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ト

ル

ス

ト

イ

に

お

け
る

自
由
教
育
論
を

め

ぐ
っ

て

関

啓

子

(

1
)

ト

ル

ス

ト
イ

は
､

一

八

六

〇

年
代

､

教
育
を

､

二

者
の

欲
求
(

知
識
を

得
た

い
､

獲
得
し

た

知
識
を

与
え

た
い

)

の

調
和
に

基
づ

く
｢

人

間
の

自

(

2
)

由
な

関
係
+

(

二

四
二
)

と

定
義
し

､

そ

れ
の

唯
一

の

目

的
を

(

知
識
の

伝
達
)

と

し
た

｡

そ

こ

で

わ

れ

わ

れ
は

､

こ

の

よ

う
な

教
育
規
定
が

ト
ル

ス

ト

イ

に

あ
っ

て

は
､

ど
の

よ

う

な

論
理

構
造
を

も

ち
､

ど
の

よ

う
に

し

て

生
み

出
さ

れ

る

か

を
､

見
る

こ

と
に

し

た

い
｡

ト

ル

ス

ト

イ

に

あ
っ

て
､

右
に

見
る

よ

う
な
･

欲
求
の

調
和
を

教

授
･

学

習
の

成
立
の

前
提
と

す
る

思
想
の

基
礎
と

な
っ

て

い

る

も

の

ほ
､

(

強

制

(

3
)

的
･

意
識
的
形
成
作
用

(

冒
2
ヨ
a

コ

莞
)

)

否
定
論
で

あ
る

｡

ト
ル

ス

ト

イ
に

と
っ

て

こ

の

作
用
は

､

｢

わ
れ

わ

れ

に

良
い

と

思
わ

れ

る

よ

う

な

人

間
を
つ

く
る

と
い

う

目

的
で

､

あ

る

人

間
が

他
の

人

間
に

お

よ

ぼ

す
･

拘

束
的
で

強
制
的
な

作
用
で

あ

り
+

(

二

四

二
)

､

子

ど

も
の

な
か

に
､

一

定

の

信
念

､

性
格

､

行
動
パ

タ

ー

ン

を

意
識
的
に

形
成
す

る

作
用
で

あ
る

｡

ト
ル

ス

ト

イ
は

､

と

り

わ

け
､

こ

の

件
用
の

(

敢
制

)

と

い

う

性
質
に

注

射り
～

意
を

払
っ

た
｡

(

強
制
的

･

意
識
的
形
成

作
用
)

否
定
論
は

三
つ

の

論
理
に

よ
っ

て

支

え

ら
れ

て

い

る
｡

ト
ル

ス

ト

イ
は

､

ま

ず
､

一

定
の

教
育
内
容
を

一

定
の

教
育
方

法
で

教

授
す
る

学
校
教
育
を

子
ど

も
に

強
制
す

る

権
利
の

根

拠
を

検

討
す

る
｡

｢

教
育
学
の

基
準

､

す
な

わ

ち
､

何
を

ど
の

よ

う
に

教
え

ね

ば

な

ら

な
い

か

に

つ

い

て

の

知
識
+

(

八

〇
)

､

つ

ま

り

強
制
的
教
育
の

根
拠
が

宗
教

､

哲
学

､

経
験

､

歴

史
の

中
に

求
め

ら
れ

た

結
果

､

ト

ル

ス

ト

イ
に

よ
っ

て

導
き

出
さ

れ

た

結
論
は

､

｢

人

類
が

前
進
す
れ

ば

す
る

ほ

ど
､

そ

の

よ

う

な

教
育
学
の

基
準
の

定
立

は

ま

す

ま

す

不

可
能
と

な

る
+

(

八

〇
)

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

､

(

強

制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
)

否
定
論
を

支

え

る

第
一

の

論
理

は
､

一

定
の

教
育
内
容
を

強
制
す
る

根
拠
は

何
も

な
い

と

す

る

も

の

で

あ

り
､

こ

の

論
理
の

根
拠
の

一

つ

は
､

宗
教
を

基
盤
と

す

る

教
育
学

の

基
準
は

､

宗
教
教
育
に

は

あ

て

は

ま

る

が
､

宗
教
教
育
は

教
育
の

一

部

分
に

す

ぎ

ず
､

し
た

が

っ

て
､

こ

の

基
準
は

､

す
べ

て

の

強
制
的
教

育
を

支
え

る

も
の

と

は

な

り

え

な
い

と
こ

ろ

に

あ

る
｡

二

つ

に

は
､

哲
学
理

論

に

基
づ

く

強
制
的
教
育
は

､

そ
の

時
代
の

若
い

人
々

の

間
に

存
在
す

る

善

悪
の

法
則
に

基
づ

く

も
の

で

あ

る

か

ら
､

そ
れ

は

余
計
な
こ

と
で

あ

り
､

加
え
て

､

哲

学
者
が

強
制
的
教
育
を

支
え
る

理

論
､

す

な

わ

ち
､

自
由
を

圧

迫
す

る

新
し
い

理

論
を
つ

く

り

出
す
こ

と

ほ
､

｢

学
校
を

歴

史

的
か

せ

か

ら

解
放
す

る
+

(

六

八
)

