
矢口新ライブラリー ０１２５０ 教育人間像の一つのテーゼ－上原専禄・宗像誠也著『日本人の創造』－ 

1 

 

『
六
三
教
室
』
一
九
五
三
年
九
月
（
新
教
育
協
会
） 

 

教
育
人
間
像
の
一
つ
の
テ
ー
ゼ 

上
原
専
禄 

宗
像
誠
也 

  

戦
後
新
し
い
時
代
に
入
っ
て
、
新
し
い
人
間
像
と
い

う
こ
と
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
正
直
の
と
こ

ろ
、
教
育
者
に
は
ピ
ン
と
こ
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
勅

語
の
ほ
う
が
は
る
か
に
迫
力
が
あ
っ
た
。
民
主
的
、
社

会
的
、
自
主
的
、
合
理
的
と
い
う
よ
う
な
形
式
的
な
規

定
で
は
、
具
体
的
な
場
に
即
し
て
生
き
て
働
か
な
い
。

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
言
葉
と
し
て
理
解
し
て
い

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
生
活
の
な
か
か
ら
育
て
あ
げ
た
も

の
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
教
育
も
ま
た
観
念

的
に
言
葉
を
教
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。 

人
間
像
な
ど
と
い
う
も
の
は
言
葉
で
は
な
い
の
で

言
葉
と
同
時
に
直
観
的
に
ピ
ン
と
く
る
内
容
が
問
題

で
あ
ろ
う
。
現
在
人
間
像
に
関
し
て
い
わ
れ
て
い
る
も

ろ
も
ろ
の
理
想
的
な
言
葉
が
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
で
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
お
そ
ら
く
相
当
長
い
歴

史
的
時
間
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
現
実
生
活
の
一
つ
一
つ
の
場
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
場
合
、
民
主
的
、
自
主
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
ゆ
き
、
そ
れ
を

積
み
あ
げ
て
い
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
最

も
具
体
的
な
場
で
、
最
も
理
念
的
な
も
の
を
把
握
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
世

界
史
的
立
場
で
近
代
的
人
間
像
の
理
念
を
も
っ
て
現

在
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
大

き
く
人
類
の
歴
史
を
巨
視
的
に
眺
め
て
、
そ
の
系
列
で

人
間
像
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ

う
考
え
る
と
結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
に
新
し
い
人

間
像
が
ピ
ン
と
こ
な
い
の
は
、
世
界
史
的
理
念
に
よ
っ

て
自
分
が
行
動
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
人
が
世
界
史
か
ら
目
を
覆
わ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
民
族
社
会
が

世
界
へ
の
扉
を
開
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。 

『
日
本
人
の
創
造
』
と
い
う
対
話
篇
は
ち
ょ
う
ど
こ

の
蒙
を
啓
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
原
教
授
と
宗
像

教
授
の
対
話
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
史
の
権
威
で
、
し
か
も
中
世
か
ら
近
代
へ
の
生
活

発
展
を
幅
広
く
と
ら
え
て
豊
か
な
教
養
を
も
っ
て
お

ら
れ
る
上
原
教
授
と
、
近
代
的
セ
ン
ス
の
豊
か
な
宗
像

教
授
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
の
は
現
在
の
日
本
の
教

師
諸
氏
に
と
っ
て
恰
好
の
贈
り
物
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。 

で
は
一
体
ど
う
い
う
展
望
と
省
察
が
な
さ
れ
、
ど
ん

な
論
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
ず
第
一
に
漠
然
た
る

人
間
性
を
も
っ
と
的
確
に
し
て
ゆ
く
に
は
、
現
在
日
本

の
当
面
し
て
い
る
歴
史
的
・
社
会
的
な
問
題
を
で
き
る

だ
け
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
願
わ

く
ば
子
供
た
ち
を
こ
の
課
題
の
熱
心
な
担
い
手
と
し

た
い
。
従
来
の
日
本
人
の
消
極
性
と
卑
屈
さ
を
克
服
し

て
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
必
要

で
、
そ
の
き
び
し
い
創
造
的
な
努
力
と
い
う
こ
と
が
近

代
的
人
間
と
い
う
も
の
の
性
格
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ

は
大
切
な
見
か
た
で
、
人
間
像
と
い
う
も
の
を
子
供
の

毎
日
努
力
す
る
課
題
の
な
か
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
教
師
に
考
え
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
（
第
一
話
） 

 

で
は
日
本
人
の
課
題
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
近

代
人
の
世
界
史
的
視
野
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
ま
ず
近
代
人
の
歴
史
的
浮
彫
り
が
上

原
教
授
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
自
我
意
識
、
合
理
的
精

神
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
発
展
が
古
代
か
ら
中
世
を
通

し
て
近
代
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
述
べ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

近
代
人
が
鮮
か
に
浮
彫
り
さ
れ
る
。（
第
二
話
） 

 

