で

な

く
て

は

な

ら

な
い

+
､

と

述
べ

て

い

る

が
､

こ

の

｢

思

想
の

王

国
+

と

は
､

理

論
的
活
動
の

産
出
物
と

し

て

の

世
界

観
を

指
し

､

｢

王

国
へ

の

道
を

切

り

開
く
+

と
は

､

理

解
活
動
を

基
礎
と

し

た

理

論
的

活
動
を

意
味
し

て

い

る
､

と
い

え
よ

う
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

が
､

未
来
の

学
校
を

以
上

の

よ

う
に

定
義
し

､

さ

ら
に

続
け

て
､

こ

の

よ

う
な

学
校
に

お

け
る

教
師
に

つ

い

て
､

そ

れ

は
､

｢

生

徒
が

主
体

的
に

学
ぶ

こ

と

を

習

得
す
る

の

を

助
け
る
･

経
験
と

知
識
と

に

富
ん

だ

年
上
の

仲
間
で

あ

り
､

ヽ

ヽ

▲q
レ

知
識
獲
得
の

方
法

･

方
策
を

生

徒
に

示
し

､

自
己

教
育
の

共
向
作
業
を

組
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織
す
る

の

を

助
け
+

る

人
で

あ
る

､

(

傍
点
は

引
用
者
)

と

述
べ

て
■
い

る

背

後
に

は
､

以
上

に

み

た

理

論
が

ひ
か

え
て

い

る

の

で

あ
る

｡

そ

し
て

､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

は
､

こ

の
･

自
発
的
な

知
識
の

獲
得
が

子

ど

も
に

視
野
の

拡
大
を

意
識
さ

せ
､

こ

の
･

視
野
の

拡
大
が

､

子
ど

も
に

(

精
神
的
日

邦

揚
)

と

(

大
き

な

よ

ろ
こ

び
)

と
を

与
え
る

､

と

と

ら

え

た
｡

こ

の

よ

ろ
こ

び
は

､

精
神
的
諸
カ
の

成
長

､

す
な

わ

ち

知
識
獲
得
の

活
動

か

ら

生

ず
る

理

解
能
力
の

発
達
に

よ

る

も
の

で

あ
る

｡

子

ど

も

は
､

｢

知

識
獲
得
に

よ
っ

て

視
野
が

拡
大
し

た
こ

と

を

生

き

生

き
と

感
じ
て

い

る
+

｡

子
ど

も

は
､

｢

自
己
の

視
野
の

拡
大

､

自
己
の

精
神
的
諸
力
の

成

長
の

感

覚
が

す
べ

て

の

健
康
な

子
ど

も
に

与
え
る

よ

ろ
こ

び

を

と

も

に

体

験

す

る
+

｡以
上
の

よ

う
に

､

観
察
が

(

理

解
)

の

基
礎
で

あ

る

以

上
､

そ
れ

は
､

｢

世
界
観
+

形
成
の

基

礎
で

も
あ

る
｡

な

ぜ

な
ら

､

ク

ル

ー

ブ
ス

カ

ヤ

に

よ

れ

ば
､

｢

世

界
観
と

は

…

…

生

活
の

諸
事
実
の

人
間
に

よ

る

評
価
で

あ

(

1
)