と
い

う

哲
学
者
の

志
向

と

矛

盾
す

る
｡

し

た

が
っ

て
､

教
育
学
の

基
準
の

根
拠
を

哲
学
理

論
に

も

と

め

る

こ

と

は
で

き
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な

い
｡

三
つ

に

は
､

現
在
の

漁
制
的
教
育
の

方

法
の

正

し

さ
の

論
証
を

経

験
に

も

と

め

る

時
､

経
験
に

よ
っ

て

生
み

出
さ

れ

た
･

現

実
の

学
校
が

子

ど

も

に

た
い

し
て

ふ

る

う
破
壊
作
用
か

ら

判
断
し

て

も
､

そ
の

よ

う
な

論

証
は

到
底
承

認
さ

れ

う
る

も
の

で

は

な

い

と

い

う
と

こ

ろ
に

､

四
つ

に

は
､

今
日

､

教
育
手

段
の

開
発
(

印
刷
術
の

発
達

､

博
物
館
や

公

開
講
座
の

設

立

等
)

に

よ
っ

て
､

学
校
の

与
え
る

｢

意
識
的
教
育
+

は

生

活
の

与
え
る

｢

無
意
識
的
教

育
+

に

と
っ

て

か

わ
ら

れ
つ

つ

あ

り
､

し
た

が

っ

て

現
行

の

強
制
的
教
育
に

つ

い

て

の

歴

史
的
論
証
(

｢

歴
史
的

な

も

の

は
､

合
理

的
で

あ

る
+

(

六

六
)

)

も

ま
た

成
立
し

え

な

い

と
い

う
と
こ

ろ
に

､

あ

る
｡

ⅠⅠ

(

強

制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
)

否
定
論
を

支
え

る

第
二

の

論
理
は

､

｢

強
制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
は

､

強
制
的
で

あ

る

ゆ

え
に

論
理

的
に

不

当
で

あ

り
､

不

正
で

あ

る
+

(

二

六

四
)

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

の

根
拠
は

､

強
制
的
教
育
が

子
ど

も

に

も

た

ら

す

梼
神
的
変
化
に

つ

い

て

の

論
理

的
把
握
に

あ

る
｡

ト
ル

ス

ト

イ
ほ

､

学
校
が

も

た

ら

す

破
壊
作
用
の

原
因
と

そ

の

作
用
の

過
程
と

を

強
制
的
学
校
を

分
析
す

る

こ

と
に

よ
っ

て

明
ら

か

に

し
て

い

る
｡

ト
ル

ス

ト
イ

に

し

た

が

え

ば
､

そ
こ

で

の

教
育
内
容
は

､

子
ど

も

に

と
っ

て

｢

む

ず
か

し

く
+

か

つ

｢

子

ど

も
に

何
の

興

味

も

用
も

な

い

も

の
+

(

七
一

)

で

あ

り
､

そ

れ

は
､

｢

生

活
に

応
用
さ
れ

え
な

い

も
の

+

(

二

四

九
)

で

あ
る

｡

子
ど

も

を

学
校
に

通

わ
せ

る

こ

と

を

余
儀
な

く
さ

れ

た

両

親
も

､

生

活
に

役
立
た

な
い

人

間
を
つ

く

り

出
す
･

こ

の

よ

う
な

学
校
に

(

1
)

不

満
を

抱
い

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

そ
こ

で

の

教
育
内
容
は

国
民
の

要
求
と

換
け

駆
れ

た

も
の

と

な
ゥ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

学
枚
で

は
､

子
ど

む
の

興

味
と

は

無
関
係
で

し

か

も

む

ず
か

し
い

教
育
内
容
を

子

ど

も
に

学
ば

せ

る

の

で

あ
る

か

ら
､

学
校
教
育
は

､

(

強
制

)

を

伴
な

わ

ざ
る

を

え

な

い
｡

生

徒
は

､

｢

試
験
+

､

｢

教
授
要
目
+

､

罰
の

体
系
等
に

よ
っ

て

拘
束
さ

れ
､

｢

罰
と
い

う

威
嚇
+

(

二

六

五
)

の

も

と
に

服
従
し

て

い

く
｡

子
ど

も

の

活
動
は

す
ぺ

て
､

第
一

に

罰
を

免
れ
る

た
め

で

あ

る
｡

強
制
的

学
校
は

､

ま

ず
子
ど

も

か

ら

｢

児
童
期
の

主
要
な

満
足
と

欲
求

i
自
由
な

行
動
を

奪
う
+

(

六
九
)

｡

そ

れ

ゆ

え
､

学
校
は

子

ど

も
に

と
っ

て

は

｢

子
ど

も

を

苦
し

め
る

た

め

の

施
設
+

(

六

九
)

に

ほ

か

な

ら
な

い
｡

そ

れ

ば

か

り

で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

は

な
い

｡

子
ど

も

を

強
制
す
る

学
校
は

｢

無
益
で

､

論
理

的
に

当
然
で

あ

る

と
は

い

え
な

い

+

(

傍
点
は
ト

ル

ス

ト

イ
)

(

二

四

三
)

｡

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

こ

の

学
校
の

(

無
益

性
)
､

(

非
論
理

性
)

を
､

強
制
を

特
徴
と

す

る

教

育
を

受
け
た

人

間
(

子

ど

も
)

と
そ

の

よ

う
な

教
育
を

受
け

た
こ

と
の

な

い

人

間
(

子
ど

も
)

と

を

比

較
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

明
ら

か

に

し
て

い

る
｡

常
に

前
者
よ

り

も

後
者
の

方
が

､

｢

全
く

強
制
的

･

意
識
的
形

成

作

用

を

受
け
た
こ

と
の

な
い

人
々

､

す
な
わ

ち
､

一

般
人
民
の

方
が

､

生

き

生
き

と

し

て

お

り
､

力
強
く

､

強
健
で

､

自
立

的
で

､

正

し

く
､

人

間
ら

し

く
､

重

安
な
こ

と
に

は
､

必

要
な

人
間
で

あ

る
+

(

二

六

六
)

