
祝

酒
井

修

創

刊

こ

こ

に
七

年

。

『
エ
ピ

ス
ト

ラ
』

は

い
ま

次

の
大

き

な
跳

躍

を

試

.み

よ
う

と

し

て
ゐ

る
。

本

號

が
即

ち

そ

れ

で
あ

る
。

そ

の
精

神

は
既

に

「
創

刊

の
僻

」

(創
刊
號
、
ニ
ー
三
頁
)
に
壷

く

さ

れ

て

ゐ

る

が
、

い
ま

改

め

て

こ

れ
を

想
起

す

る

に

あ

た

り

、

二

、

三

の
敷

街

を

す

る
。

當

講

座

の
初

代

、

朝

永

三

十

郎

教

授

は

、

曽

つ
て

『
哲

學

研
究

』

創

刊

の

折

(
一
九

一
六
年
)
、

同

誌

を

「
手

習

ひ

草
紙

」

に

た

と

へ
て
、

初

心

を
床

し
く

も

言

ひ
表

は

さ

れ

た

が
、

そ

れ

が

や

が

て

本

邦

哲
學

界

に

お

い
て

、

「
庭

の
隅

石

」

で

あ

る

に

と

ど

ま

ら

ず

、

「
家

の
親

石

」

に
ま

で

な

つ
た

こ
と

は
、

そ

の
後

の
歴

史

が
明

謹

す

る

所

で

あ

る

。

だ

が
會

員

日

頃

の
研
鐙

と
精

進

の
成

果

を

あ

へ
て
公

に
す

べ
く

斯

く

企

投

し

た

こ
ん

に
ち

、

哲

學

と

い

ふ
學

問

が

お

か

れ

て

ゐ

る
状

況

は

、

「
重

荷

を
負

う

て
峻

坂

を

登

る
鴛

馬

」

に

比

す

る

も

な

ほ

お

ろ
か

で

あ

ら

う

。

現

在

は

最

早

大

正

ロ

マ

ン

テ

ィ

シ
ズ

ム

の
時

代

で

は

な

い
し
、

ま

し

て
、

哲

學

が

「
普

通

の

詞

僻

と
爲

り

、
商

買

ま

で
哲

學

々

々
」

と
喚

き

立

て
た

明

治

憲

法

獲

布

の
頃

(
】
八
八
九
年
)

で
も

な

い
。

斯

學

に

封

す

る
無

關

心

な

い
し

冷

淡

、

更

に
は

輕

視

さ

へ
も

が

社

會

全

盟

の
現

實

で

あ

る
か

に

見

え

る
。

そ

の

や
う

な

情

勢

に
も

拘

ら
ず

、

哲

學

の

傳
統

に
基

い

た

本
格

的
専

門

的

研
究

を

こ

の
髄

裁

で

公

刊

す

る

以

上

は

、

當
然

、

時

代

と

社
會

と

に
あ

へ
て
訴

へ
ん
と

し

て
抑

へ
得

ざ

る
何

か

が
、

つ
ま

り

世

に

問

ひ
世

に
叫

ぼ
う

と

す

る

問

ひ

と
主

張

と

が

、

こ

こ

に

筆

を

執

る

者

を

そ

の
や

う

に
衝

き

動

か

し

て

ゐ

る

の

で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い

。
だ

が

そ

れ

と
同

時

に
、

現

實

の

側

か

ら
哲

學

一
般

に

問

ひ

か

け

ら

れ

て

く

る

問

題

に

封

し

て

謙

虚

に
懸

答

し

よ
う

と

す

る
眞

摯

さ

も

亦

、

先

の
主

膿

的

な
問

ひ

や
主

張

と

等

根

源

的

な
動

機

と

し

て
働

い

て
ゐ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

さ

う

で



あ

つ
て

こ

そ
、

ひ
と

つ
ひ

と

つ
の

論
放

か

ら

聞
え

て

く

る

も

の
は

、

も

は

や

例

の
聖

域

内

隠

語

で

は

な

く

、

「
野

に
呼

ば

わ

る
者

の
聲

」

と

な

り

得

る

で
あ

ら
う

。

そ

こ

か

ら

は

「
君

は
何

故

、

西

洋

の
近

世

の
哲

學

を

、

(精

神

的

文

化

的

傳

統

を

全

く

異

に
す

る

こ

の
國

に
生

ま

れ

育

つ
て
來

た

に

も
拘

ら
ず

)

そ

ん

な

に

我

を
忘

れ

て

熱

心

に

研

究

し

て
ゐ

る

の
か

」

と

い
ふ

問

ひ

へ
の
磨

答

も

、

即

ち

研

究

者

自

身

か

ら

の
、

彼

の

ア

イ

デ

ン
テ

ィ

テ

ィ
に

封
す

る

自

畳

の
言

葉

も

亦

、

聞

え

て
來

る

こ
と

で
あ

ら

う

、

と

い
ふ

の
は

、

こ

の

や
う

な

問

ひ

が
問

題

と

な

る
所

に

こ

そ
、

こ

の

哲

學

を

他

の
諸

學

、

特

に
科

學

か

ら

際

立

た

せ

る

特

色

の
ひ

と

つ
が

あ

る
、

と

考

へ
ら

れ

る

か
ら

で
あ

る

。
願

は
く

は
、

ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
論

孜

の
聲

が

空

し

く

地

に

墜

ち

る

こ
と

な

く

、

聞

く

者

の
耳

に
届

か

ん

こ

と

を

。
今

後

に
幸

多

き

こ
と

を

切

に
祈

る
。

平

成

六

年

十

二

月


