
､

吋

れ

叫

サ

キ

叫

.

サ

か

}

叫
■

h

絹

.

→

1

.､

故

本

多

謙

三

君

の

業

績

吹

田

∴
順

.

助
′

昭

和

十
三

年
三

月

七
日

､

元

重
用

商
科
大
草
漁
科

教
授
本

多

彗
衰
は

宿
癖
の

為
に

覚
に

長
逝
せ

ら
れ

宅
享
年
四

±
｡

そ
の

生

産

時
長

く
は

な
い

｡

併
し

､

そ
の

畢

界
に

遺
さ

れ

覆
業

跨
が

質
に

於
て

量
に

於
て

決
し

て

乏

し

く
な

か
つ

た
｡

と

は
､

せ

め
て

も
の

慰
め
で

あ

る
｡

故
に

君
を

偲
ぶ

よ

す
が

と

し
て

､

主

な

労
作
を

樟
ん

で

そ
の

内

容
を

紹
介
す

る

こ

と
1

す
る

｡

自
分
が

君
の

恵
を

最
初
に

知
つ

た
の

は

｢

貨
幣
理
論
の

現
象
寧

的
考
察
+

(

大
正

十

二

年

｢

思

想
+

七

孟
及

九

孟
)

の

筆
者
と
し

て

ゞ

あ
つ

驚
こ

の

意
味
で

こ

の

論
文

は

自
分
に

と

つ

て

感

慨
深
い

も
の

で

あ
る

が
､

畢
界
に

於
け
る

ひ

と
つ

の

貢

献
と

し
七

も

最
も
注
意
サ

可

き

も
の

把

廃
す
る

｡

こ

の

璽
言
横
線
と

し
て

､

茸
に

君

埠
そ

の

畢

生

時
代
に

､

恩

師
左
右
田

博
士

の

推
挽
に

ょ

つ

て

簑
に

ヂ

そ

ー

さ

れ

た
の

で

あ
る

が
､

故
に

ょ

は

ひ

弱
冠
の

畢

生
の

天

才
的
な

頭

脳
の

閃
き

を

看
取
す
る

こ

と

は

難
く
な
い

で

あ

ら

う
｡

こ

れ

に

潮
ふ

る

に

と
の

論
文

は

邦
文
の

文

献
と

し
て

は

現

象
畢
の

問
題

を

取
力

上

げ

溌

最
初
の

も
の

1

ひ

と
つ

で

あ

カ
､

殊

に

こ

の

立

場
か

ち

賃
簡
理

論
を

論
じ

た

竺
の

も
の

で

あ

る
｡

.
君
は

故
土
田

有
村

氏
に

よ
つ

て

現

象
畢
に

封
す
る

闊
心

を

植
ゑ
つ

け
ら

れ

た
の

で

優
る

が
､

鼓
で

は

所
謂
る

現
象
畢
的

な

本
質
記
述
の

方

法
を

｢

批
判
主

義
精
神
の

純
な

る

蓉
展
+

と

し
て

論
じ

て

ゐ

る

の

で

盾

ぺ
こ

の

意
味
に

於
い

て

は

脚

左
右

品
士

の

叢
理

論
の

新

芸
蟄
展
の

一

方
向

票
唆
し
て

ゐ
る

も
の

去
へ

る
｡

こ

の

目

酌

か

ら
､

君
は
と

て
ム

の

葛
の

瀾

弼

故

本

多
謙

三

君
の

業

績



一

橋

論

策

弟
一

葡
掛

算
五

鍍

40

象
拳
的

解
輝
か

ら

蓉
足
し

､

こ

の

哲
畢

堅
牢
は

ゞ

ひ

と
つ

の

｢

領

域
+

に

適
用
し

た

も
の

と

し

て

の

貨
幣
理

論
を

分

析
し

て

ゐ

る

の

で

あ

4 6

1

. 】

7

る
｡

元

来
､

現

象
畢

の

方
法
は

｢

下

か

ら
+

の

建
前
を

飽
く
ま

で

捨
て

す
､

即
ち
溜

而
上

畢
的

猫

断
を

軽

け
忽

が

ら
､

し

か

も

直
観
と

慣

験
と
の

雑

多
に

迷
は

な
い

態
度
を

と

る

撃
｢

事

柄
自
ら
+

の

示

す