｡

｢

教

育

を

受

け

な

い

子
ど

も
の

方
が

､

力
に

お

い

て
､

敏
捷
さ

に

お
い

て
､

知
力
に

お

い

て
､

感
受
力
に

お
い

て
､

道
徳
に

お

い

て
､

さ

ら

に

ど

ん

な

点
に

お

い

て

も

は

る

か

に

す

ぐ
れ

て

い

る
+

(

二

六
六
)

｡

こ

の

よ

う
に

､

子
ど

も

を

強

制
す

る

教
育
は

､

子
ど

も
の

欲
求

-
自
由
な

行
動
を

圧

迫
し

､

そ

う
す

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

結
果
的
に

は

子
ど

も

を

破

壊
す
る

｡

ま

さ
に

そ
れ

は
､

論
理

的
に

不

当
な

作
用
で

あ

る
｡

2 β∂
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子
ど

も

が

白
由
な

行
動
を

阻
止

さ
れ

､

苦
痛
に

耐
え

る

過

程
は

､

(

強

制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
)

を

受
け
て

､

｢

学
校
創
設
者
に

必

要
と

さ

れ
･

る

信
仰

､

信
念

､

性
格
を

身
に

つ

け
る
+

(

二

六
五
)

過
寝
で

も

あ

る
｡

子

ど

も
は

､

罰
の

恐
れ

か

ら
､

強
制
す
る

人

間
の

信
念
や

性
格
に

合
わ

せ

て

活
動
し

､

そ

の

た

め
､

自
己
の

欲
求
を

殺
し

､

｢

自
己

の

独

自

性
､

自

立
性
+

(

七
二
)

を

失
っ

て

し

ま

う
｡

子
ど

も
に

発
達
す

る

町

は
､

罰
か

ら

逃
れ

る

た

め
に

必

要
な

記
憶
力
の

緊
張

､

注
意
力

､

恐
怖
感
で

あ

る
｡

ト
ル

ス

ト

イ

は
､

｢

高
度
な

能
力

-
想
像
力

､

創
造
力

､

.
判
断
力
+

(

七

二
)

を

子
ど

も
の

独
自
性

､

自
立

性
と

不

可
分
の

関
係
に

あ

る

と

と

ら

え
､

し

た

が
っ

て
､

強
制
下
の

子
ど

も
ほ

､

高
度
な

能
力
を

､

右
の

｢

半
動
物

的
な

能
力
+

(

七
二
)

と

引
き
か

え
に

失
っ

て

し

ま

う
と

す
る

｡

右
に

見
る

よ

う
な

･

自
立

性
を

失
っ

た

子
ど

も
が

活
動
す
る

場
合

､

彼
は

罰
の

恐
怖

か

ら

活
動
の

対

象
と

関
係
を

結
ぶ
の

で

あ

り
､

し

た

が

っ

て
､

そ
の

活
動

の

意
図

､

目
的
が

､

一

義
的
に

活

動
欲
求
に

基
づ

く

活
動
自
体

､

活
動
内

容
に

あ
る

と
い

う
こ

と

は

な
い

｡

す

な

わ

ち
､

活
動
は

､

活
動
を

行
な

う

人

間
の

意
図
と

本
質
的
(

率
直
な
)

関
係
に

あ
る

の

で

は

な

く
､

そ

れ

ほ
､

何
ら

か
の

手
段
に

す

ぎ

な
い

｡

言
い

替
え

れ

ば
､

活
動
に

は
､

活
動
に

あ

た
っ

て

な

さ

れ

た

思
考
の

す
べ

て

が

示

さ

れ

る

こ

と
は

な

く
､

活
動
に

表

現
さ

れ

て

い

な
い

思
考

､

活
動
内
容
と

は

直
接
に

は

何
の

関
係
も

な
い

思

考
に

こ

そ
､

活
動
を

行
な

う

人
間
の

意
図
が

あ

る
｡

ト

ル

ス

ト

イ

に

し

た

が
っ

て
､

強
制
的
教
育
が

子
ど

も
に

も

た

ら

す

精

神
的
変
化
を

要
約
す
れ

ば
､

そ

れ

ら
は

､

一

つ

に

ほ
､

学
校
が

子
ど

も
に

と
っ

て

ほ

苦
痛
の

た

め

の

施
設
で

あ
る

こ

と
か

ら

明

ら

か

な

よ

う

に
､

｢

教
育
に

対

す
る

嫌
悪
+

(

七

〇
)

で

あ
る

｡

二

つ

に

は
､

苦

痛
を

強
い

る

教
師
へ

の

敵
意
で

あ

り
､

三

つ

に

は
､

年
長
者

へ

の

尊
敬
の

欠
如
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

大
学
教
育
を

受
け
た

人
に

顕
著
で

あ

り
､

生

活
に

役
立
た

な
い

知
識
の

量
を

規
準
と

す
る

根
拠
の

な
い

価
値
感
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ

れ

る
｡

四
つ

に

は
､

机
に

向
う
こ

と

の

義
務
付
け

､

し

か

も

や

さ

し
い

こ

と

を

長
時
間
か

け
て

教
え
こ

む
こ

と
が

生

み

出
す

｢

無
為
+

､

五
つ

に

は
､

｢

知
的
詔
能
力
の

歪
曲
+

(

七

〇
)