り
､

そ

れ

ら
の

も
の

の

連
関
で

あ

り
､

そ
れ

ら
の

も

の

の

理

解
で

あ

る
+

か

ら
で

あ

る
｡

ク

ル

ー

ブ
ス

カ

ヤ

は
､

こ

の

世
界
観
の

形
成
を

､

蓄
積
さ

れ

た

印
象
の

解
明
と
い

う
理

論

的
活
動
と

し
て

と

ら

え
､

そ

れ

は
､

一

二

歳
か

ら
一

六

歳
の

子
ど

も
の

欲

求
す
る

と
こ

ろ
で

あ
る

､

と

す
る

｡

こ

の

年
齢
期
の

子
ど

も

は
､

｢

自
己

を

掘
り

下
げ

､

獲
得
さ

れ

た

印

象
を

仕
上

げ
､

体
系
化
す
る
+

｡

こ

の

時
期
に

は
､

｢

批
判
的
思
考
が

殊
の

外
強
く

働

き
､

人
間
が

形
成
さ

れ

る
+

｡

す
な

わ

ち
､

そ

れ

ま
で

に

生

徒
の

な

か

に

蓄
積
さ

れ

て

き
た

印
象
や

事
実
が

､

｢

子
ど

も

に

ょ
っ

て

あ
る

み

と

お

し

の

も

と
に

配
置
さ

れ
､

そ
れ

ら
を

全
面
的
に

解
明
し

ょ

う
と
い

う
欲
求
が

現
れ

る
｡

こ

れ

ほ
､

せ
界
蔵
形
成
の

時
期
で

あ

る
+

｡

こ

の

よ

う
に

､

彼

女
ほ

､

世
界
観
形
成
と
い

う
理

論
的
活
動
に

､

｢

人

間
+

の

成

立

を

見
た

謝

の

で

あ
る

｡

こ

う
し
て

､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

場
合

､

｢

観
察
+

は
､

理

論
的

活

動

の

基
礎

､

世
界
観
形
成
の

基
礎
を

な

す
活
動
で

あ

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

｢

人

間
+

の

成
立

を

可
能
に

し
､

主
体
性
を

育
成
し

､

精
神
的
諾
力
を

発
達
さ

せ
､

主
体
に

よ

ろ
こ

び
を

獲
得
さ

せ

る

働
き

と

し
て

､

決
定
的
に

重
要
な

意
味
を

も
つ

が
､

さ

ら
に

､

わ
れ

わ

れ

は
､

観
察
の

も
つ

･

い

ま
一

つ

の

■

レ

意
味
を

､

現
存
す
る

学

校
と
の

対

時
に

お
い

て

見
る

こ

と

が
で

き
る

｡

当

時
の

学
校
ほ

､

｢

な

ん

ら

か

の

･

国
家
的

･

階
殻
的
利
益
あ
る

い

は

特

定

の

集
団
の

利
益
を

追
求
し

て

い

る
｡

国
家
が

配
慮
し
て

い

る
こ

と

ほ
､

国

家
に

と
っ

て

望
ま

し
い

思
想
と

感

情
と

を

生

徒
に

発
達
さ

せ

る

こ

と
で

あ

る
+

｡

そ
れ

ゆ

え
､

観
察
に

よ
っ

て

子
ど

も
の

な
か

に

喚
起
さ

れ

る

問
題

や

感
情

､

さ

ら
に

は
そ

れ

ら
に

基
づ

く

理

論
的
活
動
そ
し

て

主
体
的
世

界

観
の

形
成

1
こ

れ

ら
は

､

国
家
に

よ

る
･

一

定
の

思
想
と

感
情
の

押
し
っ

け
に

対
す
る

内

発
的
反

抗
で

あ

り
､

こ

こ

に

観
察
が

も
つ

･

い

ま
一

つ

の

重

要
な

意
味
が

あ

る
｡

そ
こ

で
､

子
ど

も

を
､

こ

う
し

た

意
味
を

も
つ

観
察
の

主
体
に

育
成
し
､

そ

の

観
察
を

展
開
さ
せ

る
に

は
､

ど

う
す
れ

ば

よ
い

の

か
｡

観
察
が

感
覚
器
官
を

働
か

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て

感
覚
対

象
か

ら

感
覚
内

容
を

受
け

と

る

働
き
で

あ
る

以

上
､

観
察
は

､

媒
体
と

な

る

感
覚
器
官
と

こ

れ

ら

器
官
の

対

象
と
に

よ
っ

て

条
件
づ

け
ら

れ

て

い

る
｡

ク
ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

が
､

革
命
後

､

社

会
主
義

教
育
の

実
現
に

際
し

て

で

は

あ
る

が
､

子

ど

も
の

外
部
感
覚
器
官
の

訓
練
の

必

要
を

主
張
し

た

理

由
ほ

､

そ
こ

に

あ

る
｡

｢

学
校
は

､

子
ど

も

が
ご

く

劫
い

時
か

ら
､

視

覚
､

聴

覚
､

触

覚
等

け

町

.