所

を

偏
見
な

く
受

取
つ

七
､

そ
ー
の

本
質
を

見
き

は

滴
る

鮎
に

存
す

る

も

の
.
で

雷
ノ

､

そ
の

本

来
の

封
象
は

か

主
本
質
と

し
て

の

エ

イ

ド

ス

で

あ

る
｡

礎
つ

て

こ

の

立

場
に

お

い

て

み

漑
ぼ

､

ヒ

ユ

■
-

ム

の

貨
簡

理

論
も

ま

た

貨
幣
と
い

ふ

｢

領

域
+

に

於
い

て

の

監
邑

邑
¢

○

已
｡
-

｡

g

訂

.
で

な

け

れ
ぼ

な

ら

な
い

｡

か

く
て

貨
幣
は

麿
済
働
の

理

念
､

即
ち
エ

イ

下
ス
■

と

し
て

､

経
済
債
値
と
い

ふ

｢

意
味
+

を

指
示

す
る

も
の

で

あ

斗
そ

の

限
り
に

ぉ

い

て

ヒ
ー

ユ

ー

ム

の

云

ふ

如
く
｢

商
業

の

厳
君
な

㌣
の

で

考
之

を

賢
る

に

こ

の

針

謹
異
る

過

程

誓
つ

て

左
右

骨
頂
警
基
づ

笑
も
の

で

考
て

の

論
.
真
の

緯
篇
と

見
る

可
き

｢

貨
幣
に

逝
け
る

■
武
舎
性
と

歴
史
性
+

⊥
大

正

十

四

年

｢

思

想
+

七

月

撃

墜
別

の

論
文
に

よ

つ
.
て

確
め

ら

れ

た

食
倦
概
念
の

先

験
性
が

､

単
純
に

範
疇
的

･

形

式
的
な

境

験
性

で

は

な

い

こ

と

を

論
じ
て

､

貨
幣
の

本
質
を

普
遍
的

･

具
標
的

な

社
食
性

乃
至

歴
史
性
の

中
に

見
よ

う

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

論
文

は

貨
幣
理

論
に

閲
聯
し

.
て

｢

領

域
+

と
｢

範
噂
+

と
の

直
別

を
強

調
し

た

も

の

で

あ
る

が
､

こ

の

鮎
は

後
の

｢

形
式
化
と

普
遍
化
+

(

大

正

十

五

年

九

月
｢

曹
畢

研

究
+

二

〓
ハ

貌
)

に

於
い

て

再
び

詳
論
さ

れ
て

ゐ

る
｡

こ

の

外
､

こ

の

論
文

は
､

こ

れ

以

後
の

連
作
の

主

題
を

暗
示

し
て

ゐ

る

鮎
が

少

く
な
い

｡

殊
に

論
中
に

は
フ

グ

セ

ア

ル

の

純
粋

現
象
尊
が

意
識

の

ノ
上

シ

ス

的

側
面

に

就
て

の

省
察
を

放

く
鮎
を

指

摘
し
て

､

会
館
に

於
け
る

｢

自
我
+

の

尊
属
の

態

々
分

析
す
る

..
こ

と
に

よ
つ

て
､

か

か

る

省
察
に

資
す
る

可

き
こ

と

を

述
べ

て

ゐ

る

が
､

の

ち
.

に

尊
鼻
に

輿
へ

た
る

反

響
の

鮎
に

ぉ

い

て

最
も

重
要
な

論
文
で

あ
る

と
こ

み
の

｢

表

現

と

し
て

の

身
饉
と

茸
存
と

し
て

の

身
鰐
亡

は
､

か
1

る

省
察
の

成
果
と

云

ふ

可

き
で

あ
る

｡

こ

れ

に

就
い

て

は

後
に

論
及

す
る

こ

と
ゝ

す
る

｡

.F

中

一

∵
■

-

小

キ

ト

キ

叫

サ

リ

＼

.

t

パ

}

軒

川

恥
■

き

ト

ー

′
一
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叫

叫

叫

､
サ

ー

汁

､

軒

-

叫

小

一

1

廿

∴

､
∫

L
1
.

