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『九州帝國大學新聞』第二百六十九号

昭和十八年十月二十日 水曜日

「学生諸子に告ぐ」総長荒川文六

大 東 亜 戦 争 が 開 始 せ ら れ て か ら 将 に 満 二

年 に 垂 ん と し て 居 る 。 顧 み れ ば 昭 和 十 二 年

七 月 北 支 盧 溝 橋 の 附 近 に 於 て 支 那 事 変 が 勃

発 し て か ら 六 年 、 更 に 遡 つ て 昭 和 六 年 九 月

奉 天 の 北 方 柳 条 溝 に 於 て 満 洲 事 変 の 端 が 発

せ ら れ て か ら 数 へ れ ば 実 に 十 二 年 の 歳 月 が

経 過 し て 居 る 。 満 洲 事 変 、 支 那 事 変 、 大 東

亜 戦 争 と 其 の 呼 称 は 変 つ て 来 て は 居 る け れ

ど も 、 其 の 間 に 一 脈 の 連 繋 が あ る 事 は 申 す

ま で も な い 処 で あ つ て 、 事 態 は 当 然 進 む べ

き 処 に 進 展 し 来 つ た の だ と 云 ふ 感 じ は 、 国

民の誰でもが抱いて居る処だと思ふ。

世 界 に 覇 を 制 せ ん と す る 米 英 と 八 紘 為 宇

の 肇 国 の 精 神 を 以 て 共 存 共 栄 の 楽 を 偕 に す

る 世 界 を 実 現 せ ん と す る 我 が 国 と は 、 其 の

主 義 に 於 て 、 其 の 思 想 に 於 て 雲 泥 の 差 が あ

り 、 氷 炭 相 容 れ な い も の が あ る 是 れ が 実 に

今 次 の 戦 争 が 始 め ら れ た 原 因 で あ る し 、 又

之 を 徹 底 的 に 勝 ち 抜 か な け れ ば な ら な い 所

以 で も あ る と 申 し て 差 支 な い で あ ら う 敵 米

国 の 大 統 領 は 、 米 国 は 何 の 為 に 戦 ふ や と の

質 問 に 対 し て 、 或 は 真 珠 湾 の 奇 襲 に 対 す る

報 復 で あ る と か 、 或 は 世 界 の 自 由 の 擁 護 の

為 で あ る と か 、 或 は 国 民 生 活 の 保 証 の 為 で

あ る と か 、 種 々 の 言 を 設 け て 之 を 説 明 し や

う と し て 居 る け れ ど も 、 何 れ も 皆 世 界 制 覇

の 為 で あ る と 云 ふ 真 の 目 的 を 擬 装 し て 居 る

に 過 ぎ な い の で あ る 。 翻 て 我 が 宣 戦 の 詔 書

を 奉 読 す る に 、 我 が 国 が 蹶 然 起 つ て 矛 を 執

る に 至 つ た の は 実 に 彼 等 の 行 ふ 処 が 東 亜 安

定 に 関 す る 我 が 国 多 年 の 努 力 を し て 悉 く 水

泡 に 帰 せ し め 、 且 つ 我 が 国 の 存 立 を し て 危

殆 に 瀕 せ し む る が 為 で あ つ て 、 真 に 已 む を

得 な い も の が あ る の で あ る 。 宣 戦 の 詔 書 に

『 今 ヤ 不 幸 ニ シ テ 米 英 両 国 卜 異 端 ヲ 開 ク ニ

至 ル 洵 二 已 ム ヲ 得 サ ル モ ノ ア リ 豈 朕 力 志 ナ

ラ ム ヤ 』 と 宣 わ せ ら れ て 居 る が 洵 に 畏 き 極

みである。

大 東 亜 戦 争 は 開 始 以 来 、 御 稜 威 の 下 、 我

が 忠 勇 な る 将 兵 の 努 力 に よ つ て 着 々 と し て

戦 果 を 挙 げ 、 又 東 亜 共 栄 圏 の 建 設 も 亦 漸 を

逐 ふ て 確 実 な る 進 展 を 続 け つ ゝ あ る の で あ

る が 、 世 界 の 情 勢 は 未 だ 楽 観 を 許 す べ き 状

態 に 立 ち 到 つ て は 居 ら ず 、 戦 局 も 亦 日 に 日

に 苛 烈 の 度 を 加 へ 来 つ て 居 る 。 而 し て 敵 米

英 は 其 の 擁 す る 莫 大 な る 物 的 資 源 を 動 か し

て 一 挙 に 我 を 厭 迫 崩 壊 し や う と 必 死 の 反 抗

を 試 み て 居 る の で あ る が 、 我 々 は 今 や 我 々

の 全 力 を 挙 げ て 彼 等 の 企 画 を 破 砕 し 、 彼 等

を 屈 服 せ し め 、 以 て 此 の 戦 争 に 最 後 の 勝 利

を 得 な け れ ば な ら な い 所 謂 決 戦 の 段 階 に 達

し て 居 る の で あ る 我 が 国 が 東 亜 永 遠 の 平 和

を 確 立 し て 以 て 我 が 帝 国 の 光 栄 を 全 ふ せ ん

と す る 途 は 外 に は な く 、 唯 此 の 戦 争 に 勝 つ

事 で あ る 。 今 は 実 に 『 一 旦 緩 急 ア レ ハ 義 勇

公 二 奉 シ 』 と の 勅 語 を 実 行 す る 時 が 来 た の

である

此 の 如 き 重 大 な る 時 期 に 於 て 茲 に 新 し い

学 年 が 開 始 せ ら れ た の で あ る が 、 既 に 公 表

せ ら れ た 通 り 政 府 は 在 学 の 事 由 に よ る 徴 集

延 期 の 制 度 の 停 止 を 断 行 し て 理 工 科 系 の 学

生 に 対 し て 入 営 延 期 が 認 め ら れ る 外 、 総 て

の 学 生 生 徒 は 学 業 を 中 絶 し て 国 防 の 第 一 線

に 立 つ 事 と 致 し た の で あ る 。 是 れ は 全 く 現

在 の 如 き 状 態 に 於 て は 戦 争 完 遂 の 為 に は 已

む を 得 な い 必 要 な 措 置 な の で あ る 。 学 生 諸

子 の 大 部 分 は 近 く 臨 時 検 査 を 受 け て 、 そ れ

ぞ れ に 召 に 応 ず る 事 と な る で あ ら う が 、 出

で て 軍 務 に 服 す る 者 も 、 残 つ て 学 業 に 勤 し

む 者 も 、 皆 等 し く 大 命 を 拝 し 召 を 受 け た 者

で あ る と 云 ふ 事 を 心 に 留 め 、 一 身 を 捧 げ て

公 に 奉 ず る の 実 を 挙 げ ら れ る 様 祈 る の で あ

る。

元 来 諸 子 が 本 学 に お い て 学 業 を 修 む る 目

的 は 、 平 時 に お い て も 決 し て 一 身 一 家 の 為

で は な く 、 国 家 の た め に 役 立 つ 有 用 の 人 材
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た ら ん が た め で あ る こ と は 申 す ま で も な い

処 で あ る が 、 現 今 の 如 き 非 常 の 時 に お い て

は 、 こ れ が 一 層 明 か に せ ら れ る 訳 で あ る 。

即 ち 征 く 者 は 剣 を 執 つ て 敵 を 撃 滅 す る 為 に

一 命 を 棄 つ る の 覚 悟 を 以 て 征 途 に 上 る と 共

に 、 止 る 者 は 其 の 知 能 技 術 を 磨 い て 、 之 を

以 て 敵 の 勢 力 を 打 破 す る 為 に 身 命 を 螂 つ て

其 の 全 力 を 尽 さ な け れ ば な ら な い の で あ つ

て 其 の 心 構 へ に 於 て は 、 征 く 者 も 止 る 者 と

少 しも異る処 があつてはならないのである。

元 よ り 学 業 を 修 め て 之 れ に よ つ て 君 国 の

た め に 尽 さ う と 志 し た 諸 子 で あ る か ら 、 学

徒 と し て 勉 学 に い そ し み 、 其 の 途 に 於 て 報

国 の 誠 を 致 す こ と を 務 め る の が 本 来 で は あ

る け れ ど も 、 一 旦 大 命 が 降 つ て 君 国 の た め

に 尽す他の途 が諸子の前に開けた場合には、

欣 然 起 つ て 其 の 途 に 進 ん で 御 奉 公 を な す の

が 日 本 国 民 と し て 当 然 の こ と で な け れ ば な

ら な い 。 否 、 寧 ろ 現 下 の 如 き 我 が 祖 国 の 危

急 存 亡 の 秋 に お い て 国 家 の 要 請 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ の 立 場 に お い て 御 奉 公 を 為 す 事 を 得