々

■
卜

絆

'
l

√

ヰ
.

ゝ

し
r

一

r

■

r

ト
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曲

し
如

-



L

叩ト

1
｡

d
r

l
.

d

､

.

1
1

､

､

→

｢
■

-

( 1 03) 研 究 ノ ー ト

と
い

ヶ

た

外
終
息

党
を

鋭

敏
に

さ

せ
､

見
違
さ

せ

れ

ば

な

ら

な
い

+
か

し

か

し
､

こ

の

観
察
は

､

ま
た

､

感
覚
対

象
と

し
て

の

外
部
世
界
の

範

囲
と

貿
と

に

よ
っ

て

も

条

件
づ

け

ら
れ

る
｡

当
時
の

子
ど

も
の

生

活
圏
は

驚
く
ほ

ど

狭
監
で

あ

り
､

観
察
と
い

う
働
き

も

客
観
的
条
件
と

し
て

の

対

象
に

よ
っ

て

き

び

し

く

制
限
さ

れ
て

い

た
｡

『

地

方
自
治
体

学
校

綱

領
』

第
三

項
の

夏
期
学
校
が

､

子
ど

も
の

健
康
強
化
と

と
も

に

観
察
対

象
の

範

囲
の

拡
大

､

そ

れ

に

よ

る

視
野
の

拡
大
を

意
図
し

た

理

由
ほ

､

こ

こ

に

あ

る
｡

さ

ら
に

､

同
じ

理

由
に

よ
っ

て
+

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

は
､

外
的
条
件
と

し
て

の

対

象
の

貿
に

か

か

わ
っ

て
､

労
働
現
場
に

お

け
る

人
々

と

生

活
と

を

観
察
す
る

必

要
を

､

主
張
す
る

｡

｢

生

き
た

生

活
を

読
む

た

め

に

は
､

生

活
を

､

人
々

を

観
察
で

き

な

く

て

は

な

ら

な
い

し
､

人
々
と
の

･

生

き

生

き

と

し
た

･

絶
え

間
無
い

交
流
が

必

要
で

あ

り
､

な
に

よ

り

も

良
い

の

は
､

共
同
作
業
で

の

交
流
で

あ

る
+

｡

｢

児
童
労
働
は

学
校
の

外
で

も

行
な

わ

れ

ね

ば

な

ら
な

い
｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

れ

ほ
､

労
働
現
場
で

人
々

と
の

全

面
的
交
流
に

は
い

り
､

生

活
を

観
察
す
る

可
能
性
を

与
え
る
+

か

ら
で

あ

る
｡

右
の

主
張
は

､

次
ぎ
の

よ

う
な

論
理

的
根
拠
を

も
っ

て

い

る
｡

第
一

に
｡

す
で

に

述
べ

た

と

お

り
､

世

界
観
の

構
築
が

主
体
的
で

あ

る

の

ほ
､

世
界
観
の

形
成
に

至
る

理

論
的
活
動
が

､

観
察
に

､

つ

ま
り

自
己

の

感
覚
器
官
を

媒
介
と

す
る

働
き
に

よ
っ

て

獲
得
さ

れ

た

感
覚
的
理

解