A

経

済
哲
聾
に

閲
す

る

述
作
で

は

上

述
の

二

論
文

が

主

な

も
の

で

あ

る

が
､

こ

の

外
に

は

｢

歴
史
的

･

社
曾
駒
拳
闘

､

特
に
経
済
車
の

方

温

漁
に
就
い

て
+

(

昭

和
二

年
｢

思

想
+

十

月

撃

が

あ
る

｡

こ

の
一

文

は

認
識
の

尭

験
的
形

式
と

研

究
の

指

導
観
念

と
の

直
別
を

説
き

､

指

導
観
念
と

し
て

の

方
放

論
的
形

式

を

以
て

､

経

済
科

聾

者
の

喋
認

す
る

規
則
と

し
て

硯

茸
的
に

科

聾

者
の

意
識
に

交
渉
す
恵

も
の

で

あ
る

と

し
､

こ

の

意
味
に
■

於

い
て

､

方
法

論
を

以
て

経

済
科
畢
の

範
囲
で

現

象
畢

的
立

場
を

守
る

も
の

と

解
す
る

､

更
に

こ

の

鮎
よ

町
マ

ッ

ク
.

ス

.--
ヴ
ェ

ト
バ

ー

が

歴
史
的

畢

間
に

療
有

な

方

法
論
的
概
念
と

し
て

考
案
し

た
｢

理

想
型
+

を

分

析
し
て

ゐ

る

の

で

あ
る

が
､

結
局

､

か

か

る

｢

理

想
型
+

を

構
成
す

る

指
榛

を
知

る

為
に

は
､

そ
の

経

験
的

立

場
は

先

験
的
立

場
に

移
ら

ね
ぼ

な

ら

な
い

こ

と

を

述
べ

て

ゐ

る
｡

こ

れ

ら
の

経

済
哲
畢
の

論
文

は

岩

波
書
店
よ

少

上

梓
す
る

濠
見
で

あ
つ

た
と

こ

ケ

の

｢

経
済
哲
学
+

の

主

要

な

内

容
を
な

す

も
の

で

あ
つ

た

ら
一

う

と

息

は

れ
､

娩
年

､

こ

の

方

面
の

書

物
を

大
分

蔑
ん

で

屠

ら
れ

た

棟
で

あ
つ

た

が
､

.
途
に

未
完
成
の

偉
経
つ

た
の

ほ
､

君
に

取
つ

て

も

畢

界
に

取
つ

て

も
ー

つ

の

恨
事
と

言
は

ね
ぼ

な

ら

な
い

｡

君
の

純
終
の

哲
畢
の

論
文

と

し
て

馨
表
さ

れ

た

も
の

望
恥

逃
の

｢

形

式
化

と

普
遍

些
が

最
初
の

軒
か
で

あ
る

帆
､

こ
■
の

中
に

附
言
し

で

ゐ

古

雅
入

稿
判
断
の

鍬
理

的

性

質
を

再

検
討
し

た
の

が

｢

弥
人

稀
判
断
に

就
い

て
+

(

昭

和
二

年
｢

恩

想

二
月

彗
で

あ
㌃
｡

君
は

大
正

十
五

年
に

昏

校
の

漁
科
講
師
と

し
て

初
め
て

論
理

畢

を

講
ぜ

ら
れ

た
の

で

あ
る

が
､

.
そ
の

時
の

講
義
の

内

容
ほ

､

主

と

し
て

シ

グ

ヴ
ア

ル

ト

の

｢

論
理

畢
+

の

批
判
で

盾
つ

■
汽
.と

聞
い

て

ゐ

る
｡

而
し
て

､

シ

グ

ヴ
ア

ル

ト

は

非
人

解
剖
断
に

着
眼

し
て

モ

ノ

グ
う

フ

ィ

ー

を

蟹

表

し
た

尊

者
と

し
て

先

づ

第
一

に

想
起
さ

れ

る

人

で

あ
る

が
､

君
の

非
人

解
剖
断
論
は
シ

グ

ヴ
ァ

ル
.