る の は 日 本 国 民 と し て 洵 に 本 懐 の 至 り で あ

り 、 又 光 栄 で あ る と 申 さ な け れ ば な ら な い

の で あ る 。 私 は 茲 に 衷 心 よ り 諸 子 の 武 運 お

よ び 文 運 の 長 久 を 祈 り 、 諸 子 が 何 れ の 途 に

行 く に せ よ 、 又 如 何 な る 任 務 が 諸 子 に 与 へ

ら れ る に せ よ 、 誠 心 誠 意 、 飽 く ま で も 九 州

帝 国 大 学 学 生 た る の 衿 持 と 名 誉 と を 傷 く る

事 な く 行 動 せ ら れ ん 事 を 希 望 し て 止 ま な い

のである。

征く人へ」法文学部学生主事」古賀克孝

征く諸君へ の激励の言葉をとの注文だが、

す で に 沈 毅 な る 心 境 に 在 つ て 勇 躍 の 日 を 待

つ 諸 君 へ 今 更 の 激 励 も 、 却 つ て 徒 ら に 調 子

を 高めさして 無駄な結果を招くだけのこと、

ほ ん の 蔭 な が ら の 心 持 を 披 瀝 し て お 送 の 辞

とし度い。

必 勝 態 勢 の 強 化 を 期 す る た め 陸 海 軍 に 所

要 の 幹 部 を 補 充 す る 必 要 上 学 生 の 徴 集 猶 予

を 全 面 的 に 停 止 臨 時 徴 兵 検 査 の 施 行 、 法 文

系 統 学 生 の 入 営 等 ー 。 決 戦 の 様 相 苛 烈 を 極

む る の 秋 、 ま こ と に 当 然 の 措 置 で あ る と 申

さねばならぬ。

併 し 発 表 の 日 よ り 入 営 ま で 残 す 四 十 八 日

間 、 学 窓 に 在 り て も 祖 国 の 急 に 心 を 燃 や し

て お 召 し の 日 を 待 ち に 待 つ て ゐ た 諸 君 で は

あ る が 急 な る 発 表 で あ つ た ゝ め 、 心 物 両 つ

な が ら の そ の 環 境 整 理 の 面 に 於 け る 落 着 き

振 り 如 何 が 私 の 関 心 す る と こ ろ で あ つ た 。

し か し 、 う れ し い か な 、 私 は 何 等 の 関 心 も

有 た な く て 宜 し い こ と を 知 つ た 。 ま こ と に

頼 母 し い 。 ま こ と に 有 り 難 い こ と で あ る 。

それもその筈である。

そ れ に つ け て も 、 過 ぐ る 年 、 私 が お 召 し

を 拝 し た と き の 心 境 を そ ぞ ろ に 想 起 す る の

だ が 、 そ の と き 自 分 の や う な 者 で も 斯 ん な

に 澄 み 切 つ た 心 に な れ る 日 が あ る と 嘗 つ て

予 想 し た ら う か と 、 自 分 な が ら 自 ら の 心 の

清 明 に わ け の わ か ら ぬ ま ゝ 涙 し た こ と が あ

る。

ま し て や で あ る 。 支 那 事 変 に 続 く 大 東 亜

戦 争 、 諸 君 は こ の さ 中 に 学 び の 道 を 進 ん で

来 て い る 。 ま た 自 づ と 私 等 と 異 る 即 ち 更 に

高 い 更 に 深 い 心 境 に あ る 筈 で あ る と 信 ず る

のである。

発 表 以 来 既 に 旬 日 、 お 召 し の 日 ま で の こ

す月余 、内に烈 々の赤心を深く蔵しながら、

外 か す か な 動 と て な く 平 常 と い さ ゝ か 変 る

こ と な き 学 生 生 活 の 日 々 を 見 る に つ け そ の

け な げ な 、 沈 毅 な 人 と し て の 尊 さ に 打 た れ

ずには居られない。

去 月 法 文 学 部 送 別 式 に 於 て 、 海 軍 予 備 学

生 と し て 出 で 征 く 人 と 卒 業 生 に 対 し て は 、

お 召 し を 拝 し た 人 と し て の 、 特 に 大 学 出 身

の 入 隊 者 と し て の 心 構 へ に 関 し て は 既 に 私

の 尽 し た と こ ろ で あ つ て 、 式 に は 在 学 生 諸

君 も 列 し て ゐ た の で 、 更 に 重 ね る の 要 も な

い と 思 ふ が 、 蛇 足 を 容 し て 貰 つ て 一 こ と 参

考に供し度いと思う。
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諸 君 が お 召 し を 拝 し て 入 隊 す れ ば 直 ぐ に

感 得 す る こ と だ が 、 そ れ は 隊 内 隅 か ら 隅 ま

で 漲 つ て ゐ る と こ ろ の あ の 逞 し い 空 気 で あ

る 。 一 言 の 批 判 な く 唯 服 従 、 寸 時 の 傍 観 許

さ れ ず 唯 命 令 奉 行 、 全 て 言 語 が 実 行 と 一 体

と な り 切 つ た 強 い 意 志 の 空 気 、 と も す れ ば

圧 倒 さ れ ず に こ ち ら が 積 極 的 な る 心 を 持 し

得 る か 、 我 と 我 が 心 を 挺 し て ま ず こ ち ら か

らそれの中に飛び込むことの一事である。

追想し勝ち な過去を堅く鎖して追想せず、

是 ま で に 自 ら 養 ひ 得 た 教 養 、 知 識 、 体 力 を

最 高 度 に 活 か し て 一 先 づ 最 も よ き 一 兵 卒 、

最 も よ き 一 水 兵 に な り 切 る こ と よ り 外 は な

い 。 そ れ が 第 一 等 の 心 が け で あ る 。 そ し て

日 な ら ず し て 見 事 な 逞 し き 軍 人 と な つ て 思

ふ 存 分 君 国 の た め 御 奉 公 あ ら ん こ と を 期 待

する。

諸 君 、 諸 君 の 先 輩 は す で に 現 在 軍 服 を 着

し て 諸 君 の 来 る を 侯 つ て ゐ る 。 諸 君 の 後 輩

は 諸君の後に 続く日の来るのを俟つてゐる。

何 の 心 に か か る 不 安 も な く 、 足 を 高 く と つ

て 朗 か に 、 元 気 に 征 か れ た い 。 偏 え に 諸 君

の 晴 の 御 健 闘 を 祈 つ て 已 ま ぬ 次 第 で あ る 。

（昭和十八年十月十四日記）

学徒の征くを送る」高木市之助

大 御 い く さ た け な は な れ ば た ゞ な ら ず 空

ぞかゞやふいざ征け友よ

身 に 代 へ て 思 ふ と 宣 ら す す め ろ ぎ の 国 を

身に代へて護らざらめや

学 生 の 覚 悟 清 し く 受 け 堪 へ て 静 か に 送 る

人の父われは

『 九 大 』 は た ゝ か う 君 か あ け く れ の な に

か明るき思出となれ

一法文学部教授一

送 別 の 言 葉 」 九 州 帝 国 大 学 法 文 会 長 」 菊 池

勇夫

大 東 亜 戦 争 は ま さ に 決 戦 の 段 階 に 入 り 、

わ が 九 州 帝 国 大 学 法 文 学 部 に つ ど ふ 一 千 の

学生も こぞつて 出陣する日が来たのである。

今 や 召 し に 応 じ て 祖 国 の 難 に 赴 く 学 生 諸 君

は 、 服 務 を 光 栄 と し 真 に か へ り み な く て 出

立 つ 軍 人 精 神 の 伝 統 を 切 実 に 感 じ て ゐ る こ

とと思ふ。

学 生 諸 君 の 出 征 に 際 し 、 大 学 生 と し て の 入

隊 で あ る こ と に つ き 私 は 次 の 二 つ の 点 に 注

意 を 喚 起 し た い と 考 へ る 。 第 一 に 学 問 精 神

は 諸 君 の 服 務 の 中 に 生 か さ れ ね ば な ら な い

と 云 ふ こ と で あ る 。『 人 生 れ て 学 に 在 ら ず と

云 ふ こ と な し 』 と 述 べ た 山 鹿 素 行 は 、 学 問

に お い て 『 学 文 』 よ り も 『 好 間 察 邇 言 』 を

以 て 重 要 と し た 。 す な わ ち 『 圃 の こ と は 老

圃 、 農 の こ と は 老 農 に 尋 ぬ る ご と く い た さ

ば 皆 学 問 と な る べ し 』 と 説 い て ゐ る 。 又 学

習 の 意 義 に つ い て 『 習 の 字 は 行 に か か る 。

学 べ る こ と も 行 に な ら は し 考 へ ざ れ ば 皆 口

耳 の 学 と 云 ひ て 実 の 学 問 に あ ら ざ る な り 』

と 述 べ て ゐ る の で あ る 。 こ の や う な 意 味 で

の 学 問 精 神 は 、 軍 隊 教 育 を 受 け る 場 合 だ け

で は な く 、 駐 屯 す る 各 地 の 文 化 や 民 情 を 察

す る に つ い て も 、 さ ら に 戦 場 に お け る 生 死

の 間 に も 発 揚 さ れ ね ば な ら な い も の で あ る

と思ふ。

第 二 に 学 生 諸 君 が 前 戦 に 在 つ て 勇 戦 奮 闘

す る こ と は 、 祖 国 と 共 に 母 校 の 学 園 を 守 護

す る も の で あ る と 云 ふ こ と で あ る 。 諸 君 の

す べ て が 学 園 を 去 つ た 後 に お い て も 、 研 究

室 を 中 心 と す る 研 究 調 査 は 諸 君 の 出 征 に よ

り 激 励 を 受 け て 続 け ら れ る の で あ り 、 学 灯

を 高 く か か げ て 諸 君 の 再 来 を 待 つ こ と に な

る の で あ る 。 そ し て 母 校 に お け る 教 育 の 停

止 に よ つ て 閉 ざ さ れ た 門 を 開 く 鍵 は 、 実 に

諸 君 が 堂 々 と 勝 ど き を 挙 げ て 凱 旋 す る 日 の

その歴戦の手中に握られてゐるのである。

新 学 年 の 開 始 に 当 り 諸 君 が 差 し 迫 つ た 短

期 間 を 学 修 生 活 に 集 中 し て 静 か に 落 着 く こ

と を 希 望 し た の で あ つ た が 、 わ れ わ れ の 期

待 以 上 の た く ま し い 意 思 を 以 て 学 業 に 又 修

練 に 精 進 せ ら れ た の を 見 て 、 ま こ と に た の
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も し い と 思 ふ 。 そ こ に は か の 千 万 の 敵 も 言

