
創
刊
号
に
寄
せ
て

二
松
学
舎
大
学
長

〈
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二
松
学
舎
大
学

（以
下

「本
学
こ

は
、

明
治
十
年
に
漢
学
塾

・
二
松
学
舎
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。

明
年
、

平
成
十
九
年
は
創
設
百
三
十
周
年

を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、

専
門
学
校
を
経
て
新
制
大
学
の

一
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
間
〃
国
漢

〃
の
二
松

学
舎
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
学
統
を
有
し
、

こ
れ
を
誇
り
と
し
て
参
り
ま
し
た
。
「国
漢
」
は
対
立
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
「国
」
も
ま
た
日
本
古

典
の
教
育
研
究
を
旨
と
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

そ
の
間
に
径
庭
の
隔
た
り
の
な
い

一
体
化
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る

〃
東

方

〃
の
学
と
し
て
の
意
識
は
あ

っ
た
も
の
の
、
日
中
古
典
を
基
軸
に
、

人
格
陶
冶
、

ひ
い
て
は
国
家
社
会
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
経
略
に
繁
が
る

才
覚
の
形
成
に
欠
か
せ
な
い
学
と
し
て
見
据
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

本
学
は
長
く
国
文
学

。
中
国
文
学
の
二
学
科
よ
り
な
る
文
学
部

単

一
学
部
で
過
ぎ
て
参
り
ま
し
た
が
、

平
成
二
年
に
は
国
際
政
治
経
済
学
部
を
設
置
し
ま
し
た

（現
在
は
い
ず
れ
も
大
学
院
研
究
科
を
設
置
）
。

国

際
政
治
経
済
学
部
は
、

当
初
は
汎
世
界
的
な
国
際
政
治
経
済
学
の
教
育
研
究
を
目
論
ん
で
い
ま
し
た
が
、

経
年
と
と
も
に
東
ア
ジ
ア
の
政
治
経
済

に
重
点
を
置
く
よ
う
に
シ
フ
ト
あ
る
い
は
ス
タ
ン
ス
を
変
え
て
参

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
も
先
の
〃

学
統

〃
か
ら
の
お
の
ず
か
ら
な
る
収
微
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

本
学
が
平
成
十
四
年
度
に
、

「
日
本
漢
文
学
研
究
の
世
界
的
拠
点
の
構
築
」
に
お
い
て
、

文
部
科
学
省
か
ら
二
十

一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ

ロ
グ
ラ
ム
の

一
と
し
て
採
択
、

指
定
さ
れ
ま
し
た
の
も
如
上
の
本
学
の
発
足
と
沿
革
か
ら
し
て
至
極
自
然
な
結
果
に
思
え
ま
す
。

五
年
間
に
互
る
プ

ロ
グ
ラ
ム

・

プ
ラ
ン
な
の
で
、

本
年
は
そ
の
三
年
目
、

中
間
点
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、

内
外
の
研
究
者
の
、

汎
世
界
的
な
結
集
、

協
同
の
組
織
化
を
図
り
、

ま
た
若
手
研
究
者
の
育
成
に
あ
た
っ
て
参
り
ま
し
た
。

ま
た
、



国
内
外
の
大
学

。
図
書
館

・
研
究
機
関
の

「日
本
漢
文
学
」
に
関
わ
る
文
献
資
料
類
の
所
在
を
確
か
め
ネ

ッ
ト
化
し
、

文
献
資
料
の
蒐
集
に
も
力

を
傾
け
て
参
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
「
日
本
漢
文
学
」
に
関
わ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

公
開
講
座

・
講
演
を
開
催
し
、

定
期
的
に
研
究
従
事
者
の

研
究
成
果
の
報
告
会
を
催
し
て
も
参
り
ま
し
た
。

加
え
て
、

昨
今
の
わ
が
国
の
教
育
、

研
究
の
世
界
に
お
け
る
漢
文

・
漢
文
学
の
衰
退
気
味
な
状

況
を
踏
ま
え
、

中
国
古
典
の
教
育
の
場
、

社
会
で
の
賦
活
を
図
る
べ
く
、

平
成
十
七
年
度
に
大
学
主
催
で
論
語
の
第

一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

き
、

側
面
よ
り
支
援
を
図

っ
て
参
り
ま
し
た
。

幸
い
こ
れ
ら
の
研
究

。
調
査
は
着
実
に
成
果
を
上
げ
て
来
て
お
り
、

ま
た
諸
行
事
の
反
響
も
大
き

な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
日
本
漢
文
学
研
究
の
基
盤
を
強
化
し
、

ま
こ
と

「世
界
的
拠
点
の
構
築
」
が
成
さ
れ

つ
つ
あ
る
も
の

と
思
え
ま
す
。

如
上
の
経
過
、

成
果
を
踏
ま
え
て
、

当
初
計
画
ど
お
り
研
究
機
関
誌

『
日
本
漢
文
学
研
究
』
の
創
刊
に
至
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
リ
ス
タ
ッ
フ