､

そ

し
て

六
つ

に

は
､

欺
瞞

､

偽
善
と

い

う
道
徳
的
習
慣
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

精
神
的
変
化
の

原
因
を

､

ト
ル

ス

ト

イ
ほ

､

次
の

行
文
に

示
さ

れ
る

よ

う
に

､

強
制
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ

れ

る

｢

反

自

然

的
な

状

態
+

に

も

と

め
る

｡

｢

こ

れ

ら

の

学
校
〔

強
制
的
教
育
を

行

な

う

学

校
〕

は

六

年
間
で

生

徒
の

お

か

れ

て

い

る

反
自
然
的
な

状
態
か

ら

生

ま
れ

る

偽

善
､

欺

瞞
に

〔

生

徒
を
〕

慣
ら

す
の

で

あ

る
+

(

七

〇
)

｡

反
自
然
的
な

状

態
に

お

か

れ

た

子
ど

も
と

ほ
､

自
己
の

欲
求
を

殺
し

､

自
立

性
を

喪
失
し

た

子
ど

も
で

あ

る
｡

こ

の

反
自
然
的
な

状
態
は

､

子

ど

も

の

身
体
に

有
害

な

影
響
を

お

よ

ぼ

す
の

は

も

と
よ

り
､

先
に

見
た

よ

う

に

高

度

な

知

的

諸
能
力
を

歪
曲
し

､

子
ど

も
の

精
神
的
生

活
を

も

歪
め

て

し

ま

う
｡

こ

の

精
神
的
生

活
の

ゆ
が

み

が

生

ず
る

過
寒
は

上

に

吟
味
し

た
｡

す
な

わ

ち
､

自
己
の

欲
求

､

自
立

性
を

失
っ

た

子

ど

も
は

､

も
は

や
､

活
動
自
体
を

も

と

め
て

活
動
対

象
に

働
き

か

け

る

こ

と

は

な
い

｡

し

た

が

っ

て
､

子
ど

も

と

活
動
対

象
と

の

関
係
ほ

､

論
理

的
に

不

当
で

あ
る

｡

論
理

的
に

不

当
な

関
係
を

結
ぶ

こ

と

は
､

結
局

､

欺
瞞

､

偽
善
と
い

う
よ

う
な
･

道
徳
上

の

不

正

を

行
な

う
こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
｡

こ

の

よ

う
に

､

強
制
的
教
育
は

､

反
自
然
的
な

状
態
に

子
ど

も

を

追
い

や

り
､

そ

う
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

子
ど

も

を

意
識
的
に

形
成
し
っ

つ
､

子
ど

も
の

精
神
的
生

活
を

歪
め

る

と

之ββ
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い

う
矛
盾
を

生

み

出
す
も
の

で

あ

り
､

論
理

的
に

不

当
な

作
用
で

あ

り
､

不
正

な

作
用
で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

ト
ル

ス

ト

イ
に

と
っ

て

教
育
は

､

子
ど

も

を

自
然
な

状
態
に

置
く
こ

と
､

｢

自
然
自
体
が

子
ど

も
の

た

め

に

す

え
て

く

れ

た
･

発

達
の

た

め
の

必

要
不

可
欠
な

条
件
+

(

七

〇
)

か

ら

子
ど

も

を

ひ

き

は

な

さ

な

い

こ

と

を

前
提
と

す

る
｡

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

自
然
な

生

活
条
件
の

も
と

で

の

子
ど

も

を
､

す

な

わ

ち
､

強
制
的
形
成
作
用
を

受
け
て

い

な
い

･

学
校
外
の

子
ど

も

を

具
に

観

察
し

､

す
で

に

見
た

よ

う
に

､

そ
こ

に

精
神
的
に

も
､

身
体
的
に

も

す
ぐ

れ

た

存
在
で

あ

る

子
ど

も

を

発
見
し

た
｡

子
ど

も
は

､

｢

知
識

欲
に

富
ん

だ
+

(

七
二
)

存
在
で

あ

り
､

｢

知
ろ

う
と

す

る

興

味
+

(

七
一

)

や

｢

学

校
が

答
え
る

こ

と

を

課
題
と

す
る

問
題
+

(

七
一

)

を

も
つ

存
在
で

あ

る
｡

こ

れ
が

､

ト
ル

ス

ト

イ
に

お

け
る

第
一

の

子
ど

も

把
握
で

あ
る

｡

ⅠlI

(

強
制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
)

否
定
論
を

支
え

る

第
三

の

論
理
は

､

｢

強
制
的

･

意

識
的
形
成
作
用
は

､

人
間
を

悪

く

す
る
+

(

三

三

六
)

と

い

う
も
の

で

あ

り
､

そ
れ

の

根
拠
は

､

い

ま
一

つ

の

子
ど

も

把
握
に

あ
る

｡

｢

健
康
な

子
ど

も

は
､

生

ま

れ
た

時
､

私
達
の

も
っ

て

い

る

欲

求
､

す

な

わ

ち
､

兵
･

美
･

善
の

関
係
に

お

け
る

調
和
の

欲
求
を

完
全
に

満
た

し
て

い

る
+

(

三

三

五
)

｡

つ

ま

り
､

｢

子
ど

も

を

教
え

､

子
ど

も

に

強

制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
を

ほ

ど

こ

す
こ

と

は
で

き

な
い

し
､

無
意
味
で

あ

る

の

ほ
､

子

ど

も
の

方
が

私
よ

り

も

ど
の

成
人
よ

り

も

兵
･

美
･

善
の

調

和
の

理

想
に

近
い

と

い

う
簡
単
な

理

由
に

よ
る
+

(

三

三

六
)