挙 げ せ ず に と り て き ぬ べ き 大 丈 夫 の 気 概 を

も 感 ぜ ら れ る の で あ る 。 今 後 各 種 の 服 務 に

お い て 諸 君 の 忠 誠 を 確 信 す る と 共 に 、 ひ た

す ら 勇 健 に し て 武 運 長 久 な ら ん 事 を 祈 る も

のである。

顧 れ ば 私 が 本 紙 の 創 刊 号 を 手 に し た の は

在 外 研 究 員 と し て バ リ に 滞 留 中 の こ と で あ

つ た 。 こ こ に 法 文 会 新 聞 部 の 事 業 と し て は

終 刊 と な る べ き 紙 上 に 執 箪 す る に つ い て は

感 慨 殊 に 深 い も の が あ る 。 わ が 学 部 は 開 学

以 来 正 に 二 十 周 年 を 迎 へ 法 文 会 も 亦 十 八 年

を 経 た の で あ る が 、 そ の 間 本 紙 は 創 刊 以 来

十 七 ヶ 年 常 に 大 学 新 聞 と し て の 役 割 を 果 し

て 来 た の で あ つ て 、 歴 代 の 新 聞 部 員 の 努 力

には衷心より敬意を表するものである。

筆 の 重 き こ と 錐 の 如 く 意 を 尽 し 難 い が 、

以 て 出 征 の 行 を 壮 ん に し 併 せ て 本 紙 の 永 き

休 刊 を 惜 し む 言 葉 と す る 。（ 昭 和 十 八 年 十 月

十五日稿）

学徒出陣に寄す」纐纈理一郎

夢 か あ ら ず い ま ま な び や ゆ 若 人 ら の 維 の

鎧きてこくなんに征く

緩 急 の 秋 こ そ 来 つ れ 筆 を お き 大 み こ と の

りかしこみて立て

た た か ひ の 庭 に い の ち を 賭 す る 間 も ゆ め

な忘れそ学徒のほこり

一農学部教授一

『ただ』の一言」下田光造

学 生 が 打 算 的 に な つ た と か 、 明 朗 性 を 失

つ た と か い ふ 声 を 聴 く こ と 久 し か つ た が 、

こ れ は 、 学 生 も ま た 社 会 潮 流 の 圏 外 に 超 然

た り 得 な い 証 左 に 過 ぎ な か つ た 。 而 る に 支

那 事 変 か ら 大 東 亜 戦 争 に 進 展 し て 事 態 が 国

家 存 亡 の 分 岐 点 ま で 登 り つ め た 現 在 に あ つ

て は 、 国 民 は す で に 、 総 て を 君 国 に 捧 ぐ る

貴 い 心 構 へ が 出 来 て 居 る 。 吾 等 は 、 平 時 に

於 て 十 年 二 十 年 、 時 に 一 生 の 苦 行 に よ つ て

の み 達 し 得 る 没 我 の 境 地 を 、 此 大 戦 に よ り

生 死 の 関 頭 に 立 た さ れ た お 蔭 で 、 ー 朝 に し

て 体 得 し た の で あ る 。 そ れ は 西 郷 南 洲 が 、

生 命 も 要 ら ず 名 も 要 ら ず 官 位 も 金 も 要 ら ぬ

人 は 度 し 難 き も の な り 、 然 れ ど も 此 の 度 し

難 き 人 に あ ら ざ れ ば 共 に 天 下 の 大 事 を 語 る

べ が ら ず と 言 つ た 、 五 欲 八 風 の 羈 絆 か ら 開

放された境地である。

而 し て 諸 君 は 今 や 、 此 の 滅 私 の 歓 喜 を 抱

い て 召 に 応 ぜ ん と し て 居 る の で あ る 。 帰 つ

た 時 に ど う な る か と い う 様 な 事 は 、 死 生 一

如 の 絶 対 境 に あ る 現 在 の 諸 君 に と つ て は 問

題 で な い 、 左 様 な こ と は 、 そ れ ぞ れ の 人 達

の論議 に任せて 置けばよい。戦捷の暁には、

想 像 も 及 ば ぬ 雄 大 豪 快 な 天 地 が 諸 君 青 年 を

迎 へ る で は な い か 、 戦 ひ 敗 れ な ば 国 民 皆 死

ではないか。

諸 君 、 た だ 征 け 、 而 し て た だ 戦 へ 、 我 等 も

また、銃後に於てただ戦はんのみ。

『ただ』の一語を以て餞となす。

ー医学部長一

身の鴻毛は」国家のためのみ」宮崎鉄太郎

九 月 二 十 二 日 午 後 七 時 三 十 分 東 条 首 相 は

国 内 必 勝 態 勢 確 立 に 就 て 放 送 せ ら れ 我 学 園

の 文 科 系 学 生 は 直 ち に 剣 を 執 つ て 勇 躍 征 途

に 上 る こ と に な つ た 、 男 子 の 本 懐 正 に こ れ

に 過 ぐ る も の は な い 、 そ れ に 対 し 理 科 系 学

生 は 尚 一 年 乃 至 三 年 科 学 技 術 の 研 鑽 に 専 念

せ ざ る を 得 ぬ 。 洵 に 脾 肉 の 嘆 に 堪 へ ざ る も

の が あ る と 考 へ る が 、 征 く も の も 停 る も の

も 一 切 を 捨 て 凡 て を 君 に 捧 げ 奉 つ た 身 、 承

詔 必 謹 尽 忠 報 国 あ る の み で あ る 、 而 し て 斯

の 如 き 信 念 に つ き て は 故 山 本 元 帥 も 申 さ れ

た 如 く 、 今 頃 の 学 徒 に は 頭 を 下 げ ざ る を 得

ぬ 。 来 る 二 十 日 大 学 は 征 く 学 徒 の た め に 壮

行 会 を 催 す こ と に な つ た 、 先 日 来 我 工 学 部

に 於 て 文 科 系 学 友 の た め に 大 会 全 体 と し て

の 壮 行 の 催 し を 熱 望 し て 来 る も の 頻 頻 た る

際 と て 、 私 は 一 層 感 銘 深 き を 覚 ゆ る 、 征 く
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学 徒 に 対 し 私 に は 御 願 ひ が あ る 、 そ れ は 皆