に

､

基
づ

く

自
己

活
動
で

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

生

活
の

諸
事
実
の

評
価

･

連
関

･

理

解
と

し

て

の

世
界
観
の

形
成
の

条
件
は

､

真
実
の

社
会

生

活
が

観
察
対
象
と

な

る
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

第
二

に
ヶ

ク

ル

ー

ブ
ス

カ

ヤ

は
､

｢

生

活
の

基
礎
は

､

労
働
で

あ
る
+

､

と

定
義
す
る

｡

こ

こ

で

の

生

活
と

は
､

社
会
の

中
に

生
き

る
こ

と

を

指
し

て

い

る
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

は
､

人

間
を

社
会
存
在
と

し

て

と

ら

え
､

そ

の

よ

う
な

存
在
の

基
礎

､

す
な

わ

ち
､

人

間
と

人

間
と
の

関
係
を
つ

く

り

出
す
根

拠
を

労
働
に

も

と

め

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

意
味
を

も
つ

社
会
生

活
が

､

観

察
の

対

象
と

な

る

こ

と

が
､

世
界
観
形
成
の

条
件
で

あ

る
｡

第
三

に
｡

し
か

も
､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

･

子
ど
も

の

把
握
の

仕
方
に

従
え

ば
､

子
ど

も
の

中
で

ま

ず
生

ず
る
の

は
､

人

間
と

人
間
と

の

関
係
に

つ

い

て

の

感
覚
的
理

解
で

あ

る
｡

し

か

し
､

本
節
冒
頭
の

引
用
文
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

､

観
察
対

象
と

な

り

う
る

人

間
と

は
､

一

般
的
な

人
間
で

は

な

く
､

観
察
主
体
と

何
ら
か

の

か

か

わ

り

を

も
つ

人
間
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

観
察
対

象
は

､

子
ど
も

に

と
っ

て

の

･

真
実
の

生

活
の

内
に

あ

る

人

間
で

あ

る
｡

第
四

に
｡

そ

れ

ゆ

え
､

子
ど

も
に

と
っ

て

の

真
実
の

生

活
が

拡
大
し

､

そ
こ

に
一

般
的
な

社
会
生

活
が

含
ま
れ

る

よ

う
に

な

る
か

ど

う
か

は
､

上

述
･

第
二

の

根

拠
に

よ

り
､

労
働
に

よ

る
･

新
し
い

人
間
関
係
の

創
造
に

依
拠
し

て

い

る
｡

第
五

に
｡

労
働
現
場
に

あ
っ

て

労
働
に

よ
っ

て

結
ば

れ
る

･

人
間
と

人

間
と
の

関
係

(

労
働
関
係
)