ト

の

取

り

上

げ
た

問
題
を

全

く
他
の

見
地

か

ら

解

樺
し

た

も
の

で

あ

り
､

こ

れ

を
プ

レ

ン

ク

ー

′

の

存
在
判
断
と

閲
聯
し
て

考
へ

て

ゐ

る
｡

筆
者
ほ

存
在
判
断
を

以
て

｢

事
柄

そ
の

も
の
+

の

自
己

撃
悲

し

ぁ

町

質
の

差

を

伴
ふ

判

断
よ

㌢
汁

二

屠
原
始
的
な

も
の

で

あ
る
■

と

述
べ

､

プ
レ

ン

.
ク

ー

ノ

が

存
在
判
断
の

故

本

多
謙
三

君
の

業

緯

74 7



サ
ー41

一

療

静

蔓

草
一

巻

欝
五

貌

特

質
を

示

す

も
か

と

し

た

内

部
知
覚

を
フ

ッ

セ

ァ

ル

の

本

質
諦
観
の

意
味
に

お
い

て

解
繹

し
､

短
い

て

か
ゝ

皇
息

昧
に

於
け
る

存
在
判

断

の

安
濃
的

溌
一

が

示

す
と

こ

ろ
の
｢

事
柄
そ
の

も
の

の

自
己

確
立
+

と

し
て

の

特

質
は

､

む

し

み

非
人

稀
判

断
の
｢

性

質
的
鹿

こ
に

於
い

て

一

屠
具

餞
的

･

直

接
的
に

硯
は

れ

る

こ

と

を

指
摘
し

た
の

で

あ
る

｡

こ

の

見
解
は

後
に

｢

主

部
の

論
理
と

客
部
の

論
理
+

(

昭

和
十

一

年
十

二

月
､

東

京
商
大

六

十

周
年
記

念
論
文

集
)

に

於
い

て

形

式
論
理

的
に

蓉
展
さ

れ
､

こ
爪

ご
止

揚
よ

り

し
て

俸
統
的
判

断
式
等
の

吟
味
が

行
は

れ

て

ゐ

る
｡

こ

れ

ら

り

論
文
は

君
の

論
理

学
的
研

究
の

一

班
新
二

不

す

も
の

で

あ
る

が
､

そ
の

論
理

畢

上
の

所
見
の

大
綱

を

説
い

た

も
の

と

し

て

は

｢

論
理
畢
初

歩
+

(

昭

和
五

年
五

月
)

と

｢

論
理

華
道

記
+

(

昭

和

士
-

年
十

∵

月
)

が

あ
る

｡

前

者
は

講
義
用
と

し

て

仮
に

印

刷
さ
､

れ

於

む

の

で

あ
つ

て

公

付
さ

れ

た

む
の

で

は

な
い

が

故
に

､

放
で

は

立

ち

入

ら

な
い

こ

と
ゝ

す

る
｡

後
者
は

最
近

に

理

想

社
の

｢

新
哲
峯

講
座
+

の
一

部
と

し
て

も
の

さ

れ

た

も
の

で

あ

り
､

君
の

絶
筆
で

あ

る
｡

(

こ

の

講
座
の

抜

刷
が

自
分
の

許
へ

磨
ら

れ

た

時
に

は
､

君
は

既
に

一

切
の

筆
を

絶
つ

て

鎌
倉
に

病
を

養
つ

て

居

ら

れ

た
の

で

あ

る
｡

)