上 御 一 人 の 至 宝 で あ る こ と を 肝 に 銘 ぜ ら れ

て 、 命 を 鴻 毛 の 軽 き に 比 す と 言 う 言 葉 に は

前 提 の あ る こ と を 猛 省 さ れ 、 君 命 に よ る か

又 は 真 に 国 家 が 必 要 と す る 場 合 の 外 は 身 命

を 大 切 に せ ら れ ん こ と で あ る 。 武 運 長 久 を

祈る。 (一〇、一四） （工学部長）

征く友を送る」平光吾一

ペ ン を 投 げ 角 帽 す て て 御 楯 と ぞ き ほ う 学

生の眼の光りはも

国 守 る や ま と 心 の 一 筋 に 学 生 も ペ ン 捨 て

てきほふなり

征 け や 征 け 老 い の わ れ 等 も つ ゞ か な む 御

楯ときほふ心一つに

ー医学部教授一

学徒出陣に寄す」矢崎美盛

こ の 聖 戦 に は 勝 た な け れ ば な ら な い 。 こ

の こ と は 絶 対 で あ る 。 吾 吾 は 、 生 命 を 棄 て

て、国難に赴かなければならない。

人 間 と い ふ も の は 、 案 外 、 無 意 味 な 死 に

方 を も 為 し 得 る 動 物 で あ る 。 一 時 の 感 傷 や

興 奮 や 、 無 智 に よ る 迷 信 や 、 は か な い 感 激

や 、 故 意 の 煽 動 や 、 さ う し た 迷 妄 に う な が

さ れ て 生 命 を 棄 て る 例 も 尠 し と し な い 。 し

か し な が ら 、 吾 吾 学 徒 た る も の は 、 か か る

迷 妄 に よ つ て 生 命 を 軽 ん じ て は な ら な い 。

い や し く も 学 徒 た る も の の 生 命 を 棄 て ん と

す る に 臨 ん で は 、 確 固 た る 信 念 、 基 礎 づ け

ら れたる確信 にもとづかなければならない。

こ の 信 念 を 養 ひ 、 こ の 確 信 を 構 成 す る た

め に 、 い ま 諸 君 の 大 学 生 活 は 余 り に 短 か つ

た か も 知 れ な い し か し 乍 ら 、 大 学 学 徒 た る

の 衿 持 は 、 す で に 植 え ら れ 、 す で に 培 は れ

て ゐ る 筈 で あ る 。 諸 君 の 執 る 殉 国 の 剣 は 、

ま こ と に 学 的 に 基 礎 づ け ら れ た る 破 邪 顕 正

の 利 剣 で な け れ ば な ら な い 。 諸 君 自 ら 、 諸

君 の 剣 を 砥 い で 、 げ に 然 る も の た ら し め な

け ればならな い。逞しき学的精神を提げて、

尽忠報国の途に征かれんことを祈る。

一法文学部教授一

益良夫の歌」竹岡勝也

こ の 頃 入 隊 さ れ る 学 生 諸 君 に し ば し ば 署

名 を 需 め ら れ る 場 合 が あ る か う し た 場 合 に

は 、 何 時 の 頃 か ら か 一 首 の 歌 を 書 く 習 慣 に

な つ た 。 国 旗 の 前 に 端 座 し て 歌 を 練 つ て 見

る 。 そ れ は 私 自 身 の た め に も 必 要 な 生 活 だ

と 考 へ た か ら で あ る 。 一 度 書 い た 歌 は 二 度

書 か な い と 云 ふ 方 針 で こ れ を 続 け て 居 る 間

に 、 何 首 か の 歌 が 自 分 の 心 に も 留 ま る 事 に

な つ た 。 今 益 良 夫 の 歌 と 題 す る も の が 即 ち

これである

天 地 の よ り あ ひ の 極 み 高 光 る 日 の 御 光 ぞ

吾が心なる

益 良 夫 は い ま 朝 立 ち す 清 い 々 し 日 御 光 は

さんらんとして

大 君 の 命 か し こ み 朝 立 ち す 益 良 武 夫 は ゆ

ゝしくあるかも

ふ る さ と は ひ ん が し の 空 茜 さ す そ の 朝 雲

におろがむ吾は

天 地 に 生 れ て 死 ぬ る 現 身 の 悲 し き 命 今 ぞ

召さるゝ

大 空 は 遥 か な る か も 千 雲 湧 き ふ か ぶ か と

して心伸びるも

風 は ら む 波 の う ね り の は ろ ば ろ と わ が 益

良夫の心にも似る

最 後 の 一 首 は 、 初 め て 玄 海 を 渡 つ た 時 、 千

波 万 波 に 伸 び 行 く 心 を 歌 つ た も の で あ つ た

が 、 矢 張 り こ の 波 、 益 良 夫 の 歌 に 書 き 加 へ

ら れ 光 栄 あ る 歌 と し て 再 生 し た も の で あ つ

た。

一法文学部教授一

学生諸君の壮途を祝ぎて」重松俊章

諸 君 は 此 の 度 国 家 の 戦 力 強 化 の 態 勢 に 従

ひ 、 直 ち に 学 窓 か ら 召 さ れ て 、 愈 々 第 一 線

の 配 備 に 就 か れ る こ と に な つ た 。 洵 に 壮 烈



- 6 -

快 心 の 極 み で 、 国 難 下 男 子 の 本 懐 之 に 過 ぎ

る も の は な い 。 諸 君 は 皇 国 に 生 を 享 け て 青

春 方 に 二 十 余 年 、 此 の 間 家 に あ つ て は 常 に

温 か い 父 母 の 慈 育 に 浴 し 、 郷 党 に 在 て は 父

老 や 先 輩 の 親 し い 教 導 誘 掖 を 受 け 、 而 し て

更 に 国 家 は 年 々 莫 大 の 国 費 を 投 じ 苦 辛 経 営

せ る 帝 国 最 高 の 学 府 に 諸 君 を 選 抜 入 学 せ し

め て 、 苛 烈 深 刻 な る 戦 時 下 に も 係 ら ず 之 ま

で 極 め て 平 穏 裡 に 諸 君 に 修 学 研 究 を 継 続 せ

し む る の 寛 度 と 恩 恵 と を 与 へ て 来 つ た の で

あ る 。 此 等 の 点 を 顧 み る 時 、 諸 君 は 同 輩 の

他 の 青 年 に 比 べ て 国 家 的 に も 社 会 的 に も 真

に 恵 ま れ た 多 幸 の 寵 児 で あ つ た と 言 は ね ば

ならぬ。

翻 て 現 下 の 戦 局 を 通 観 す る に 敵 米 英 の 醜

夷 は 大 東 亜 緒 戦 の 痛 撃 に も 懲 り ず 、 爾 来 約

一 年有半の間 に漸く反抗の態勢を整へ来り、

彼 等 の 恃 み て 以 て 精 鋭 と せ る 学 生 群 ま で 総

動 員 し て 之 を 最 前 線 に 駆 り 立 て 、 ア リ ュ ー

シ ャ ン に 、 ソ ロ モ ン に 、 或 は 支 那 大 陸 に 、

印 緬 国 境 に と 、 あ ら ゆ る 方 面 か ら 包 囲 網 を

張 つ て 我 が 精 鋭 に 雌 雄 を 挑 み 、 今 や そ の 決

戦 の 容 相 は 頗 る 深 刻 惨 烈 を 極 め て い る の で

あ る 。 諸 君 が 日 頃 の 絶 大 な る 国 家 の 期 待 に

対 へ て 起 ち 上 が る べ き 時 は 今 で あ る 。『 国 破

れ て 山 河 あ り 』 と い ふ 語 が あ る が 吾 々 に 取

つ て は 『 国 破 れ て 何 も の の 山 河 ぞ や ！ 』 で

あ る 。 悠 久 二 千 六 百 有 余 年 、 上 に 万 世 ー 系

の 聖 天 子 を 奉 戴 し て 上 下 親 和 、 君 臣 渾 然 一

体 の 一 大 家 族 国 家 を 形 成 せ る 万 邦 無 比 の 我

が 国 体 は ど う な る か 、 三 千 年 の 我 が 尊 い 民

族 の 歴 史 は 如 何 に な る か 、 吾 が 国 の 文 化 は

そ の 淵 源 す る 頗 る 古 く 、 ア ン グ ロ 、 サ ク ソ

ン な ど の 比 で は な い 。 ノ ル マ ン 海 賊 群 の 漂

盗 民 族 が 漸 く 英 本 土 に 建 国 し た 当 時 （ 吾 が

淳 和 天 皇 御 宇 、 西 紀 八 二 七 年 ） に は 我 が 国

で は 既 に 飛 鳥 奈 良 期 の 荘 重 典 雅 な 古 代 芸 術

を 生 み て 絢 爛 た る 王 朝 文 学 全 盛 の 平 安 期 に

這 入 つ て ゐ た の で あ る 。 国 破 れ て か か る 悠

久 の 発 展 を 遂 げ 来 つ た 我 が 国 民 文 化 の 存 立

はあり得ない。

さ れ ば 今 こ そ 万 邦 無 比 の 国 体 も 悠 久 三 千

年 の 日 本 民 族 の 歴 史 も 其 の 文 化 も 、 否 、 現

に 我 等 を 育 み 我 等 を 養 ひ つ つ あ る 此 の 神 州

の 国 土 山 河 も 江 海 島 嶼 も 、 総 て そ の 命 運 は

一 に 此 の 聖 戦 の 勝 敗 如 何 に 懸 つ て を る の で

あ る 。 か ゝ る 国 難 近 迫 の 際 に 当 り 国 軍 の 最

精 鋭 と し て 召 さ れ て 第 一 線 に 乗 出 さ る ゝ 諸

君 の 光 栄 と 満 足 と は 察 す る に 余 り あ る が 諸

君 は 此 の 際 日 頃 国 家 が 諸 君 に 負 荷 し 期 待 す

る 処 に 背 か ず 、 飽 迄 沈 着 豪 邁 に 各 自 の 任 務

を 忠 実 に 完 遂 し て 、 例 令 、 屍 は 馬 革 に 裹 ま

る る と も 米 英 撃 滅 に 最 後 の 凱 歌 を 揚 ぐ る や

う 切 に 祈 つ て 止 み ま せ ん 。 銃 後 に 残 る 吾 々

も 何 時 敵 の 爆 弾 を 喰 つ て 死 ぬ る か も 判 ら な

い が 生 命 の 続 か ん 限 り 千 五 百 秋 の 瑞 穂 を 一

つ 秋 に 束 ね て も 食 糧 を 増 産 し 、 細 戈 を 千 足

り に 弥 足 ら し め て も 前 線 に 送 り 届 け ね ば 息

ま な い 覚 悟 で 張 切 つ て 居 る か ら 御 安 心 を 願

ふ。

一法文学部教授一

学生諸君の」首途を送る」河村又介

精 神 文 化 の 教 育 は 自 然 科 学 の 教 育 と 同 様

に 国 家 に と つ て 必 要 で あ る 。 況 し て 道 義 を

標 榜 す る 国 家 に 於 て を や 、 更 に 況 や 自 ら 東

亜 の 指 導 者 を 以 て 任 じ 、 新 秩 序 の 建 設 に 邁

進することを使命とする国家に於てをや。

然 し な が ら 此 の 原 則 は 必 ず し も 常 に 無 条

件 に 実 行 で き る の で は な い 。 人 間 に と つ て

は 修 養 や 勉 学 が 一 生 を 通 じ て 必 要 で あ る と

言 つ て も 、 生 命 の 危 険 に 瀕 す る や う な 重 い

病 患 を 治 癒 す る た め に 必 要 な 場 合 に は 、 医

師 の 指 図 に 従 つ て 読 書 も 勉 学 も 一 時 之 を 停

止 し 専 心 療 養 に 力 め な け れ ば な ら ぬ 。 恰 度

そ れ と 同 じ や う に 国 家 の 生 存 が 脅 か さ れ て

ゐ る 超 非 常 の 秋 に あ た り 、 此 の 危 機 を 克 服

す る に 必 要 と あ る な ら ば 、 全 力 を 戦 争 完 遂

に 集 中 す る た め に 文 化 事 業 や 教 育 を 一 時 停

止することも亦已むを得ない。
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諸 君 は 既 に 此 の 理 を よ く 弁 へ 寧 ろ 髀 肉 の

