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「
巻
頭
言
」

～
「
伝
統
文
化
教
育
」
研
究
の
特
集
に
寄
せ
て
～

國
學
院
大
學
人
間
開
発
学
部
長
　
新
富
　
康
央

　
「
二
〇
〇
九
年
四
月
、
國
學
院
大
學
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
、「
人
間
開
発
」
と
い
う
新
し
い
一
粒
の
種
が
落

ち
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
新
し
い
教
育
の
道
標
を
示
す
べ
く
、「
人
間
開
発
」
と
い
う
語
を
冠
し
た
学
部
が
誕
生
し
た
。
こ
の
新

し
い
教
育
（
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
指
導
を
含
め
て
広
義
に
）
の
理
念
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
し
い
学
問
・
研
究
の
創
造
を

予
想
し
、
そ
の
確
立
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
晶
の
一
つ
が
、
本
誌
『
國
學
院
大
學　

人
間
開
発
学
研
究
』
で
あ
る
。」

　

こ
れ
は
、
昨
年
三
月
、『
國
學
院
大
學　

人
間
開
発
学
研
究
』
創
刊
号
の
発
刊
に
寄
せ
て
冒
頭
に
、「
人
間
開
発
学
」
と
い
う

新
た
な
学
問
分
野
の
創
造
宣
言
と
し
て
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
新
し
い
学
問
・
研
究
の
創
造
と
言
っ

て
も
、
架
空
の
真
空
状
態
、
す
な
わ
ち
無
か
ら
創
造
が
生
ま
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
学
問
・
研
究
で
の

既
存
の
「
範
例
」
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
（paradigm

）
転
換
」
に
お
け
る
Ｔ
．
Ｓ
．
ク
ー
ン
の
概
念
で
さ
え
、

「
通
常
科
学
」
で
は
説
明
で
き
な
い
逸
脱
事
象
の
集
合
の
体
系
化
か
ら
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
創
造
さ
れ
る
、と
さ
れ
る
。
学
問
・

科
学
研
究
の
創
造
の
手
法
が
、「
異
種
交
配
」で
あ
る
に
し
て
も
、「
接
木
に
よ
る
活
着
」で
あ
る
に
し
て
も
、少
な
く
と
も
従
来〈
種
〉

の
継
承
の
上
に
新
た
な
〈
種
〉
の
創
造
が
あ
る
と
い
う
点
は
、
古
今
東
西
、
普
遍
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
は
、
そ
の
試
み
が
、「
伝
統
文
化
教
育
」
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
展
開
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
テ
ー
マ
は
、「
日

本
の
伝
統
文
化
教
育
の
可
能
性
―
人
間
開
発
学
の
基
盤
構
築
に
向
け
て
ー
」
で
あ
る
。

　
（
１
）�

本
テ
ー
マ
設
定
の
第
一
の
意
義
は
、
本
學
の
「
建
学
の
精
神
」「
建
学
の
設
立
理
念
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
。

　

た
し
か
に
、「
建
学
の
精
神
」
あ
る
い
は
「
建
学
の
設
立
理
念
」
と
い
う
も
の
は
、
大
学
の
社
会
的
成
立
の
根
拠
付
け
と
し
て
、
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設
置
後
し
ば
ら
く
し
て
使
わ
れ
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
大
学
設
立
当
初
か
ら
、
建
学
の
設
立
理
念
に
基
づ
い

て
大
学
運
営
が
進
め
ら
れ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し
、
私
見
の
範
疇
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中

で
國
學
院
大
學
は
、
あ
る
程
度
設
立
理
念
に
基
づ
い
て
、
大
学
運
営
が
な
さ
れ
た
数
少
な
い
大
学
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、「
伝
統
文
化
」
の
研
究
は
、
本
學
を
牽
引
す
る
大
き
な
力
と
な
る
支
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

嘗
て
、
十
世
紀
に
起
源
を
持
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
、「
聖
」
か
ら
「
俗
」
へ
と
変
貌
し
、
国
家
の
社

会
的
認
知
・
承
認
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
普
遍
性
を
次
第
に
喪
失
し
て
い
っ
た
。
そ
の
点
、
本
學
は
幸
運
な
こ
と

に
、
世
俗
的
な
変
容
を
社
会
か
ら
あ
ま
り
強
要
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
自
主
自
尊
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
た
稀
有
な
大
學
で
あ
っ

た
。
そ
の
研
究
ス
タ
イ
ル
、研
究
文
化
を
守
る
こ
と
の
で
き
た
研
究
テ
ー
マ
が
「
伝
統
文
化
」
研
究
で
あ
ろ
う
。
本
学
部
の
場
合
、

さ
ら
に
「
伝
統
文
化
教
育
」
の
研
究
と
い
う
研
究
視
座
か
ら
「
伝
統
文
化
」
研
究
を
照
射
し
、
そ
こ
に
新
た
な
光
を
当
て
よ
う

と
す
る
。

　
（
２
）
本
學
の
設
置
理
念
に
鑑
み
て
、「
伝
統
文
化
」
研
究
は
伝
統
的
な
研
究
分
野
と
言
え
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
実
は
、

こ
れ
は
ま
た
、
今
日
的
な
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
根
拠
付
け
る
の
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
に
改
正
さ
れ