お

よ

び
､

現
場
で

の

･

労
働
の

事
実
が

､

労

働
参
加
に

よ
っ

て

ほ

じ

め
て

観
察
対

象
と

な

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

そ
れ

ら
が

基
礎
と

な
っ

て
､

や

が

て

は

理

論
的
活
動
の

素
材
と

な

る

理

解
活
動
が

生

じ
､

こ

れ

を

通
じ

て

理

論
的
活
動
が

行
な

わ
れ

､

こ

う
し

て

初
め

て

社
会

生

活
の

理

解
が

可
能
と

な

る
｡

労

働
現
場
で

の
､

労
働
参
加
に

よ

る

観
察

が

必

要
と
さ

れ

る

根
拠
は

､

こ

の

と
こ

ろ
に

あ

る

の

で

あ

る
｡

∂∂ヱ
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こ

の

よ

う
に

､

労
働
に

参
加
し

た

活
動
主
体
ほ

､

そ

こ

で

の

体
験
を

､

感

覚
的
理

解
で

あ
る

心

的
体
験
と

し

て

蓄
積
す
る

｡

llI

前
節
で

は
､

自
己

活
動
の

主
体
と

し

て

の

子
ど
も

を
､

理

論
的
自
己

教

育
の

主
体
と
い

う
側
面
か

ら
と

ら

え
､

分
析
し
た

｡

本
節
の

課
題
は

､

自

己

活
動
の

主
体
と
し

て

の

子
ど

も

を
､

実
践
的
活
動
の

主
体
と
い

う

側
面

か

ら

分
析
す

る

こ

と
に

あ

る
｡

ク

ル

ー

ブ
ス

カ

ヤ

は
､

こ

の
･

子
ど

も
の

実
践
的
活
動
を

働
き

出
さ

せ

る

カ
を

､

｢

本
性
の

活
動
性
+

に

も

と

め
､

ま

た
､

こ

の

活
動
を

促
す

力

に
､

｢

自
己

を

吟
味
し
ょ

う
と

す
る

･

お

ぼ

ろ

げ

な

欲
求
+

の

現
わ

れ

を

見
､

さ

ら
に

､

こ

の

活
動
の

貿
を

､

観
察
に

基
づ

く

理

解
活
動
と

そ
の

上

に

立
つ

理

論
的
活
動
と
の

過
程
で

獲
得
さ

れ

た

知
識

､

お

よ
.
び

そ

の

中
で

発
達
し

た

能
力

､

加
え
て

､

子
ど

も

に

内
在
す

る

諸
カ
と
に

見
て

い

る
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

に

よ
れ

ば
､

子
ど

も

は

｢

直
ち
に

自
己
の

知
識
を

応

用
し

ょ

う
と

す
る
+

欲
求
を
も

つ

も

の

と

し
て

と

ら

え

ら
れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

と
こ

ろ

か

ら
､

現
存
す
る

学
校
は

､

｢

子
ど

も
が

力
と

知

識
と

を

応
用
す
る

上

で

の

無
能
力
を

､

人

為
的
に

養
っ

て

い

る
+

､

と

批

判
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

右
の

欲
求
に

基
づ

く

自
己

活
動
は

､

子
ど

も

が

も
つ

･

い

わ
ば

本
質
カ

､

理
解
活
動
の

獲
得
物
で

あ
る

知
識

､

お

よ

び

能
力
と
の

対

象
化
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

し

た

が

っ

て
､

実
践
的

活

動
に

よ
っ

て
､

主

体
の

｢

自
己

吟

味
+

､

｢

自
己

評
価
+

が

可

能
に

な
る

｡

こ

の

点
で

自
己

吟
味
の

欲
求
が

満

た

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

こ

に
､

実
践
的
活
動
の

も
つ

教
育
的
意
味
の

一

つ

が

あ

る
｡

自
己

評
価
に

く
わ

え

て
､

こ

の

よ

う
な

カ
､

能
力
そ

し
て

知
識
と
の

対

象
化
は

､

ま
さ

に
､

主
体
に

自

己

の

力
や

能

力
ヘ

の

(

確

信
)