嘆 を 以 て 今 日 を 待 た れ て ゐ た こ と ゝ 思 ふ 。

私 の 知 つ て ゐ る あ る 青 年 は 、 既 に 法 学 部 を

卒 業 し 国 家 試 験 の 行 政 科 に 優 秀 な 成 績 で 合

格 し 且 つ 某 有 力 な 官 庁 に 採 用 さ れ て ゐ る 身

で あ り 乍 ら 、 此 の 国 難 を 晏 如 と し て 座 視 す

る に 忍 び ず 自 ら 進 ん で 航 空 兵 を 志 願 し た の

で あ つ た 。 先 日 彼 れ の 入 隊 を 上 野 駅 頭 に 見

送 つ た そ の 友 人 た ち は 感 奮 に 堪 へ 得 ず 何 れ

も そ の 後 に 続 か う と す る 決 意 を 固 め た こ と

で あ つ た 諸 君 も 定 め し 同 様 の 感 を 抱 い て 勇

躍征途に就かれることゝ信ずる。

聞 く と こ ろ に よ れ ば 此 の 度 の 徴 集 猶 予 停

止 の 措 置 は 、 国 家 が 単 に 普 通 の 青 年 と し て

の 諸 君 を 必 要 と す る と い ふ 理 由 か ら の み で

は な く て 、 特 に 高 等 教 育 を 受 け た 頭 脳 優 秀

の 青 年 に 期 待 す る こ と 大 な る も の が あ る か

ら だ と い ふ 。 曾 て は 一 部 の 社 会 か ら 白 眼 視

せ ら れ た こ と も あ つ た 知 識 人 や 大 学 生 が 、

そ の 知 能 に 於 て の み な ら ず 、 義 勇 奉 公 の 精

神 に 於 て も 亦 、 如 何 に 秀 れ た 国 民 で あ る か

を 諸 君 の 躬 を 以 て 実 証 せ ら れ る で あ ら う こ

とを私は固く信ずる。

幸 に し て 輝 か し い 勝 利 が 我 が 手 に 帰 し 諸

君 が 栄 え の 凱 旋 を せ ら れ た 時 に は 、 我 れ 々

々 は 再 び 諸 君 を こ の 学 窓 に 迎 へ て 共 々 に 旧

の 如 く 学 業 に い そ し む で あ ら う 。 我 々 は 諸

君 の 武 運 長 久 を 祈 り つ ゝ そ の や う な 日 の 一

日 も速かに到 来することを待ち望んでゐる。

ー（法文学部教授）一

つわものと知性」進藤誠一

親 愛 な る わ が 法 文 学 部 の 学 生 諸 君 、 予 て

期 し た る 事 と は い へ 、 こ の 度 の 徴 兵 猶 予 制

度 の 停 止 は 諸 君 の 胸 に 深 刻 な 衝 動 を 与 へ た

こ と ゝ 思 ふ 。 し か し そ れ と 同 時 に 、 開 戦 以

来 諸 君 の 心 裡 に 低 迷 し て ゐ た 懐 疑 、 陰 鬱 、

焦 燥 の 暗 雲 も 忽 然 と し て 霧 消 し て し ま つ た

に 違 ひ な い 。 理 科 系 の 学 生 諸 君 も こ れ で 愈

々 科 学 戦 士 と し て の 責 任 を 自 覚 し て 、 一 層

緊張し た生活に はいられることであらうが、

わ が 法 文 学 部 の 学 生 諸 君 は 、 一 躍 し て 身 を

も つ て 国 士 を ま も り 敵 を 撃 砕 す る つ わ も の
．．．．

と な る こ と が で き る の で あ る 。 戦 時 日 本 の

若 者 と し て 諸 君 の 欣 懐 は ま こ と に 私 た ち の

想像にあまるものがある。

忠 君 愛 国 は わ れ ら 日 本 人 に と つ て は 既 に

一 つ の 本 能 で あ る 。 し か も 諸 君 の 魂 に は 知

性 の 筋 金 が 入 つ て ゐ る 。 諸 君 が 生 死 の 関 頭

に 立 た れ た 時 、 日 本 の つ わ も の の 真 骨 頂 を
．．．．

発揮されることは既定の事実である。

今 度 の 発 表 に よ つ て 諸 君 の 中 に 相 当 の 動

揺 が 見 ら れ る で あ ら う と 私 た ち は ひ そ か に

予 想 し て ゐ た 。 し か し そ れ は 全 く の 杞 憂 で

あ つ た 諸 君 は 平 然 と し て 、 否 不 断 に も 増 し

た好学 心をもつ て、修学にいそしんでゐる。

こ れ を 日 々 目 撃 し て ゐ る 私 た ち の 言 葉 に 表

はしがたい感激と感歎とは、恐らく諸君

に は 分 つ て 貰 へ な い で あ ら う 。 私 た ち の 学

生 時 代 に か り に 今 度 の や う な 事 件 が 起 つ た

と し た ら 、 私 た ち は 果 し て 今 の 諸 君 の や う

な 沈 着 と 熱 意 と を も つ て 、 応 召 の 前 日 ま で

修 業 を 続 け た で あ ら う か 。 思 へ ば わ が 国 の

知 性 も 大 人 に な つ た も の で あ る 。 こ の 諸 君

の健実 な、鞏固 な知性をもつてするならば、

数 年 間 の 学 業 の 中 絶 が 何 程 の 損 耗 を 生 ず る

も の で あ ら う か 。 私 た ち は 驚 異 と 満 足 と の

交 錯 し た 感 情 を も つ て 諸 君 の 雄 々 し く も 頼

もしい出陣を見送るのである

一法文学部教授一

烈々たる気塊を持つて」張玄彦

前 欧 洲 大 戦 後 私 は 仏 蘭 西 に 留 学 し た が 、

其の間 機会ある 毎に若い学生や子供等に『又

ド イ ツ と 戦 争 が 起 つ た ら 君 等 は ど う す る 』

と 質 問 し た が 『 も う 戦 争 は 懲 々 だ 』 と 面 を

顰 め 乍 ら 何 時 も 判 で 押 し た 様 な 返 事 を な し

只 の 一 度 も 何 時 で も 来 い と 言 う 様 な 烈 々 た

る 気 塊 を 示 す 青 年 に 遭 つ た 事 は 無 か つ た 。

私 は 仏 蘭 西 は 早 晩 亡 び る な と 誠 に 淋 し い 憶
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がしたのである。

所 が 大 山 柏 少 佐 が 給 仕 と し て 連 れ て 来 ら

れ た 僅 か 十 五 歳 の 独 乙 の 少 年 は 『 此 度 は 公

爵 の 給 仕 と し て 巴 里 に 来 た が こ の 次 こ そ は

兵 隊 と し て や つ て 来 て 必 ず 城 下 の 誓 を や ら

せて見せる』と公言してゐた。

独 乙 の 若 人 の 此 の 気 塊 が 七 十 五 万 の 餓 死

者 を 出 し た 悲 惨 の ど ん 底 か ら 短 日 月 の 間 に

独乙を今日あらしめたと思ふ。

国 家 は 若 人 の 血 に よ つ て の み 培 は れ 、 若

人 の 旺 な る 意 気 に よ つ て の み 栄 へ 行 く 、 私

は斯く信ずるのである。

今や西南太 平洋の戦局は苛烈凄惨を極め、

其 の 実 情 は 世 人 の 想 像 を 遥 か に 超 え て 居 る

と聞く

誠に国家存亡の秋となつた

此 の 時 に あ た り 御 召 を 受 け て 兵 に 赴 か る

る 諸 君 の 胸 中 に は 御 維 新 の 際 の 志 士 の 胸 中

に 湧 き 溢 れ た と 同 じ 憂 国 の 至 誠 が た ぎ り つ

ゝあると思う。

どうか元気で

我 々 は た だ 感 謝 の 誠 を 捧 げ 、 諸 君 の 武 運

長 久 を 祈 り 、 元 気 な 御 姿 を 学 園 に 再 び 迎 ふ

る 日 の 一 日 も 速 か な ら ん 事 を の み 希 ふ 次 第

である

ー工学部教授一

学徒の出陣を送る」神中正一

学 生 諸 君 と 勤 労 作 業 に 出 掛 け て も 掛 声 ば

か り で 体 力 之 に 伴 は ず 、 い つ も 自 ら 恥 入 つ

て ゐ た が 、 愈 々 国 運 を 双 肩 に 担 ひ 君 等 が 挙

つ て 筆 を 捨 て 剣 を 取 つ て 出 陣 す る に 当 り 私

も 腑 甲 斐 な く 年 を と つ て 、 君 等 と 行 を 伴 に

出 来 な い の は 愈 々 申 訳 が な い や う な 心 持 ち

に な る 。 私 に は 二 人 の 男 子 が あ る 。 い づ れ

君 等 の 跡 を 追 つ て 行 く こ と 故 、 い く ら か 自

ら 慰 め て い る 。 此 際 私 と し て 千 載 ー 遇 の 国

難 に御奉公出 来ることを無上の光栄に感じ、

私 に 与 へ ら れ た 仕 事 に 全 力 を 傾 倒 し 殪 れ て

後 已むの覚悟 は君等に敗けない積りである。

ど う か 諸 君 飽 ま で 頑 張 つ て 下 さ い 。 終 り に

松 陰 先 生 士 規 七 則 よ り 次 の 言 葉 を 引 い て 君

等を送らう。

死 而 後 巳 四 字 言 簡 而 義 諺 堅 忍 果 敢 確

乎不可抜者 舎是無術也

ー医学部教授一

大学生たる」衿持と自覚を持て」堀豊彦

祖 国 の 急 は 入 学 し た ば か り の 若 き 諸 君 を

も も ろ と も に 我 が 学 園 か ら 離 れ し め よ う と

し て ゐ る 。 諸 君 が 大 学 に お い て 学 び 、 ま た

学 ぶ べ か り し も の は 既 に よ く 知 ら る る が 如

く 歪 め ら れ ざ る 清 純 な る 心 を も つ て 人 格 を

磨 き 、 真 理 を 愛 す る と い ふ こ と で あ る 。 こ

の こ と は 実 に 並 大 抵 な こ と で は な い 。 い ま

や 諸 君 は こ の や う な 清 純 な 、 し か も 逞 し い

力 に 充 ち て 学 園 に お け る 精 進 を い と な む 代

り に 新 ら し い 任 務 に 携 は ら な け れ ば な ら な

く な つ た の で あ る 。 諸 君 の 委 ね ら れ る 業 が

何 ん で あ ら う と も 、 ま た そ の 行 く と こ ろ 何

処 で あ ら う と も 、 恒 に 大 学 生 た る の 教 養 と

衿 持 と 自 覚 と を も つ て 勇 ま し く 最 善 を 尽 さ

れ ん こ と を 望 み た い 。 さ う し て 『 私 』 を 空

し ふ す る と い ふ こ と は 言 ふ べ く し て 洵 に 行

ひ 難 い こ と で あ る が 、 し か し わ れ わ れ は そ

の 携 は る 任 務 を 行 ふ に 際 し 恒 に 謙 虚 な る 心

を も つ て こ れ に 当 り た い も の で あ る 。 同 時

に わ れ わ れ は 自 愛 の 心 を ま た 忘 れ た く は な

い 、 自 愛 こ そ は 決 し て も と よ り 自 己 耽 溺 な

ど で あ ら う は づ は な く 、 そ れ は き び し い 自

己 省 察 で あ り 自 己 鞭 撻 で あ り 且 つ あ ら ね ば

な ら な い か ら で あ る 。 切 に 諸 君 の 御 健 闘 を

祈る。（昭和十八年十月十二日）

一法文学部教授一

学徒出陣に寄す」宮本又次

法 文 科 系 学 徒 よ 。 既 に お 召 し が 出 た 。 諸

君 等 は 満 を 持 し 、 正 に 弦 を 離 れ ん と す る 矢

に 似 て ゐ る 。 静 に し て 動 、 そ れ は た ま ゆ ら

の 感 激 に み ち た 日 日 で あ つ た 。 こ の 切 迫 せ
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る あ わ た だ し さ の 中 に あ つ て 、 而 も 諸 君 は