さ
て
こ
う
い
う
巨
視
的
人
間
像
か
ら
日
本
人
の
現

実
が
反
省
さ
れ
る
。
こ
れ
は
き
び
し
い
反
省
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
近
代
化
さ
れ
な
い
、
合
理
精
神
の
欠
如

し
た
、
人
間
精
神
の
進
歩
に
対
す
る
確
信
の
な
い
み
じ

め
な
日
本
人
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
社
会
を
家
族
制
度
の
擬

制
の
な
か
に
包
ん
で
い
る
ご
ま
か
し
、
人
格
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
の
原
始
的
な
思
想
。
こ
れ
は
教
育
に
対
し

て
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
遥
か
に
深
刻
な
も

の
を
課
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ

は
教
育
に
対
す
る
期
待
が
大
き
い
こ
と
で
も
あ
る
。

『
日
本
人
の
創
造
』 
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（
第
三
話
） 

次
は
宗
像
教
授
に
よ
っ
て
主
と
し
て
明
治
以
後
の

教
育
の
方
向
に
対
す
る
反
省
が
な
さ
れ
る
。
日
本
の
近

代
教
育
に
お
け
る
合
理
主
義
の
限
界
、
非
人
間
的
道
徳

教
育
、
敗
戦
後
の
教
育
の
歴
史
的
課
題
意
識
の
欠
如
、

そ
こ
か
ら
く
る
新
教
育
の
末
梢
的
技
術
性
等
は
要
す

る
に
真
の
近
代
的
性
格
の
な
い
と
こ
ろ
に
表
皮
ば
か

り
を
か
ぶ
っ
た
あ
や
し
げ
な
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

も
悪
循
環
と
い
え
よ
う
。（
第
四
話
） 

 

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
教
育
の
基
本
的
課
題
を
は
っ

き
り
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
第
一
に
は
日
本

人
の
一
人
一
人
を
近
代
人
に
ま
で
教
育
す
る
こ
と
、
第

二
に
政
治
的
倫
理
的
視
点
か
ら
考
え
る
と
日
本
人
の

一
人
々
々
を
民
族
の
一
員
に
ま
で
教
育
す
る
こ
と
、
第

三
に
世
界
の
事
情
と
日
本
の
そ
の
な
か
に
お
け
る
地

位
と
い
う
点
か
ら
、
日
本
人
の
一
人
一
人
を
人
類
の
一

員
に
ま
で
教
育
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
基
本
的
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
子
供
ば

か
り
で
な
く
、
子
供
を
育
て
る
親
の
教
育
問
題
が
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
お
そ
ら
く
む
ず
か
し
い
仕
事
で
は
な

い
か
。
（
第
五
話
） 

 

で
は
民
族
共
同
体
意
識
の
形
成
は
ど
う
考
え
る
べ

き
か
。
い
ま
ま
で
日
本
人
は
ロ
ク
な
こ
と
を
や
ら
な
か

っ
た
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
、
民
族
共
同
体
を
意
識
し

て
ゆ
く
が
い
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
が
近
代
人
、

人
類
の
一
員
と
し
て
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
こ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
極
致
と
も
い
え
よ
う
し
、

理
想
主
義
と
も
い
え
よ
う
。（
第
六
話
お
よ
び
第
七
話
） 

か
く
し
て
当
然
に
世
界
平
和
の
問
題
を
自
分
自
身

の
問
題
と
し
て
積
極
的
に
意
識
し
、
か
つ
そ
の
な
か
に

入
り
こ
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
が

具
合
が
悪
い
な
ど
と
教
育
の
世
界
で
現
在
考
え
ら
れ

て
は
い
な
い
か
。
こ
の
最
高
の
理
念
を
わ
れ
わ
れ
が
八

千
万
人
の
真
剣
な
翹
望
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
第
八
話
、
第
九
話
） 

 

し
か
し
そ
れ
に
は
み
ず
か
ら
進
ん
で
苦
し
い
道
を

ゆ
く
覚
悟
が
い
る
。
こ
れ
は
資
本
主
義
か
共
産
主
義
か

な
ど
と
い
う
抽
象
的
な
問
題
で
な
く
、
も
っ
と
リ
ア
ル

な
、
ど
う
す
れ
ば
日
本
国
民
が
食
っ
て
ゆ
け
る
か
と
い

う
自
主
的
な
問
題
、
絶
対
的
な
自
立
の
精
神
に
徹
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
東
洋
的
寛
容
の
精
神

と
通
ず
る
。（
第
十
話
） 

 
以
下
教
育
的
態
度
、
教
育
と
政
治
、
逆
コ
ー
ス
批
判
、

社
会
科
と
歴
史
教
育
、
平
和
教
育
再
論
が
以
上
の
根
本

理
念
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
教
育
人

間
像
の
問
題
に
対
し
て
な
さ
れ
た
一
つ
の
テ
ー
ゼ
で

あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
別
な
考
え
か
た
も
あ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
多
く
の
ひ
と
び

と
に
読
ま
れ
、
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
東
洋
書
館
刊
） 

（
矢 
口 

 

新
） 