を
い

だ
か

せ

る

も

の

で

も

あ

る
｡

自
己

評
価
の

も
つ

意
味
か

ら
､

必

然
的
に

白
己

活
動
が

含
む
･

い

ま
一

つ

の

意
味
が

明

ら
か

に

な

る
｡

す
な

わ

ち
｡

こ

の

自
己

評
価
と

は
､

例
え

ば
､

実
践
的
活
動
主
体
に

と
っ

て
､

｢

直
ち

に

知
識
の

不

足
が

全
く

明

ら

か

に

な

る
+

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

｢

知
識
の

不

十

分
さ
+

の

自

覚
は

､

｢

そ

れ

ら

知
識
を

補
充
す
る

こ

と
の

必

要
を

明

白
に

す
る
+

｡

そ

れ

ゆ

え
､

実
践
的
活
動
は

､

子
ど

も
に

と
っ

て

は
､

新
た

な
･

主
体
的
な

知
的
活

動

と

し

て

の

自
己

教
育
へ

の

動
因
で

も

あ

り
､

こ

れ
が

､

右
に

あ

げ

た
･

い

ま
一

つ

の

意
味
で

あ

る
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

が
､

教
授
へ

の

子

ど

も
の

参

加
を

提
案
し

た
の

は
､

実
践
的
活
動
に

こ

れ

ら
二

つ

の

意
味
を

認
め

た

か

ら

で

あ

る
｡

さ

ら

に
､

実
践
的
活
動
と

し

て

の

自
己

活
動
は

､

そ

れ

自
体
と

し

て

教

育
的
意
味
を

も
つ

｡

な
ぜ

な

ら
､

実
践
的
活
動
は

､

す
で

に

獲
得
さ

れ

た

知
識
お

よ

び

能
力
そ
の

も
の

を

働
き

出
さ
せ

る

能
力
自
体
の

発
達
を

必

然

な

も
の

と

す
る

の

で

あ

り
､

そ

の

意
味
で

､

い

わ
ば

本
質
力
を

発
現

･

発

達
さ

せ

る

働
き

そ
の

も
の

で

あ

る

か

ら

で

あ
る

｡

子
ど

も
が

実
践
的
活

動

を

働
き

出
さ

せ

る
こ

と

は
､

｢

一

般
的
な

労
働
能
力
を

発

達
さ

せ

る
+

こ

と

で

あ

り
､

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

白
己

教
育
の

･

次
ぎ
の

サ

イ

ク

ル

を

準
備
す
る

と
い

う
意
味
で

､

満
禅
的
諸
カ
を

発
達
さ

せ

る

こ

と

で

も

あ

る
｡

こ

の

発
達
が

可

能
に

な
る

根
拠
は

､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

が
､

自
己

活
動

の

前
塊
で

あ

る

｢

興

味
+

(

｢

関
心
+

)

の

知
覚
に

､

以

下
に

み

る

よ

う

な
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働
き

を

認
め

る

と
こ

ろ
に

､

あ

る
｡

｢

物
事
へ

の

深
い

興
味
だ

け

が

精

神

的
諸
カ
の

緊
張
と

､

こ

の

緊
張
と

関
連
す
る

個
性
の

成

長
と

を

よ
び

起
こ

す
+

｡

つ

ま
り

､

自
己

活
動
の

前
捷
自
身
が

精
神
的
諸
力
の

発

達
を

用

意

す
る

の

で

あ

る
｡

さ

ら

に

ま

た
､

獲
得
さ

れ

た

知
識
と

能
力
と
の

応
用
で

あ
る

実
践
的
活
動
は

､

対

象
や

手

段
､

結
果
に

つ

い

て

の

予

測
等
を

要
求

し
､

こ

う
し

て

判
断
能
力

､

理

解

能
力

､

推
理

能
力
等
の

精
神
的
層
カ
の

発
達
を

も
た

ら

す
も

の

で

あ

る
｡

現
在
で

は

子
ど
も

の

力
の

搾
取
を

目

的

と

す
る

児
童
労
働
も

､

｢

目

的
に

か

な
っ

た

通
用
を
ま

て

ば
､

発

達
し

っ

こ

よ
ノ

か

ん

っ

ぁ

る

世

代
の

精
神
的

発
達
の

強
力
な

積
杵
に

な

り

う
る
+

と
い

う

規
定

は
､

労
働
を

活
動

性
の

発
現
と

し
て

と

ら

え
る

時
､

労
働
と
い

う
実
践
的

活
動
が

肉
体
的
譜
力
の

み

な

ら

ず
精
神
的
諸
カ
の

緊
張
そ

し

て

発
達
を
も

促
す

､

と
い

う
ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

見
解
を

示
す
も
の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

に

あ
っ

て

は
､

自
己

情
動
は

､

子
ど
も

に

(

よ

ろ
こ

び
)

を

与
え
る

活
動
で

あ

る
｡

こ

の

よ

ろ
こ

び

は
､

実
践
的
活

動
が

欲
求
に

基
づ

く

以
上

､

欲
求
充
足
の

よ

ろ
こ

び
で

あ

る

と

同
時
に

､

本
質
力
が

解
放
さ

れ
､

発
達
し

た
こ

と
に

よ
っ

て

主
体
に

も

た

ら

さ

れ

る

(

5
)