｡

成
人
を

理

想
と

し
て

意

識
的
教
育
を

行
な

う
こ

と

は
､

理

想
が

後
方
に

あ
る

の

に

も

拘
ら

ず
､

そ
れ

を

前
方
に

見
る

こ

と
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

既
存
の

強
制
的

･

意

識
的
形
成
作
用
は

､

子
ど

も
を

理

想
に

近

づ

け

よ

う
と

し
て

､

理

想
か

ら

子
ど

も

を

遠
ざ

け
る

と

い

う

矛
盾
を

お

か

し

て

し

ま

う
｡

や

は

り
､

そ
れ

は
､

論
理

的
に

不

当
な

作
用
で

あ

る
｡

ト
ル

ス

ト

イ
の

子
ど

も

把
握
に

し

た

が

え

ば
､

子
ど

も

は

成
人
よ

り

も

兵
･

美
･

善
の

関
係
に

お

い

て

調
和
し

て

い

る

ば

か

り
で

は

な

く
､

調
和

を

乱
し

た

発
達
が

子
ど

も
に

進
行
し

て

も
､

｢

常
に

子
ど

も
に

は

調

和
の

姶
原
的
な

特

徴
が

残
っ

て

い

る
+

(

三

三

五
)

｡

あ

る

い

は
､

調
和
を

乱
す

発
達
を

促
進
し

な

け
れ

ば
､

子

ど

も
が

調
和
へ

と

近

づ

く
こ

と

を

期
待
す

る

こ

と

も

可
能
で

あ
る

｡

ⅤⅠ

右
に

吟
味
し

た

よ

う
に

､

ト
ル

ス

ト

イ
は

､

強
制
的

･

意
識
的
形
成
作

用
と

し
て

の

教
育
を

三
つ

の

論
理
に

よ
っ

て

香
足
す
る

｡

と

こ

ろ

で
､

ト

ル

ス

ト

イ
は

､

学
校
教
育
に

つ

い

て
､

以

下
の

よ

う
に

考
え

る
｡

｢

学
校
+

が

意
味
し
て

い

る

こ

と

は
､

｢

被
教
育

者
に

た

い

す
る

教
育
者
の

意

識

的

ヽ

ヽ

括
動
+

(

傍
点
は

ト

ル

ス

ト

イ
)

(

二

六

五
)

で

あ
る

｡

そ

れ
で

ほ
､

ど
こ

に
､

学
校
教
育
が

存
在
し

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

根
拠

が

あ

る

の

か
｡

ト
ル

ス

ト

イ
に

お

け
る

学
校
教
育
の

根
拠
ほ

､

ま

さ

に
､

す
で

に

吟
味

し

た

二
一

つ

の

子

ど

も

把
捉
に

あ

る
｡

第
一

の

子
ど

も

把
捉
に

し
た

が

え

ば
､

子
ど

も

は
､

自
然
な

状
態
に

あ
る

時
､

自
由
で

あ

り
､

知
識
欲

を

も

つ

快
活
な

存
在
で

あ

る
｡

子

ど

も
ほ

､

知
的
活
動
自
体
へ

の

欲
求
に

し
た
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が
い

､

あ

る

い

は

知
的
興
味
を

抱
き

､

興
味
の

対

象
を

知
る

と
い

う

学
習

活
動
そ

の

も
の

を
一

義
的
に

目

的
と

す
る

率
直
な

関
係
を

興
味
の

対

象
と

の

問
に

結
ぼ

う

と

し
て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

論
理

的
に

当
然
と

さ

れ

る

関
係
が

子
ど

も

と

興
味
の

対

象
と

の

問
に

結
ば

れ

よ

う
と

し

て

い

る
｡

こ

の

関
係
の

結
合

､

す

な

わ

ち
､

知
的
活
動
の

実
現
に

必

要
で

あ

る

の

ほ
､

子
ど

も

の

欲
求
に

応
え

､

知
識
を

与
え

､

あ

る

い

は
､

子
ど

も

の

も
つ

問

題
に

答
え

る

と
い

う

活
動
を

行
な

う
人

間
､

つ

ま

り

教
育
者
で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

学
校
教
育
が

存
在
す
る

必

要
が

あ

る
｡

こ

の

･

教
育
の

成
立

を

め

ぐ

る

理

論
の

背
後
に

あ
る

の

は
､

次
に

示

す
･

陶
冶
に

つ

い

て

の

行
文
に

お
い

て

確
認
さ
れ

る

よ

う
に

､

ト
ル

ス

ト

イ
の

教
育
思
想
の

基
礎
に

あ

る

二

つ

の

論
理

､

し
か

も

内
的
関
連
を

も
つ

二

つ

の

論
理
で

あ

る
｡

子
ど

も

は
､

自
然
な

状
態
に

あ

れ

ば
､

す
な

わ

ち

自
由
で

あ

れ

ば
､

欲
求
を
も
つ

自
立

的
な

存
在
で

あ

り
､

そ
の

よ

う
な

自
由
で

あ
る

子

ど

も
が

行
な

う
活

動
は

､

子

ど

も
と

活
動
対

象
と
の

率
直
な

関
係
を

意
味
し

､

そ

れ

ゆ
え

論

理

的
に

当
然
で

あ

り
､

し

た

が
っ

て

不

正
で

は

あ

り

え

な
い

､

正

し
い

活

動
で

あ

る
｡

自
由
な

子
ど

も

の

活
動
の

実
現
を

援
助

す
る

活
動
は

､

矛
盾

を
お

か

さ

ず
､

論
理

的
で

あ

り
､

論
理

的
で

あ

る

活
動
は

正

し

い
｡

｢

陶

冶
は

､

自
由
で

あ

り
､

そ

れ

ゆ

え

論
理

的
に

当

然
で

あ

り
､

正

し

い
+

(

二

六

四
)
｡

右
の
･

教
育
の

成
立

を

め

ぐ
る

考
察
か

ら

知
ら
れ

る

こ

と

は
､

ト
ル

ス

ト

イ

に

と
っ

て

教
育
ほ

､

子

ど

も
の

自
己

教
育
に

ほ

か

な

ら

な

い

と
い

う

こ

と

で

あ

る
｡

い

ま
一

つ

の
･

教
育
の

存
在
根
拠
は

､

(

強
制
的

･

意
識
的
形
成

作
用
)