実 に 充 実 し た 緊 張 の 生 活 を 暮 し て く れ た 様

だ 。 実 際 傍 で 見 て ゐ る わ れ わ れ の 方 が 涙 ぐ

ま し い 位 で あ つ た 。 教 室 で は 皆 ん な 落 ち つ

い て 冷 静 に 且 つ 熱 心 に 聴 講 し て 呉 れ た 。 ほ

ん た う の 所 、 狼 狽 し て ゐ る の は わ れ わ れ 教

師 の 方 だ つ た か も 知 れ な い の だ 。 私 は 今 更

の 様に若人の 純真さ、誠実さに胸打たれた。

ち や ん と 覚 悟 が 出 来 て ゐ た の だ ね 、 一 寸 思

つ たより時期 が早く来すぎたと言ふだけで、

別 に取り乱さ なかつたのはさすがであつた、

私 は も は や ゴ テ ゴ テ 御 説 教 や お 題 目 を 申 さ

な い 。 多 少 文 辞 を 知 ら ぬ こ と も な い が 、 あ

ま り に 白 々 し く 、 申 す 気 に も な れ な い し 、

そ ん な こ と で 今 更 鼓 舞 激 励 さ れ る 諸 君 で も

あるまい。

若 人 は 今 や 正 に 海 に 陸 に 時 々 刻 刻 新 し い

歴 史 を 作 り つ つ あ る 。 諸 君 も 亦 そ の 身 を 以

つ て 新 た な る 歴 史 を 作 ら う と し て ゐ る 。 私

は し が な い 歴 史 家 の 一 人 と し て 、 日 頃 歴 史
．．．．

を 読 み 、 歴 史 を 書 い て 来 た 。 併 し 歴 史 を 読

み 蓄 く こ と よ り も 、 身 自 ら が 歴 史 を 作 り 出

す こ と の 方 が 如 何 ば か り 男 ら し く も 意 義 あ

る こ と で あ ら う 。 四 十 に 近 い 私 で す ら ペ ン

を 銃にかへ、 単に歴史を書き綴ることから、

歴 史 を 作 り 出 す こ と に 転 換 し よ う と の 衝 動

を 抑 へ が た い 程 だ も の 、 諸 兄 の 若 い 血 潮 は

わ く わ く し て 、 と て も じ つ と は し て ゐ ら れ
．．．．

ない何者かを感じてゐるに相違ない。

戦 ひ は 日 々 熾 烈 を 極 め 、 反 抗 も な か な か

で ある。勿論 これを恐れ疑ふものではない。

絶 対 不 敗 は 肇 国 と 共 に 与 へ ら れ て を り 、 必

勝 の 信 念 は い よ い よ 堅 い 。 多 少 苦 し い 生 活

で は あ る が 汗 を か い て ゐ る の は わ れ わ れ だ

け で は な い 。 図 体 が 大 き い だ け 敵 は わ れ に

何 倍かの汗を かき、苦しんでゐる。末端で、

ソ ロモンやア ツツの反撃があつたにしても、

一 年 が か り の 血 み ど ろ の 反 抗 で 、 僅 か こ れ

位 し か 戦 果 を 挙 げ て ゐ な い の を 思 ひ 見 る べ

き で あ る 、 競 馬 に 誓 へ て 見 る に 、 ル ー ズ ヴ

エ ル ト の 馬 は 今 一 寸 見 る に 首 だ け や ゝ 先 に

出 て ゐ る か の 様 に も 見 え る 、 併 し ほ ん と う

は 東 条 の 馬 の 方 が 既 に 一 回 余 け い に 巡 り 走

つ て 来 て ゐ る の で あ る 。 緒 戦 の 戦 果 は そ れ

ほ ど に 大 き か つ た 。 二 回 目 を 走 る 馬 と 一 回

目 の 馬 と が 今 や 競 つ て ゐ る 恰 好 で あ る 。 ス

タ ー ト ・ ダ ツ シ ユ は 得 意 だ が 、 長 期 戦 に は

わ れ わ れ は 不 得 手 だ と 言 ふ な か れ 嘗 て わ れ

わ れ は 熊 襲 を 肢 属 せ し め 蝦 夷 を 帰 属 せ し め

る の に 、 数 百 年 の 年 月 を 費 し た 。 三 韓 以 来

朝 鮮 併 合 ま で 、 朝 鮮 に 対 し て は 二 千 年 の 長

い 長 い 持 久 の 政 策 を と つ た 。 わ れ わ れ こ そ

実 に 辛 抱 強 い 長 期 戦 に 最 も 得 意 な 民 族 だ と

言 へ る 。 攻 撃 に は 強 い が 守 勢 に 弱 い と 悲 観

し て は な ら ぬ 。 正 成 の 千 早 城 、 赤 坂 城 を 思

つ て 見 る が よ い 。 わ れ わ れ は 謀 略 に も 秀 で

て ゐ た 。 素 盞 鳴 尊 の 大 蛇 退 治 日 本 武 尊 の 女

装 等 は か り ご と に は 昔 か ら 多 く の 伝 承 を 持
．．．．．

つ て ゐ る 。 客 観 的 情 勢 は こ と ご と く 我 が 不

敗 を 示 す も の の み で あ る 。 た だ 主 観 的 な 迷

妄 が 時 に 思 想 戦 、 神 経 戦 に 虚 を 作 る 恐 れ が

あ つ た だ け で あ る 。 而 も 諸 君 等 多 数 の 教 養

人 、 知 識 人 が 既 に 起 つ た の で あ る 諸 君 は 大

学 生 と し て の 誇 り に 輝 き つ つ 大 学 生 な る が

故 に 、 知 識 人 な る が 故 に 益 々 頑 張 つ て い た

だきたいと思ふ。燃ゆるがの心臓と共にそ

の冷静なる頭脳を持つて。

初 陣 の 門 出 ほ ど ま ば ゆ く も 亦 華 や か な る

も の は あ る ま い 。 私 は 太 閤 記 十 段 目 の 場 面

を 思 い 描 く 。 十 次 郎 の 緋 威 の 鎧 の 袖 に 配 す

る に 初 菊 の 面 は ゆ げ な る 姿 態 を 想 ふ 。 こ の

期 に の ぞ ん で も 、 げ に 若 人 の 出 陣 に ふ さ わ

し い ロ ー マ ン チ ー ク な 夢 が 秘 め ら れ て ゐ て

よ い と 考 へ る こ の あ は た だ し さ を い ろ ど る

色 彩 が ど の 若 武 者 の 上 に も あ れ か し と 祈 る

ものである。

最 後 に 私 は 一 人 の 経 済 史 家 と し て 言 ひ た

い 一 言 が あ る 。 最 少 の 努 力 を 以 つ て 最 大 の

効 果 を 収 め る こ と を 経 済 原 則 と 言 ふ 。 こ の

原 則 は 総 て に 適 用 さ る べ き で あ る 。 得 る べ
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き 効 果 は 、 挙 ぐ る べ き 戦 果 は 赫 々 た る が 望