感
情
で

も

あ

る
｡

既
存
の

学
校
に

対

す
る

彼
女
の

批
判
の

一

つ

が
､

｢

子
ど

も

の

精
神

的

欲
求
を

満
た

し
､

彼
の

す
べ

て

の

カ
を

発
達
さ

せ

る

と

い

う
こ

と
が

で

き

な
い

学
校

､

す
な

わ

ち
､

子
ど
も

の

有
機
体
を

無
意
味
に

疲
れ

さ
せ

､

彼

の

自
己

括
動

､

彼
の

自
尊
心

､

自
己
の

カ
ヘ

の

確
信
を

圧

潰
す
る

学
校
1

こ

の

よ

う
な

学
校
は

､

一

般
に

子

ど

も

に

…

…

堕

落
さ

与
る

影
響
を

与
え

る

も
の

で

あ

る
+

､

と
い

う
表
現
の

も

と

に

示
さ

れ

て

い

る

こ

と

は
､

彼

女
が

自
己

活
動
に

右
に

述
べ

て

き

た

意
味
を

み

て

い

る

こ

と

を
､

示

す
も

の

で

あ
る

｡

し
か

し
､

な
に

よ

り

も
､

子
ど

も
の

実

践
的
活

動
を

分
析
す
る

こ

と

の

重

要
さ

は
､

す
で

に

見
て

き

た
･

自
己

活

動
の

概
念
の

な

か

に
､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

教
育
思
想
の

な

か

で

最
も

重

要
な

原
理
の

一

.

つ

で

あ

る
･

労

働
教
育
の

意
味
が

含
ま

れ

て

い

る
､

と
い

う
と

こ

ろ
に

あ

る
｡

こ

の

こ

と

ほ
､

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

が
､

労
働
を
こ

の

実
践
的
活
動
と

し

て

と

ら

え

て

い

る

こ

と

に

よ
る

｡

｢

労
働
は

､

子
ど

も
の

獲
得
さ

れ

た

知
識
と

能

力

と

の

応
用
で

な

く
て

は

な

ら

な
い

し
､

し

か

も

肉
体
的
な

労

働
だ

け
で

は

な

く
､

精
神
的
な

も
の

で

も

な

く
て

は

な

ら

な
い

+
｡

ク

ル

ー

ブ
ス

カ

ヤ

は
､

労
働
と

実

践
的
活
動
と

の

関
係
を

､

自
己

活
動
を

生

み

出
す

･

子
ど

も
の

｢

活
動
性
は

､

労
働
情
動
に

出
口

を

み

い

出
す
+

､

と
い

う

行

文
に

よ
っ

て

示

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

と
こ

ろ

か

ら
､

ク

ル

ー

プ

ス

カ

ヤ

が

労
働
教
育
を

主
張
す
る

棋
拠

の
一

つ

が

明
ら
か

に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
､

次
ぎ
の

よ

う
な

論
理
と

内
容
と

を

も

つ
｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

(

労
働
)