否
定
論
の

第
三

の

論
理

を

支
え
た

子
ど

も

把
捉
の

な

か

に

示

さ

れ
て

い

る
｡

そ

こ

で

は
､

子

ど

も
の

方
が

成
人
よ

り

も
貴
∵

美
･

蕃
の

関
係
に

お

け
る

舶

調
和
の

理

憩
に

近
い

こ

と
が

指
摘
さ
れ

､

し

か

も
､

子
ど

も

ほ

調
和
を

乱

β

し

て

も
､

｢

調
和
の

始
原
的
特
徴
を

も

ち
+

､

調
和
に

近
づ

く
こ

と
が

で

き

る

と

さ

れ

た
｡

ま

さ
に

こ

の

と

こ

ろ
に

､

子
ど

も

が

教
育
者
を

求
め
る

理

由
が

あ

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

学
校
数
育
が

存
在
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

根
拠

が

あ

る
｡

｢

子

ど

も
が

わ

れ

わ

れ

か

ら

求
め

る

の

は
､

調
和
を

と

り

も

ど

し
､

全
面
的
に

発
達
す
る

た

め
の

材
料
で

あ

る
+

(

三

三

六
)
｡

こ

う
し

て
､

調

和
に

近
づ

き

全
面
的
に

発
達
す

る

と
い

う
･

子

ど

も
の

自
己

教
育
を

実

現
す
る

た

め

の

材
料
提
供
者
と

し

て

の

教
育
者
が

も

と
め

ら
れ

る
｡

そ
れ

で

は
､

右
に

示

し

た

教

育
の

成
立

聴
拠
に

基
づ

く

学
校
は

ど

の

よ

ぅ

な

教
育
形
態
を

有
す

る

の

か
｡

ど

う

す

れ
ば

､

強
制
的

･

意
識
的
形
成

作
用
に

陥
ら

な

い

か
｡

ま

ず
､

教
育
内
容
で

あ

る

が
､

そ
れ

の

原
則
は

次
ぎ

の

行
文
に

語
ら

れ

て

い

る
｡

｢

全
学
習
は

､

専
ら

､

生

活
に

よ
っ

て

呼
び

起
こ

さ

れ

た

問
題

の

解
決
で

な

く
て

ほ

な

ら

な
い
+

(

七

こ
｡

さ

ら

に
､

教

育
が

強
制
的

･

意
識
的
形
成
作
用
に

な

ら

な
い

た

め
に

は
､

｢

学
校
が

､

被
教

育

者
の

信

仰
､

信
念

､

性
棉
の

育
成
(

形
成
)

に

介
入

し

な

い
+

(

二

六

五
)

た

め

に

は
､

学
校
は

知
識
の

伝
達
の

み

を

目

的
と

し

な

く

て

ほ

な

ら

な

い

｡

し

か

も
､

｢

被
教
育
者
に

､

彼
の

要
求
と

一

致
し

た

学
習
を

､

彼
の

欲

す

る

学
習
を

､

彼
に

必

要
な
だ

け
､

彼
が

欲
す
る

だ

け

受
け

入

れ
､

彼
に

不

必

要
で

､

彼
が

欲
し

な
い

学
習
を

避
け

る

完
全
な

自
由
を

与
え

る

こ

と
+

(

二

六

五
)

が

不

可
欠
で

あ

る
｡

こ

れ

が
､

ト
ル

ス

ト

イ
の

自
由
教
育
論

(

陶
冶
論
)

で

あ
る

｡

そ

れ

の

背
後
に

は
､

(

強

制
的

･

意
識

的

形

成

作

用
)

否
定
論

､

子

ど

も

把
握
と

学
校
教
育
の

存
在
根
拠
を
め

ぐ
る

論
理
と
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が

控
え
て

い

る

の

で

あ
る

｡

ト
ル

ス

ト

イ
の

主
張
す
る

自
由
教
育
論
(

陶
冶

論
)