こ

の

論
説
の

内

容
は

簡
略
に

諸

家
の

見
解
を

批
判
し

､

自
家
の

立

場
を

明
か

に

し

た

も
の

で

あ

り
､

一

亡

霊
P ｡

に

よ

皇
息

義
の

開
明

を

主

と

す

る
｢

言
表
の

静
理
+

､

思

考
を

以
て

存
在
そ
の

も
の

ゝ

分

有
と

な

す

｢

分

有
の

静
理
+

､

存

在
を

以
て

思

考
の

計
己

番
展
と

考
へ

る

｢

所
詮
法
の

諏
理
+

､

判

断
の

安
富
性

を
明

琵
性
と

閲
聯
せ

し

め
る

｢

現

象
学
的

論
理
+

､

こ

れ

ら
の

存
在
の

論
理

に

封
し
て

存

在
と

思

考
と
の

異
縁
む

前
提
す
る

｢

方

法
の

論
理
+

を

詮
き

､

最
後
に

固
有
の

立

蓼
た
る

｢

行
為
の

論
理
+

む
主

張
す
る

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

行
為
の

論
理

は
こ

れ

よ

り

前
に

→

表

現

と

し
七
の

身
腰
と

賓
存
と

し
て

の

身

慣
+

に

於
い

て

葦
存

折
語
法
と

し
て

詮
か

れ

た

も
の

で

あ

り
､

か

1

る

主

張
の

前
提
と

し
て

､

特
に

ヘ

ー

ゲ

ル

の

欒
讃

法

等
の

批
判
は

｢

蝶

象
撃

と

粁
露
盤
+

及
び

｢

具

膿
的
思

考
と

抽

象
的

息

考
+

に

於
て

行
は

れ
て

ゐ
る

｡

先

づ

｢

現
象
学
と

丼
籠
法
+

(

昭

和
四

年
｢

思

想
+

十

月

璽
は
ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

所
詮
の

吟
味

か

ら

始
ま

る
｡

す
べ

て

の

立

場
的
な

も
の

7 4 8

｢

折

←

小

サ

イ

叫

r
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ヒ

ル

-
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ぜ

カー′

-ふ



〔

､

坪

山

甘

∴

～
丸

l

†

汁

､

ヤ

軒

一

寸

…

ぜ

.

1
月
■
1
1

H

の

排
除
に

出
費
す
る

現

象
畢

が

最
後
の

絶
封
的
領

嫁
と

し
て

衝
き

首
つ

た

も
打

は

懐
胎
の

流
の

｢

撃
と

し
て

の

時
間
で

あ

町
こ

の

意

味
に

於
い

て

(

イ

デ

ィ

ブ

ガ

ト

は

存
在
の

時
間
性

を

説

く
も
の

で

あ
る

､

し
か

し
､

か

1

る

時
間
は

謂
は

ゆ
る

穿
き

ー
･

訂
口

邑
ロ

と

し
て

の

現

在
性
で

あ

る

と

同

時
に

､

か

1

る

現

在

性
を

推
し

開
き

腕
れ

出
る

可

能
性

を
示

す

も
の

で

あ

り
､

而

も
こ

れ

に

よ
つ

て

現

在
性

が

否

定
さ

れ

る

と

共

に
､

存
在

は

良
己
の

本
来
の

姿
に

還
る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
に

､

否

定
の

力

を

生

命
と

す
る

群
語
法
は

む

し

ろ

吾
々

の

存

在
に

由

来
す

可

き

も
の

で

あ

り
､

思

考
の

優
越
を

説
く
ヘ

ー

ゲ

ル

の

出

富
法
は
キ

ュ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

謂

は

ゆ
る

‥
臣
賢
｡

守
口

E
¢

賢
芹

に

封
し

て

抽
象
的

な

も
の

に

過

ぎ

な

い
｡

こ

の

鮎
で

妨
謹
法
の

現

象
畢
的

解
明
の

必

要

が

説
か

れ
る

と

共

埠
､

現

象
畢
に

於

け
る

志

向
性
の

思
想
が

検
討
さ

れ
､

志

向
の

足
場
は

身
慣
で

あ
る

と

論
断
さ

れ
る

｡

併
し

こ

れ

を

以
て

直
ち

に

唯

物
群
記
法

と

現

象
畢
と

を

結
び

付
け
よ

チ

と

す

る
マ

ル

ク

ー

ゼ

の

所
詮
に

封
し
て

ほ
､

犀
利
な

論
難
が

加
へ

ら

れ
て

ゐ

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

様
な

所

詮
は

最
近
の

｢

具
髄
駒
思

考

と

抽
象
的
思

考
+

(

昭

和

十

二

年

｢

思

想
+

三

月

兢
及

三

月

兢
)