概
念
の

内
容
の

一

つ

は
､

右
に

述
べ

て

き

た

実
践
的
活
動
に

あ
る

｡

そ
れ

ゆ

え
､

労
働
は

､

実
践
的

活
動
の

も

つ

意
味
の

す
ぺ

て

を

包
摂
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

労
働
は

､

本
性

に

基
づ

く

活
動
性
か

ら

発
し

､

精
神
的
諸
力

､

労
働
能
力
を

発
達
さ

せ
､

自
己
の

個
性
を

展
開
し

､

自
己
の

対
象
化
と

し

て

自
己

評
価

､

自
己

認
識

を

可
能
に

し
､

そ

れ
に

よ

る

自
信
か

ら

生

ず
る

よ

ろ
こ

び

と

本

質
力

発

現
･

発
達
に

基
づ

く

よ

ろ
こ

び

と

を

主
体
に

も

た

ら

し
､

よ

り

深
い

理

解

活
動

･

理

論
的
活
動
へ

､

す
な

わ

ち
､

新
た

な

自
己

教
育
へ

と

主
体
を
か

り

立
て

る
｡

こ

れ

が
､

彼
女
の

労
働
教
育
に

こ

め

ら

れ
て

い

る

･

重

要
な

意
味
で

あ

る
｡

β∂3
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そ

れ

で

は
､

子
ど

も

を
こ

の

実
践
的
活
動
の

主
体
と

す
る
に

ほ
､

ど
の

よ

う
な

方
法
に

よ

る
の

で

あ
る

か
｡

こ

の

実
践
的
活
動
は

､

子
ど

も
が

対

象
に

働
き

か

け

る

さ
い

の

方
法
と

働
き

か

け

ら
れ

る

対

象
と

に

よ
っ

て

条

件
づ

け

ら
れ

て

い

る
｡

｢

子
ど

も

は
､

ご

く

早
く
か

ら
､

自
分
で

受
け

取

っ

た

印

象
を

､

さ

ま

ざ

ま

な

形
態
で

表
現
し

ょ

う
と
し

始
め
.
る

｡

…

…

自

分
の

中
で

で

き

あ

が

っ

た

表
象
を

表
現
す
る

領
域
を

広
げ
る

機
会
を

彼
に

与
え
る

必

要
が

あ

る
｡

彼
に

素
材
を

与
え

ね

ば

な

ら
な

い
｡

…

…
こ

の

素

材
を

ど
の

よ

う
に

使
う
か

を

教
え

ね

ば

な

ら

な
い

+

｡

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

･

こ

の

規
定
は

､

自
己

活
動
が

､

客
観
的
条
件
と

し
て

は

対

象
の

存
在

の

上

に
､

主
体

的
条

件
と

し
て

は

技
術
の

上
に

､

立
つ

も
の

で

あ

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

こ

れ

ら

条
件
の

設
定
こ

そ
､

求
め

ら
れ

て

い

る

教

育
方
法
で

あ

る

こ

と

を
､

示

す
も
の

で

あ
る

｡

(

1
)

｢

ク

ル

ー

ブ

ス

カ

ヤ

の

教

育

思

想
+

の

第
一

節

は
､

『

一

橋

研

8 4
〔

J

究
』

､

第
二

七

号
に

鴇

戟
｡

(

2
)

テ

ク

ス

ト

は
､

H
.

声

音
盲
∩

大

呂
】

､

訂

訂
～

記

慧
句

買
監
q

雪
丁

鞋

託
h

責
告

き

吉
O
C

六
日

P
､

-

岨

示
0

を

用
い

た
｡

(

3
)

前

注

(

2
)

の

『

著

作
集
』

､

第
一

巷
､

二
二

頁
｡

(

4
)

H
.

六
.

｢

○

ヨ
a

p
O

タ

｡

P
O

き

〓
･

芦

六
っ

y
コ
C

琴
口

辞

ロ

n

T

琶
○

甲

記
托

宍

戸
勺

B
冒
T

≡
C

O

胃
→
∩

只

○
卦

コ
e

b

胃
O
｢

宗

き
n
q

篭
き

宗
良

知

己
b

血

莞
Q
～

ヒ

天
P

-

Z
〇
.

N
､

-

芸
¢

-

∩

→

p
.

-

や

(

5
)

詳
し

く
い

え

ば
､

右
に

述
べ

た
･

よ

ろ
こ

び
の

感

情
に

は
､

さ

ら

に
､

白
己
の

有
用
性
の

実

証
に

よ

る

感

情
と
い

う

意
味
が

加
わ

る

が
､

こ

の

点

に

つ

い

て

は
､

次
節
に

お

い

て

詳
述
さ

れ

よ

う
｡

(

一

橋
大

学
大

学
院
博
士

課

巷
)

】
ワ

`

ヤ

ト

ゆ

b

P
.

山
r

r
r

小

専
一
訂

l

l
l

串
一

+
け

血
肝

卜
.

1
恥

ぎ