を

明

ら
か

に

す
る

に

あ

七

り
､

残
さ

れ

た

課
題
は

､

教
師
に

つ

い

て

の

分
析
で

あ

る
｡

学
校
教
育
を

整
理

す
れ

ば
､

そ

れ

は
三

つ

の

関
係
に

よ
っ

て

成
立
し

て

い

る
｡

一

つ

は
､

生

徒
と

教
科
と

の

関
係
で

､

そ

れ
は

学
習
活
動
で

あ

る
｡

次
ぎ
に

､

教
師
と

教
科
と

の

関
係
で

あ

り
､

こ

れ
は

教
授
活
動
の

前
提
で

あ

り
､

研
究
活
動
と

旦
一日
え

よ

う
｡

最
後
に

､

教
師
と

生

徒
と

と

の

関
係

で

あ

り
､

こ

れ
は

右
の

二

つ

の

関
係
の

調

和
に

基
づ

く
そ

れ

ら

の

統
合
で

あ

り
､

教
授

･

学
習
に

つ

い

て

の

全
体

的
把
握
を

意
味
し
て

い

る
｡

す
で

に

明

ら
か

に

し
た

よ

う
に

､

ト
ル

ス

ト

イ
に

あ
っ

て

は
､

こ

れ

ら
の

関
係

が

そ

れ

ぞ
れ

､

論
理

的
に

当
然
で

､

正

し
い

関
係
で

な

く
て

は

な

ら
な
い

｡

根
本

的
な
こ

と
は

､

活
動
主
体
が

自

由
で

あ

り
､

彼
が

活
動
そ

の

も
の

を

欲
求
し

､

そ
れ

を

目

的
と

し

活
動
す

る

こ

と
､

活
動
対

象
と

率
直
な

関
係

を

自
ら

結
ぶ

こ

と

で

あ

る
｡

教
師
は

､

ま

ず
､

右
の

第
二

の

関
係
に

お
い

て

論
理

的
で

正
し

く

な

く
て

は

な

ら

ず
､

し

た
が

っ

て
､

教
科
と

な

る

学

問
に

夢
中
に

な
っ

て

い

る

こ

と

が

必

要
で

あ

り
､

生

徒
の

学
習
課
題
が

､

｢

教
師
自
身
に

興
味
を

与
え

る
+

(

三

三

六
)

も
の

で

な

く
て

は

な

ら

な

い

｡

さ

ら
に

､

教
師
は

､

右
の

第
三
の

関
係
に

お

い

て

も

自
由
で

な

く
て

は

な

ら
な

い
｡

ト
ル

ス

ト

イ
が

､

教
師
を

｢

知
識
伝
達
へ

の

使
命
感
を

も

つ

人

間
+

(

二

六

七
)

と

す

る

の

は
､

こ

の

た

め

で

あ

る
｡

生

徒
と

し

て

の

子

ど

も
に

つ

い

て

の

分
析
と

教
師
に

つ

い

て

の

分
析
と

を
ふ

ま
え

て
､

教
授

･

学
習
の

総
体
と

し

て

の

教
育
を

考
え

る

時
､

論
理

的
で

正

し
い

教
育
と

は
､

｢

知
識
を

獲
得
し

た

い

と
い

う
･

あ

る

人

間
の

欲
求
と

､

獲
得
し

た

知
識
を

伝
達
し
た

い

と

い

う
･

別
の

人

間
の

欲
求
と

を

基
礎
と

す
る
･

人

間
の

自
由
な

関
係
で

あ

る
+

(

二

四
二
)

ひ

し
か

し
､

ト
ル

ス

ト

イ
は

､

陶
冶
の

い

わ

ば

訓
育
的
側
面

､

す

な

わ

ち
､

数
え
こ

み

の

要
素
を

香
定
す

る

わ

け
で

は

な
い

｡

も

ち
ろ

ん
､

教
師
が

生

徒
の

学
習
活
動
そ

の

も
の

に

干
渉
す

る

こ

と
は

で

き

な

い
｡

な

ぜ

な

ら
､

干
渉
の

結
果
行
な

わ

れ

る

学
習
は

､

生

徒
の

自
立

性
の

否
定
の

上

に

な
さ

れ

る

活
動
で

あ

り
､

棉
神
的
生

活
の

歪
曲
を

伴
な

う
か

ら

で

あ

る
｡

生

徒

の

自
立

性
を

担
う

こ

し
+

な

く
､

生

徒
に

教
科
へ

の

関
係
を

変
え

さ

せ
る

要

素
､

す
な

わ

ち

教
科
へ

の

関
心

を

抱
か

せ

る

要
素
を

学
校
教
育
の

な
か

に

探
す
と

､

そ

れ

は
､

｢

教
師
が

自
己
の

学
問
を

熱
烈
に

愛
し

､

熟

知
し

て

い

る

時
に

だ

け
+

(

二

六

九
)

存
在
す
る

こ

と
が

わ

か

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

ヽ

そ
の

時
に

は

教
師
の

｢

右
の

愛
が

生

徒
に

伝

達
さ

れ
+

(

二

六

九
)

､

｢

生

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

徒
が

､

教
師
を

も
､

学
問
を

も

愛
す
る

よ

う
に

な

る
+

(

二

六

九
)

(

傍
点

は

ト

ル

ス

ト

イ
)

か

ら
で

あ
る

｡

(

1
)

小

論
は

､

一

八

六

〇

年
代

前

期
に

お

け

る

ト

ル

ス

ト

イ
の

教

育

論
に

つ

い

て

の

分

析
で

あ
る

｡

(

2
)

引

用

文
に

続

く

(

)

内
の

数

字
は

『

ト

ル

ス

ト

イ

教

育

学

論

集
』

(

声

〓
.

→
○

宍
T

O

タ

コ
e

b
a

r

O

⊇

亮
C

聖
【

e

C

O

毒
害
コ

喜
､

三
?