に

於
い

て

は
､

更
に

モ

ー

ウ
ス

タ
ロ

ン

デ

ル
･

西
配

博
士

等
の

詮
を

援
用

し
て

詳
述
さ

れ
て

ゐ

る
｡

党

づ

刊

儲
知

と

考
へ

ら

れ

た

思
考
は

存
在
に

執
着
す
る

知

覚
を

否

定

す
る

茹
で

思

考
そ

の

も
の

ゝ

能
動
性
の

現
は

れ

＼

で

は

あ
る

が
､

そ

れ

は

自
ら

否

定

し

分

別
し

た

も
の

む

再
び

集
結
す
る

こ

と

が

出
来
な
い

｡

こ

の

様

寧
玄

は
ゞ

祐
撞
的

な

思

考
は

自
律
的

で

は

あ
つ

て

も

未
だ

具

慣
的
な

も
の

と

は
云

へ

な
い

｡

こ

れ
に

封
し
て

ブ

ロ

ン

デ
ル

の

詮
く
直
覚
知

は

再
び

か

1

る

判

断
知

を

否

定

す
る

､

否

定
の

否

定
で

あ
る

｡

そ

れ

は

思

考
が

そ
の

自
律

性
を

否

定
し
て

思

考
な

ら

ぬ

も
の

に

席
を

譲
り

自
ら

を
委

ね

る

こ

と

に

よ

つ

て

自
ら

を

全

う

す

る

知

識
で

あ

る
｡

か

ゝ

る

否

定
の

否

定

は

安
産
界
へ

の

飛

躍

を
前
提
と

す

る

も
の

で

あ

る

が
､

ブ

ロ

ン

デ

ル

に

於
い

て
.
は

未

だ

か

か

る

直

覚
の

基

底
は
つ

き

と

め

ら

れ
て

ゐ

な

い
｡

こ

れ

に

勤
し

､

ヘ

ー

ゲ

ル

の

難
語
知
は

否

定
の

香

定

を

意

味
す

る

も
の

で

は

あ

る

が
､

S

9

1 4

此
の

二

重

香

定
は

息

考
そ
の

も
の

1

香

克

と

し
て

思

考

以
上
の

立

場
に

出
づ

る

の

で

は

な

く
､

何

誓
で

も

畢
考
の

蓉
展
と

し
て

考
へ

ら

､7 4

故

本

多
謙
三

君
の

菓

紆
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象
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春

希
五

親

44

れ
て

ゐ

る
｡

そ

れ

故
に

､

否
定

性

を
単

に

直
覚
す

る

に

止

ら

ず
､

し

か

も
､

こ

れ

を

精
神
又

は

理

念

と

し
〆

妄
喋
蝕

し

ょ

ケ

と

し

な
い

な

5 ｡

l

】7

ら

ば
､

西

田

博
士
の

謂
は

ゆ
る

.
｢

無
+

の

立

場
即
ち

有
を

含
み

有

を

生
む

無
の

立

場
が

認
め

ら

れ

ね

ぼ

な

ら

な
い

｡

こ

の

立

場
は

既
に

自

己

を

絶

封
的
に

否

定

し
､

而

し
て

自
己
の

ノ

エ

シ

ス

的

内
容
を

限

定
す
る

こ

と

が

出
来
な

い

時
に

は

た
だ

行
為
に

よ

つ

で

自
己

の

見
極
め

得
な

か

つ

た

も
の

を
現

出
し

創
造
す

る

立

場
で

あ
る

｡

か

ゝ

を

飛
躍
を
キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー
■ル

ほ

イ
ロ

ニ

ー

の

茸
践
的

意
味
と

し
て

示

し

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

而
し
て

筆
者
は

か

ゝ

を

｢

無
+

の

底
に

し
て

｢

無
+

を

脱
す

る

機
紺
を
ぼ

､

能
産
的

自
然
と

し
て

の

身
慣
と

考
へ

る

の

で

ぁ

る
｡

こ

の

一

篇
は

｢

表

現

と

し
て

の

身
慣
と

賓
存
と

し
て

の

身
鰐
亡

よ

り

遅
れ
て

蓉
表
さ

れ

た

軒
の

で

あ

る

が
､

賓
は

後
者
の

所

論
へ

直
接

積
く
も
の

で

あ

る
｡

｢

表
現
と

し

て

の

身
建
と

辛
存
と

し

て
の

身
鰻
+

(

昭

和
十

年

｢

思

想
+

五

月

祭
及

六

月

貌
)

は

尭
づ

表

現
と

し
て

の

身
慣
(

視
覚

卜

穂

覚
)