ま し い が 、 払 ふ べ き 犠 牲 は い つ も 小 な る が

好 ま し い 。 諸 君 よ 。 要 は 効 果 を 挙 げ る こ と

で あ る 。 幹 部 と し て 立 つ 学 徒 は 特 に 冷 静 に

判 断 し て ほ し い 。 武 士 道 を 死 ぬ こ と と す る

は 、 死 に よ り て よ り 大 に 甦 へ り 得 る 可 能 性

あ る 場 合 の こ と で あ る 。 あ た ら 武 士 が 効 果

を 挙げず散り ゆくほどはかないことはない。

散 る べ き 時 に 散 ら ね ば な ら ぬ が 犠 牲 は 極 小

な る こ と を 真 に 望 ま し い と す る 。 た ゞ た ゞ

武 運 長 久 な る を 祈 る の み で あ る 。 ま た 会 ふ

日 ま で 。 こ の 学 園 、 こ の 教 室 に 、 帰 還 勇 士

の 陽 や け し た 不 敵 な 面 魂 が 、 私 の 拙 い 講 義

を 再 び 聞 い て 下 さ る 日 は 果 し て い つ か 。 研

学 究 道 、 そ の 日 ま で 私 は た ゞ に 研 究 報 国 の

誠 を 致 し た い 。 温 故 知 新 稽 古 は 単 な る 古 へ

の 探 求 で は な い 。 古 に 徹 す る 心 に は 過 現 未

を 照 さ ん と の 意 図 が あ る 、 戦 乱 の 最 中 『 神

皇 正 統 記 』 を も の さ れ た 北 畠 親 房 卿 の 尊 き

勲 を 思 へ 。『 邪 な る 者 は 久 し か ら ず し て ほ ろ

び 、 み だ れ た る も 正 し き に か へ る は 、 古 今

の 理 な り 、 是 を よ く 弁 へ る を 稽 古 と い ふ 』

米 英 等 邪 な る も の は 久 し か ら ず し て 亡 び る

で あ ら う 、 国 史 は 永 遠 に 前 進 し 、 大 東 亜 の

共 栄 は 久 遠 に 栄 え ゆ く で あ ら う 。 し か も 永

遠 で あ り 、 久 遠 な る が 故 に 、 い よ よ 益 々 こ

れ を 永 遠 た ら し め ね ば な ら な い 。 こ れ 実 に

諸 君 等 若 き も の ゝ 肩 に か せ ら れ た 責 務 で あ

る 。 さ ら ば 行 矣 、 雄 々 し く も 亦 安 ら か に 情

熱と共に理智を持ちて。

（昭和十八年十月十四日謹み誌す）

一法文学部助教授一

二人の兵隊の話」舟橋諄一

学 生 諸 君 の 出 陣 に 際 し て 思 ひ 起 す の は 、

法 文 学 部 在 籍 の ま ま 支 那 事 変 に 応 召 さ れ た

二 人の青年学 徒、 T君と M君とのことである。

T君 は 、 法 科 を 卒 業 後 、 研 究 室 に 残 つ て 法

律 学 を 専 攻 し て を ら れ た が 、 お 召 し を 受 け

て 支 那 各 地 に 転 戦 し 、 剣 道 三 段 の 肚 と 腕 前

と に 物 を い は せ て お ほ い に 敵 胆 を 寒 か ら し

め た の で あ る が 、 不 幸 病 を 得 て 今 は 帰 還 し

て を ら れ る 。 筆 舌 に 尽 し が た い 行 軍 の 辛 さ

や 苦 し さ や 、 二 昼 夜 に わ た る 敵 の 重 囲 を 漸

く 切 り 抜 け た 物 語 な ど 、 い ろ い ろ と 戦 場 の

話 を 聞 か さ れ た こ と で あ つ た が そ の う ち 特

に 心 を 打 た れ た の は 、 塵 紙 一 枚 さ へ も 棄 て

た く な る と い ふ 難 行 軍 の 背 嚢 の な か に 、 法

律 学 の 論 文 の 別 刷 を 入 れ て 持 ち 歩 か れ ひ ま

ひ ま に 取 出 し て は 読 み 耽 ら れ た と い ふ こ と

で あ つ た 。 帰 還 後 早 速 に 、 そ の 論 文 の 筆 者

に 対 し 、 疑 問 の 論 点 を 問 い 質 し て を ら れ た

真 摯 な る 君 の 姿 が 、 い ま も な ほ 眼 に あ る や

うである。

も う 一 人 の M君 は 、 法 科 に 入 学 後 間 も な く

召 集 を 受 け 、 学 生 と し て 在 籍 の ま ま 勇 躍 征

途 に 就 か れ た の で あ つ た が 、 武 運 拙 く 上 海

戦 の 花 と 散 つ て し ま は れ た 。 後 に い た だ い

た父君 よりの書 面によつて知つたことだが、

君が召 集令を受 取られたのは真夜中近くで、

ち よ う ど 専 攻 の 法 律 書 を 繙 い て を ら れ た 時

で あ つ た さ う で あ る 。 父 君 は 、 早 速 準 備 を

と い は れ た と こ ろ 、 戦 線 に 立 て ば 愛 書 と も

お 別 れ に な る の だ か ら 、 と 答 へ ら れ て 、 そ

の ま ま 夜 明 け ま で 読 書 を 続 け ら れ 、 そ の 夕

刻 入 隊 地 に 向 け て 出 発 せ ら れ た と い ふ こ と

である。

話 は 以 上 で 終 る 。 い ま 、 わ た く し が こ ん

な 話 を 持 出 し た の は 、 何 も 諸 君 に こ れ を 真

似 て も ら ひ たいといふのではない。古への武

人を偲ばせるや うな両君の心根の床し さ を、

出陣 を前 に 静か に味は つてい ただき たい と 思

つてである。

一法文学部教授一

大学の叡知」田中晃

九 月 の 学 年 試 験 が 了 つ た 日 、 経 済 科 卒 業

生の某君と某君とが私の研究室を訪ねた。新

し い 日の 丸 を持 つ て 来 て 、 近 く 軍 務 に 服 す る

か ら 一筆 を乞ふ との こ と で あ つ た。私 共は固
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より、若き学生諸君が、その学業を卒ふるや、

殆ど悉 く軍務に服するこ とを知つてゐる。しか

し今の今まで、わが学園の学生である両君か

ら 、 日の 丸の旗 を差 し出 され た と き 、 こ の若

き いの ち を 以 て 第 一線の国防 に つ く か と 思へ

ば、たのもしくも有りがたい感動に打たれた。

私は即座に、某君に対しては

天津日を誓ふに立てよ益荒男の

いのちにかけて行くその道は

の一首を呈 し、某君に も別の一首を餞けし

た 。 早 急 の こ と と て 歌 は 固 よ り 拙 か つ た 。 し

か し私の貧 しい作歌の経験から言 つ ても、苦

吟 に 苦 吟 を 重 ね た や う な も の に も ま し て 、 こ

の一両首ほ ど、 さ なが らの感 動 を以 て し た こ

とはなかつた。

かや う な感動の う ち に今年の秋は次第に深

まつて来た。平尾の山に住む私の家の庭には、

夜 を こ め て 鈴虫や松虫の声が し き り で あ る。

こ の 静 か な自 然 の 推 移の う ち に 、 し か し 漸 く

学園の決意を固むべき事態が現出した。いま

や若き学徒の凡てを挙げて、 これを軍務に送

らんとしてゐるのである。

学生諸君の う ち には、いま一年の修学に よ

つて大学の業を了へ得るものもあれば、また

今年十月初め て大学の門を く ぐ り 、僅か三週

間の研 学を以 て 直 ち に 徴 兵検 査 に赴 く も の も

あ る 。 さ う し て 各自 の背後 には夫々 事情 を異

に し た 家 庭があ る 。或は一人息 子 も あ ら う 。

或は貧苦の う ちか ら 父兄の汗 に よ つ て大学生

となつてゐる者もあらう。それらの事情を、い

まは凡て一擲して、喜んで国家の要 請 に 挺 身

せ ん と し て ゐ る の で あ る 。 寔 に 空 前 の 事 態

である。

そ れ に も 拘 ら ず 、 こ の 慌 し き 空 気 の う ち

に あ つ て 、 学 生 諸 君 の 粛 然 た る 研 学 の 態 度

に は 感 服 の 外 は な い 。 諸 君 は 今 後 暫 く は 学

業 よ り 離 別 し な け れ ば な ら な い が 、 さ れ ば

こ そ こ の 最 後 の 瞬 間 に 、 一 つ で も 多 く の 真

理 に 触 れ よ う と し て 、 真 剣 に 教 室 に 臨 ん で

ゐ る。大学教 育に対する私の年来の杞憂は、

こ の 事 実 の 前 に 単 な る 杞 憂 で あ る こ と を 証

明した 。私は今 や大学生の叡知を疑はない。

最 後 の 瞬 間 ま で 学 生 の 本 分 に 忠 実 で あ る こ

と は 総 て 軍 務 に 服 し た 暁 に 、 ま た そ の 本 分

に 忠 実 で あ る こ と を 結 果 す る で あ ら う 。 由

来 、 大 学 の 卒 業 生 は 第 一 線 に 於 て も 、 優 秀

な 成 績 を 示 し て ゐ る と 聞 く 。 希 く は 大 学 生

の誇りを一層発揮して貰ひたい。

そ れ と 共 に 吾 々 の 深 く 考 ふ べ き 問 題 は 、

学 問 の 本 質 に 関 し て で あ る 。 い ま は 詳 論 の

暇 は な い が 、 学 生 諸 君 が 総 て 生 死 の 関 頭 に

立 つ た と き 、 そ の 覚 悟 に 対 し て 何 も の か を

寄 与 す る 学 問 で な く て は 、 吾 々 は 学 生 諸 君

に 対 し て も 、 国 家 の 要 請 に 対 し て も そ の 責

任 を 全 う し た も の と 言 ふ こ と が で き な い 。

こ の 責 任 を 果 す た め に 、 学 問 の 真 理 は 何 処

か ら 汲 み と ら れ て 来 る べ き で あ る か 。 抑 々

真 理 と は 何 で あ る か 。 学 者 も ま た 生 命 を 賭

し てこ の 問題 と 格闘せねばならぬのである。

○ ○

こ の 号 を 最 後 と し て 、 本 紙 も 当 分 休 刊 の

止 む な き に 立 ち 至 つ た 。 こ の 最 終 号 へ 執 筆

の 依 頼 を 受 け て 私 は 慌 し く 長 崎 へ の 旅 行 に

出 か け ね ば な ら な か つ た 。 旅 館 『 諏 訪 荘 』

の 欄 に 倚 つ て 見 る 此 の 街 の 山 河 は 折 か ら の

月 明 に 照 り 映 え て 情 緒 纏 綿 た る も の が あ る

が 、 私 は 遥 か に 学 園 の 緊 張 を 想 う て 此 の ー

文を草した。

筑紫野の秋はしづけし其の如く

いのちをかくる心しづけし

（昭和十八年十月十一日長崎にて）

一法文学部助教授一

出陣の餞」永松士己

東西戦局の推移を熟視してゐた諸兄は寧ろ

今日の御 召 をお そ し と 奮起 され た事でせ う 。

若 き 学徒は 即刻 ペ ン を 銃 に と り か へ て 必 ずや

現下の危急を救ひ万邦無比の学園における勉

学 よ り も い や 増 し て 崇高な国家目 標 に身 を挺

し沈着冷静十二分に諸君の有する賢明 さを発
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揮 し て 国 家 の要 望 に沿 はれ る こ と を 祈 念 し て