〔

穴

盟
【

-

-

諾
い

〕

の

ペ

ー

ジ

数
を

示

す
｡

(

3
)

通

常
､

○
爪

首

琵
○

冨
工
巳

行

は
､

陶

冶
と

訳

さ

れ
､

体

系

的

知
識

､

認

識

活

動
の

方

法
の

習

得
の

過

程
と

結
果

と

を

意

味

す
る

｡

こ

の

陶

冶
に

対

置
さ

れ

る

概

念
と

し

て

中
ロ

n

コ

ヨ
一

a

エ

≡
川

が

用
い

ら
れ

る

時
､

そ

れ

は
､

普

通
､

訓
育

と

訳

さ

れ

る
｡

本

稿

で

ほ
､

○
爪

首
a

U

O

呂

∃
e

と
ー

岩
∩

コ

ヨ
学

【

【

蒜

を

相

互
に

排
除
し

合
う

概

念
と

し
た

ト

ル

ス

ト

イ

が

甲
0

〔

コ

〓
T

a

〓

E
O

に

こ

め

た

意
味

を

考

え
､

そ

れ

を
､

強

制

的
･

意

2 β9
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識
的

形
成

作

用

と

訳

し

た
｡

(

4
)

ト

ル

ス

ト

イ
の

教

育
理

論
の

根
底
に

は
､

教
育
の

不

平
等
に

つ

い

て

の

指
摘

が

あ
る

｡

ト

ル

ス

ト

イ

ほ
こ

の

不

平
等

を

(

人

民
の

教

育

要

求

が

か

な

え

ら
れ

て

い

な

い

)

と

批

判
す

る
｡

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

人

民

が

｢

乾

燥
し
た

革
が

水
を

欲

求

す
る

よ

う
に

今

教

育

を

欲

求

し

て

い

る
+

こ

と

を

理

解
し

､

人

民
の

教
育

要
求

を

満
た

す

方
法
を

模

索
し

た
｡

こ

の

模
索
の

背

後
に

は
､

次

に

略
述
す

る

よ

う

な

社

会

思

想

が

あ
っ

た
｡

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

社

会
が

(

政

府
､

貴
族

階

叔
､

商
人

層
､

官
吏

層
)

と

｢

人
口

の

一

〇

分
の

九

を

占
め

る

労
働
平

民
+

と
か

ら

構
成

さ

れ

て

い

る

と

分

析
し

､

前
者
の

生

存
､

富
そ

し
て

幸

福
は

､

後
者

を

｢

搾
取

す
る
+

こ

と

に

よ
っ

て

成
立

し

て

い

る

と

と

ら

え
た

｡

し

た

が

っ

て
､

前
者
の

生

存
､

富
は

被
搾
取

者
の

存

在
に

依

存

し
て

い

る
｡

こ

れ
に

反

し
て

､

労

働
平
民

､

な

か

ん

ず
く

農
民
は

､

生

存
の

自
立

性

を

も
っ

て

い

る
｡

ト

ル

ス

ト

イ

が

｢

労

働
平

民
+

の

側
に

立

つ

根
拠
は

､

一

つ

に

は
､

彼
ら

が

多
数

者

で

あ
る

ゆ

え
に

正

義
を

に

な

う

か

ら
で

あ

り
､

二

つ

に

は
､

彼
ら

が
､

人

間

と

し
て

の

諸

欲

求

を

自
ら
の

労
働
に

よ

っ

て

満
た

す

自

立

性

と
い

う

原

理
に

､

し
た

が

っ

て
､

他

人
の

不

利

益
を

自
己
の

生

存
条

件
と

し

な
い

･

生

存
の

自

立

性

と
い

う

原

理
に

立
つ

も
の

で

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

｢

労
働
平

民
+

の

側
に

立
つ

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

教

育
に

た

い

す
る

彼
ら
の

不

満
を
み

の

が

さ

な

か

っ

た
｡

一

八

六
二

年
に

世

論
の

統

制

を

欠
い

た

学
校
を

批

判
し

た

ト

ル

ス

ト

イ
は

､

さ

ら
に

､

一

八
七

四

年
の

論

文
に

お

い

て
､

教

育

内
容

を

決
定

す

る

権

利
が

人

民
に

属
し

て

い

る

こ

と

を

主

張
し

た
｡

そ

こ

で
､

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

人

民
の

も

つ

教

育

要
求

を

読
み

と

り
､

そ

れ

ら

を

学

校
の

教
育

内

容
の

基

軸
に

す

え
た

｡

す

な
わ

ち
､

｢

ロ

シ

ア

語
､

ス

ラ

ブ

語
の

読

み

書

き

の

知

識

と

計
算
+

を

学

習

課

程
の

基
本

と

し

た
｡

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

人

民
の

教

育

要
求

を
か

な

え
る

い

ま
一

つ

の

方

法

を
､

で

き
る
･
限
り

多
く
の

人

民

が

教

育

を

受
け
る

機

会
を

も
つ

た

め
の

｢

行

政

的

側

面
+

(

授
業

時

間
の

配

分
､

学
校

の

配

置
､

教

師

の

選

定
､

教

師
の

俸
給
等
)

の

改

革
に

求

め
る

｡

ト

ル

ス

ト

イ

は
､

学

校

事

業
の

成

功
を

可

能
に

す

る

の

ほ

｢

自

由
+

､

す

な

わ

ち

｢

国

民
に

､

望

む
よ

う
に

自
分
の

学

校

を

建
て

る

自

由
を

与

え
､

学

校

建

設

事
業
そ

の

も
の

へ

の

干

渉

を
で

き
る

だ

け

少

な
く

す
る
+

こ

と

で

あ
る

と

断
言

す
る

｡

ノ

こ

の

よ

う
に

､

､

ト

ル

ス

ト

イ

ほ
､

教

育

事

業
が

地

域
の

労

働
平

民

の

手
に

ゆ

だ

ね

ら

れ

る

こ

と

を

主

張
す
る

｡

た

だ
､

ト

ル

ス

ト

イ
に

あ
っ

て

は
､

教
育

内

容
の

決

定
に

た

い

す
る

人

民
の

か

か

わ

り

方

と

教

育
の

行
政

的

側

面
に

た
い

す

る

人

民
の

か

か

わ

り

方

と

が

統
一

的

に

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

と

ほ

言
い

が

た

い

｡

(

一

橋
大

学

助

手
)
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