た
「
教
育
基
本
法
」
で
あ
る
。

　
「
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
他
国
を
尊
重
し
、
国
際
社
会

の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
」（
教
育
基
本
法
第
二
条
五
項
）

　

教
育
基
本
法
は
言
う
ま
で
も
無
く
、
教
育
界
に
お
け
る
制
度
的
規
範
・
行
動
原
理
の
基
底
を
成
す
、
所
謂
バ
イ
ブ
ル
的
な
存

在
で
あ
る
。「
伝
統
と
文
化
」、「
伝
統
や
文
化
」、「
伝
統
的
文
化
」、
そ
し
て
「
伝
統
文
化
」。
か
か
る
一
連
の
関
連
概
念
に
つ
い

て
、
再
検
討
・
再
構
築
、
さ
ら
に
は
脱
構
築
さ
え
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
（
３
）
本
テ
ー
マ
研
究
は
、「
人
間
開
発
学
」
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
色
濃
く
反
映
す
る
。
そ
れ
は
、
実
践
的
科
学
へ
の
指
向

性
で
あ
る
。
学
校
教
育
現
場
で
は
改
正
「
教
育
基
本
法
」
に
よ
り
、
新
た
な
喫
緊
の
課
題
が
生
ま
れ
た
。
前
述
の
伝
統
文
化
概

念
の
再
検
討
が
成
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
教
育
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
伝
統
文
化
教
育
の
「
授
業
の
構
成
論
理
」
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
伝
統
文
化
を
授
業
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
授
業
が
成
立
す
る
時
と
は
ど
う
い
う
こ
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と
な
の
か
、
そ
の
条
件
は
何
か
な
ど
、
そ
の
多
く
が
未
だ
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
状
態
と
言
っ
て
よ
い
。
本
学
部
で
は
、
安
野

功
先
生
（
社
会
科
教
育
学
・
和
文
化
交
流
）
を
中
心
に
、
成
田
信
子
（
国
語
教
育
学
・
文
学
教
育
）、
太
田
直
之
（
歴
史
学
・
中

近
世
の
信
仰
史
）、
藤
田
大
誠
（
国
学
・
近
代
神
道
史
）
の
各
先
生
方
が
現
在
、
こ
の
新
た
な
課
題
に
果
敢
に
挑
ん
で
い
る
。

　
「
人
間
開
発
」
と
い
う
人
づ
く
り
の
理
念
が
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な
学
問
・
研
究
を
創
造
す
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、「
人
間
開
発
」

と
い
う
人
づ
く
り
の
理
念
が
、
教
育
活
動
と
研
究
活
動
と
を
つ
な
ぐ
紐
帯
と
し
て
の
機
能
を
い
か
に
果
た
す
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ま
で
教
育
理
念
の
確
立
と
い
う
視
座
か
ら
、
新
た
に
学
問
・
科
学
が
生
ま
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
経
験
し
て
い
な
い
。

経
験
主
義
教
育
に
お
け
る
「
児
童
学
」
す
な
わ
ち
教
育
心
理
学
の
創
設
が
想
起
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
時
に
は
受
け
入
れ
難
い
二
律
背
反
、
二
者
択
一
の
対
象
物
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
種
の
指
向
性
の
も
の
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
、
研
究
成
果
の
実
践
へ
の
応
用
・
活
用
、
あ
る
い
は
、
せ
い
ぜ
い
相
互
の
適
用
関
係
と
し
て
語
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。

　
「
人
間
開
発
学
」
は
、
市
民
権
を
得
た
学
会
（
科
学
共
同
体
）
を
ま
だ
持
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
学
会
に
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
顧
客
（
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
）
を
意
識
し
た
研
究
、
す
な
わ
ち
「
市
民
科
学
」
へ
の

方
途
を
示
唆
し
て
く
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
た
る
教
育
関
係
者
や
保
護
者
・
子
ど
も
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
の

研
究
。
そ
の
萌
芽
を
、「
伝
統
文
化
教
育
」
研
究
に
期
待
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
本
特
集
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
学
問
・
研
究
の
創
造
と
確
立
い
う
視
点
か
ら
、
個
人
的
な
見
解
や
思
い
を
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
後
、い
ろ
い
ろ
な
研
究
の
シ
ー
ズ
（
種
）
か
ら
新
た
な
研
究
の
〈
芽
〉
は
生
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
の
〈
芽
〉
を
ど
う
繋
い
で
い
く
か
、
紡
い
で
い
く
か
と
い
う
作
業
を
、
誰
か
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

ど
こ
か
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
、
國
學
院
大
學
人
間
開
発
学
部
の
存
在
は
意
義
深
い
。
否
、
意
義
深
い
も
の
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
学
部
を
是
非
と
も
、「
伝
統
文
化
教
育
」
研
究
、
さ
ら
に
は
こ
の
視
座
か
ら
照
射
す
る
「
伝
統
文
化
」

研
究
の
再
構
築
の
〈
発
信
地
〉
の
一
つ
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
本
研
究
紀
要
誌
が
、
そ
の
端
緒
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
て
、

ま
た
、
本
誌
に
厳
正
な
査
読
の
う
え
、
掲
載
さ
れ
た
諸
論
文
に
つ
い
て
、
今
後
の
皆
様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
お
願
い
し
て
、
本

研
究
紀
要
の
「
巻
頭
言
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。