‥
を

意

味
す

る

言
語
の

分

析
か

ら

論

を
進

め

る
｡

裏
､

あ

名

物
が

物
に

去
て

表

示

さ

れ

る

に

は
､

そ
の

雨

着
の

間
に

共

嘩
者
が

革
け
れ

ぼ

な

ら

な
い

｡

而
し
て

二
カ

は
こ

れ

を

隠

蔽
す

る

要

素
を

含
み

､

他
は
こ

れ

を

暴
露
す
る

働
き

を
有
す

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

鮎
で

言

語
臥

→
詩
的

性

格
+

を

持
つ

て

ゐ

る
｡

し

か

し
こ

の

意
味
に

於
け
る

表

現

に

よ

つ

て

生

み

出
さ

れ

る

封
象
の

本

質
的
な

形
能

荘
､

す
べ

て

の

美

的
表

現
の

場
合
の

様
に

有

機
的
自
然
に

外
な

ら

な
い

｡

身
慣
は

か

1

る

表

現

と

解
さ

れ

る

限
り

は

そ

れ

は
､

単
な

る

髄
脳
で

あ

る
｡

然
を

に

身
饉
が

行
為
に

よ

つ

て

生
み

出
す

も
の

は

単
な
る

有
横
的
自
然
で

は

な

く
し
で

､

そ
の

奥
に

あ
る

茸
衣
で

あ

り
､

眞

茸
で

あ

る
｡

而
も

､

そ
れ

は

吾
々

が

認
識
し

組
織
す
る

と

こ

ろ
の

虞
理
で

は

な

く
し
て

､

吾
々

を

包
み

､

吾
々

を

騒

旦
止

て

る

と
こ

ろ
の

､

生

産
的
な

茸
在
で

な

け
れ

ぼ

な

ら

な
い

｡

そ

れ

は
ス

ピ

ノ

ー

ザ

の

謂
は

ゆ
る

能
産
的
自
然
で

あ

る
■｡

そ

れ

は

生

卦
に

特

有
な

衝
動

･

本
酪
忙

よ
つ

て

彷
彿
せ

し

め

ら

れ

る
.

も
の

で

あ

り
､

理

性
で

は

な

く
1
て

､

む

し
.

ろ

物
性
で

あ
る

､

そ

れ
は

如
何

な
る

知
的
作
風

を

以
て

し
て

も

覚
知
さ

れ

な
い

■

L

卜

L
巨
-

や

端

々

l

み
.
≠

し
叫

†

.

卜

■.
消

十

叫

q
.

.ト

ド

楢

崎

･
サ

バ

L

山

中
.

…
L
什
=

触
L

k

恥
■
.

h
M
陀

陛
臆



､

叩
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着
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+
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∵
∴
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ノ
サ

ト

一

一

句

小
一

一

｡

+
1

書

⊥

ゥJ

♯.

も
の

で

あ
る

｡

此

の

意
味
で

慣
媚
は

身
饉
の

働
き

の

場
所
で

は

あ
る

が
､

有

機
慣
と

し
て

原

始
的

作
用

を

限

定
し

た

も
の

で

あ
る

｡

吾
々

は

環
姻

を

通
じ
て

身
慣
を

持
つ

他
面
に

､

髄
脳
に

よ

つ

て

茸
存

を
毀

損
し

､

却
つ

て

滅
び

に

於
い

て

そ

れ

を

葦
現

す
る

と
云

ふ

矛
盾
に

さ

ら
さ

れ
て

ゐ

る
｡

吾
の

鰭
猫
■は

憶
媚
ょ

し

て

限
ら

れ

て

ゐ

る

が
､

そ

れ

は

原

始
的

作
用

を

本
資
と

し
て

ゐ

る

の

で

あ
る

｡

か

く
て

筆
者
は

自
己
の

立

場
を

原

始
的

な

葺
存

所
詮
放
と

呼
ん

で

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

レ
い

シ

ぐ

*

藷
に

取

り

上

げ

ら

れ

た

労
作
は

､

君
が

｢

思

想
+

｢

理

想
+

｢

新
興
料

率
+

｢

改

造
+

｢

中
央

公

論
+

｢

商
畢

研

究
+

｢

哲
畢

研

究
+

｢

日

本

評
論
+

｢

岩
波
講
盤
+

又

は

諸
新

圃
に

凌
表

さ

凧

た

そ
の

包

労
作
の

中
の

十
分
の

一

に

も

足

甥

な
い

｡

か

ゝ

る

多
く
の

述

作
が

僅
か

十
五

年
足
ら

ず
の

畢

的

生

涯
の

間
に
■､

し

か

も

病

苦
の

宛
え

ぜ

る

苛
真
の

裡
に

あ
つ

て

産
み

出
さ

れ
､

加

之
､

そ
の

多
く
の

も
の

が

濁
創
的
な

着
眼

と

周
密
な

論
梼
を

伴
つ

て

ゐ

る

の

を

見
る

時
は

､

ケ

の

非
凡

な

天

賦
と

機
烈
な

攻

撃
心

に

封
し

唯
頚
を
た

れ

る

の

み

で

あ
る

｡

し
か

し
､

こ

れ

ら
の

述
作
の

中
に

は

単
に

問
題
の

提
出
に

止

ま

つ
.