個
々
の
研
究

。
調
査
の
成
果
の
文
献

へ
の
定
着
が
計
ら
れ
、

真
の
公
表
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

更
に
情
報
と
し
て
蓄
積
し
、

そ
の
偉
業
の
共
用
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

ま
た
日
本
漢
文
学
研
究
の
活
動

・
動
向
の
彙
報
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の
重
要
な
使
命
で
あ

る
、

次
代
の
研
究
後
継
者
の
登
龍
門
と
し
て
研
究
成
果
の
発
表
の
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
得
る
も
の
と
確
信
す
る
次
第
で
す
。

創
刊
号
に
は
、
日
本
漢
文
学
研
究
の
論
稿
七
本
を
初
め
、

研
究
ノ
ー
ト
、

資
料
紹
介

・
学
界
の
動
向
の
報
告
類
、

書
評
等
の
稿
六
本
を
掲
げ
、

分
厚
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

倍
多
の
投
稿
が
集
ま
り
厳
正
な
審
査
の
上
で
の
採
用
と
な
り
ま
し
た
。

採
否
に
関
わ
ら
ず
玉
稿
を
寄
せ
て
い
た
だ

い
た
各
位
に
対
し
て
感
謝
し
、

ま
た
本
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
ス
タ
ン
フ
の
尽
力
に
対
し
て
慰
労
の
意
を
表
し
ま
す
。

こ
の

『
日
本
漢
文
学
研
究
』
の
発
刊
が

本
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に
大
い
に
力
を
付
与
し
て
く
れ
る
と
し
て
も
、

プ

ロ
グ
ラ
ム
そ
の
も
の
は
や

っ
と
軌
道
に
乗

っ
た
ば
か
り
、

気

を
引
き
締
め
て
取
り
組
ん
で
行
く
所
存
で
す
。

ま
た
号
を
重
ね
る
ご
と
に

『
日
本
漢
文
学
研
究
』
の
充
実
し
て
行
く
こ
と
を
期
す
る
次
第
で
す
。

ひ
と
し
な
み
に
漢
字
文
化
圏
と
言
い
ま
し
て
も
、

公
用
字
の
簡
体
字
化
、

あ
る
い
は

ハ
ン
グ
ル
の
採
用
な
ど
、

国
に
よ

っ
て
は
そ
の
あ
り
様
に

大
き
な
変
容
が
生
じ
て
お
り
ま
す
。

古
典
漢
籍
の
受
容
、

摂
取
に
断
絶
も
生
じ
か
ね
な
い
状
況
で
す
。

そ
う
し
た
中
、

わ
が
国
は
、

漢
字
を
基
に

二
種
の
仮
名
を
創
出
し
和
文
表
記
の
方
法
を
見
い
だ
し
、

ま
た
独
自
な
漢
字
文
献
の
訓
読
を
開
拓
し
、

徳
川
幕
府
治
下
の
泰
平
の
世
に
藩
幕
合
わ
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せ
て
儒
学
を
中
核
に
独
自
な
漢
学
を
築
き
上
げ
て
参
り
ま
し
た
。

国
学

（
日
本
学
）
、

蘭
学
と
合
わ
せ
て
、

競
合
融
和
し
な
が
ら
の
も
の
で
あ
り
ま

す
。
「日
本
漢
文
学
」
の

「
日
本
」
は
狭
域
化
す
る
も
の
で
な
く
、

漢
文
学
そ
の
も
の
を
示
唆
す
る
も
の
と
思
え
ま
す
。

私
事
に
な
り
ま
す
が
、

昨

年
十

一
月
、

錦
繍
の
韓
国
で
開
か
れ
た
韓
国
日
本
言
語
文
化
学
会
に
講
演
に
参
り
ま
し
た
。

学
会
場
と
な
り
ま
し
た
大
学
校
の
門
前
、

校
庭
が
親

子
連
れ
で
非
常
に
混
雑
し
、

通
り
抜
け
る
の
に
難
儀
を
来
し
ま
し
た
。

何
事
か
と
聞
く
と
、

漢
字
検
定
の
試
験
が
あ
る
と
の
こ
と
。

年
々
人
気
を

博
し
、

受
験
者
が
そ
れ
こ
そ
右
肩
上
り
に
加
増
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

国
粋
的
に

ハ
ン
グ
ル
絶
対
の
韓
国
で
の
こ
の
実
状
。

近
代
の
合
理
主
義
の

な
か
で
、

あ
る
い
は
文
字

の
機
器

へ
の
適
用
の
上
で
疎
外
さ
れ
て
い
た
漢
字
が
、

機
器
の
電
子
化
に
伴
い
表
記
、

印
字
が
容
易
に
な
り
、

あ
る
い

は
そ
の
文
字
記
号
と
し
て
の
識
別
性
で
優
位
に
な
り
、

時
に
そ
の
芸
術
性
に
お
い
て
、

完
全
な
復
権
は
無
理
と
し
て
、

見
直
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と

は
事
実
で
す
。

本
学
の
日
本
漢
文
学
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
思
い
を
さ
ま
ざ
ま
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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