て

ゐ

る

も
の

も

少

く
な

く
､

金

環
と

し
て

考
へ

て

も
､

や

が

て

完
結
さ

れ

る

可
き

覆
系
の

基

礎
工

事
で

あ
る

と

云
ふ

感

が

深
い

｡

か

1

を

周

到

な

基

礎
工

事
の

上
に

や

が

て

打
ち

樹
て

ら

れ

る

可

き

大

夏
の

姿
を

想

像

す
る

時
､

君
の

早
逝
は

惜
み

て

も

な

ほ

飴
り

あ
る

｡

況

し
て

幾
多
の

未

完
成
の

構
想

を

胸
に

抱
き

な

が

ら

苛
酷
な

運

命
に

直

面

し
た

そ

の

人

の

心

事
を

息
ひ

し
の

べ

ぼ
､

た
だ

暗

然
た
る

気
特
に

と

ざ
さ

れ
る

の

み
で

あ

る
｡

思
へ

ぼ

最
期
の

目
の

前
日
に

君
を

病
床
に

見

舞
.
つ

た

際
､

富
美
も
な

く
落
涙
さ

れ

た
そ
の

姿
は

今
で

も

眼

底
に

こ

び

り
つ

い

て

ゐ

る
｡

感

慨
萬

斜
で

あ
る

｡

吾
々

と

し

て

は
､

今
は

､

君
の

労

作
を

何
等
か

の

形

ち
に

ぉ

い

て

纏
め
て
+

そ

れ

を

上

梓
す
べ

雀
兵
務

を

痛
感
す

る

こ

と

を

附
記

し
て

､

■
こ

の

小

論
を

閉
ぢ
る

て

と

と

し

た

】

h
U14

い
｡

故

本

多
謙
三

君
の

業

績
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一

橋

論
､
叢

第
一

春

草
五

艶

.
附

記

こ

の

小

論
を

書
く

に

際

し
て

､

自

分

に

は

十

分
の

準
備
と

俵
裕
と

が

な

か

つ

た

麓
に

､

故

人
の

螢

作
の

配

列
･

検
討

に

お

い

て

故

人
の

門
弟

で

あ

り
､

親

友
で

あ
つ

た

江

津

轟

爾
君
の

轟

カ
を
煩

は

し

雪
+

と

が

多
い

｡

こ

の

小

論
の

過

牛
は

君
の

切
に

犀
せ

ら

る

可

き

で

あ

る
■｡

■
記

L

て

感
謝
の

意

を

表

す
る

こ

と

と

し

た

い
｡

7 5字

本

渡
執
筆
者
紹
介

毒
舌

+
+

上

田

辰

之

助

氏

田

中

誠

二

氏

村
上

秀
三

郎
氏

加

藤

由

作

氏

噂

田

四

郎
氏

米

谷

隆

三

氏

吉

永

柴

助

氏

久

武

雅

夫

民

政

垣

輿

一

氏

吹

田

侶

助
氏

東

京
商
科
大

挙

教
授

経
済
畢

博
士

東

京
商
科
大

串

教
授

頼
護
士

計
理

士

東

京
商
科
大

草

教
授

商
畢
博
士

東

京
商
科
大

草
専
門

部
講

師

東

京
商
科

大

草

教
授

束

京
商

科

大

串

教

科
及

専
門
部
講

師

東

京
商

科

大

草

漁

科
講

師

東

京
商

科
大

挙

濠

科
及

専
門

部
講

師

東

京
商
科

大

草

敦
捜

卜
+

∵
や

.
叫

卜

け

ゝ
ヰ

.

心

ト
け
†

ト

1一ゝl

斗

巾

l一
.

.

L

.岸

咋
.
咤

､

･
¢

川

L

}

.血
F

げ

阜

k
r

▼

牡