出陣の餞を致 し ま す。勿論私 も諸兄 に劣 ら ず

学固を守つて死闘を続ける決意です。

ー農学部教授一

文武一如」遠城寺宗徳

先達、知人の令息が法文学部に入学するた

め笈を我家に解いた。下宿のお世話などし て

あげ て、 漸 く 納 つ た と き に 、 新聞紙 上 に学徒

動 員の 報 道 が現 はれ た 。 そ の 日 曜 日の 午 後

二人は、未だ暑さを覚える秋の陽を浴びなが

ら、柿をかぢりながら談り耽つた。

出陣の日迄勉強するのだ。筆を投じて立つ

と こ ろ に 我等 学徒兵 士の矜誇があ る。か り に

ど うせ戦争に行 くのだから と、早 くか ら学問を

捨てるこ とは、こ と更に自らを匹夫に堕すもの

で あ る。 我々 は我大 学か ら出 陣 す る こ と に 名

誉 と 感 激 を 呼び た い ーな ど と 説 教 じ み た こ と

を言つたが、その私は自分が出征出来るや う

に わ く わ く と 感 ず る 若 き 感 動 を 禁 じ 得 な か つ

た。

さ うだ、聖代に生れ遭ひ、最高の学府に学

ぶの恩寵を享け、皇国興廃の決戦に際会して

は、決然筆 を投 じて戦場に向ふ こ と、之が男

子の本懐でなくて何んであらう。学を以て忠、

剣を以て忠、文武一如の精神こそ、御身等大

学生兵士の身上である。

い ざ 征 け 、 我 亦 戦 は ん 。 私 は 居 常 愛 誦 の

古詩、中原還逐鹿、投筆事戎軒……

人生感意気、功名誰復論を口吟み、今こそ

『そのときが来たのだ』といふ感が深い。祈

武運長久

ー医学部教授一

応召の諸君を送る」不破武夫

何 時かは そ の こ と あ る べ し と 覚 悟 しなが ら

も、さて、此処に、今諸君が学業なかばにし

て応召せられるに当つては、定めて感慨無量

な るものがあ るで あ ら う 。 諸君の応召に直面

して、吾々は、戦局の現段階が容易ならざる

事態に直面してゐることを、改めて知ると共に、

また、此の際国家が諸君に期待するところの、

極 め て 大 な る もの あ る こ と を 思はざ る を 得な

い。何よ り も諸君は、最高学府に学ぶ選ばれ

た 大 学 生 と し て 、 剣 を 把 る の で あ る こ と を 忘

れないで欲しい。此の点について、諸君は、

深 き自覚 を も ち 、常 に高 き衿持 を失 つてはな

らない。

何 事 に よ ら ず 、 よ く 事 柄 の 本 質 を 洞察 し、

且つ と らはれる と こ ろな くひ ろ く目 を配つて合

理 的 に 判 断 し 、 其 の ゆび さ す と こ ろ に 従 つ て

正 し く 行 動 す る こ と こ そ は 、 学 的 精 神の 真 髄

でなければならぬ。諸君の今後に於ける本務

は、第一 線 に於い て 親 し く 剣 を 把 つ て 敵撃滅

に 当 る の で あ る こ と 謂 ふ ま で も な い 。 然 し 、

時 に 少 し く 後 方 に 勤務 し て 諸般 の戦闘 準備 に

関する作業に専念し、或は時に、異民族の宣

撫其の他の文化工作 に従事 す る こ と も 、あ る

のではあ る ま いか。其の為す と こ ろ の何 た る

かを問はず、諸君が学園に学んでつちかはれ

た高き識見と適切な判断が、諸君の言動を規

定し、思ひもよらぬ深 くひろき影響力をもつも

のであることを銘記せられたい。

大東亜戦は、固 よ り 撃 滅戦たる と同時に 建

設戦である。諸君が、暫 くペ ン を棄て て聖戦

に 赴 き 敵 撃 滅 に当 る と き 、諸 君の言 動の こ と

ご と くが、また直接 に、大東亜建設の重大な

る寄与であることを、十分に自覚してもらひ度

いと思ふ

一法文学部教授一

任務をつくせ」楠本正継

今 や 諸 君 は 長 い 年 月 に 亘 つ て 鍛 へ 来 つ た

知 識 と 心 身 と を 以 て 、 一 意 国 難 に 赴 く 時 が

来 た 。 教 室 の 修 学 は 平 穏 な 読 書 講 習 の 間 に

於 て な さ れ は し た が 、 そ の 精 神 の 在 る 所 は

風 力 勁 急 の 下 に 立 つ に 及 ん で 最 も よ く 其 の

面 目 を 発 揮 す る 筈 の も の で あ つ た 。 さ れ ば

我 々 は 惜 別 の 情 に 堪 へ な い ま ま に 、 亦 心 靖

ん じ て 諸 君 を 送 り 得 る も の が あ る 。 殊 に 此
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数 日 間 に 於 け る 、 諸 君 の 落 着 い た 毅 然 た る

態 度を見て、 涙が出る程嬉しい感じがする。

諸 君 は 勇 躍 し て 学 園 を 去 つ て ゆ き 給 へ 。 教

つ た も の が 受 用 に 堪 へ た か ど う か 凱 旋 の 日

に 聞 か せ て 呉 れ 給 へ 。 若 し そ れ が 烈 火 の 煆

煉 を 経 る に 堪 へ ぬ な ま く ら で あ つ た 時 に は

其責の半は我々にも在るのだから。

な ほ 一 言 附 け 加 へ る な ら ば 、 今 後 の 諸 君

に と つ て 大 切 な こ と は 、 自 己 の 任 務 に 精 魂

を 傾 け 悉 す こ と だ け だ と 信 ず る 。 任 務 の 命

ず る 所 死 す る も よ い し 、 生 き る も よ い 。 そ

こ に は 前 も 無 く 後 も 無 く 、 一 刻 一 刻 が 充 実

した世界となるであらう。

一法文学部教授一

壮行」今井弘

今 回 、 法 文 学 部 学 生 及び 農学部 の 一 部 学

生は学業半ばにして、敢然軍務に就かれるこ

と になつた。真に壮絶の感がある。 この未曾

有 の 断 案 を 下 す ま で の 当 局 者 の 苦 慮 を 想 ふ

時、戦局は将に国運を賭せんまでの段階に在

る こ と を知 ら ざ る を 得 ない。父兄近親の方々

を始め、銃後 を守る一般衆人も、ひしひ し と

緊迫するを覚へ、血の沸くを禁じ得ない。

途上に行き交ふ諸君の顔には既に十分の気

合 と決意の溢れて居るのを感ずる。その上に

我々が申すべき何物もない。

謹んで 明治天皇御製を拝 して壮行の辞と

したい。

事 し あ ら ば 火 に も 水 に も い り な む と 思 ふが

やがてやまとだましひ

－工学部教授－

蹶起する学生諸君に」豊田実

諸君 も知 つて お られ るや う に、敵米国では

多 くの学生が既 に前線に出で、近頃になつて

父親応召が問題 になつてゐるや うであ る。わ

が学生諸君の蹶起は決して早過ぎたわけでは

ない、 と同時 に諸君 に対す る国家の期待もそ

れだけ大きい と思ふ。諸君の大学生 と し ての

自重 と文字通 りの奮闘に大なる望みが懸け ら

れてゐる。今年東大の経済学部に入学した私

の息子も入営の日を待つてゐる。私はこの際

応召から帰還した或る学士が曾て東京の『帝

大新聞』紙上で後進に与へた体験から出た三

つの注意を記 して、諸君の参考に供 したい。

私の担任の学生には既に話したことであるが、

改めてその趣旨を記せば一入隊した ら（一）

黙 り込 まずに周囲の人々 と明朗に語れ（二）

飽 く迄 衛生 に注意 し て病気 にな るな（三）た

とひ一人でもよいからお互に血を啜り合う程の

親友を作れ。予定の学会に出席のため二十日

の諸君の壮行会に出られないのは残念である

が、私は心から諸君の武運長久を祈つてをる。

－法文学部教授－

征く諸君 ！」宇賀田順三

皇国の急迫した時局を体認する者 こそ幸ひ

だ。皇国の難局を克服するの第一線に立ち得

る こ と こ そ 望 ま し い 。 だが 、 それ には そ れ に

ふさはしい心身を錬磨することを心掛けたい。

先 づ 心 を 練 り 心 を 打 ち 叩 き 心 を 育 む こ と を 専

心した。それがためには、聖賢の書を読み神

社仏閣 を訪ね大自然に抱かれ る こ と も よ いだ

ら う 。が、今一番心掛けたいものは親 にか し

づ く こ と だ 。 心 を傾 け て『 克 ク 孝二 』 を体 認

す る こ と だ 。 特 に 父 母の生 き ま せ る 間 に 己 一

生を傾けての親孝行をするの心構へを持つ こ

とが大切と思ふ。この短いニヶ月をそうした心

持ちで送りたいものだ。

それ と共 に 健康 に 力 を入れ る こ と は 絶 対 に

努 めた い。 弱 いか ら だは 何 もな ら な い こ と に

な る 。 そ れ に はか ら だ を大 切 に す る こ と だ 。

父母に受けたか らだは敢て毀傷 しないばか り

でな く進 んで強壮に し て ゆかねばな らない。

それこそ同時に皇国への御奉公の第一歩だ。

征 く諸 君、心身錬磨の二つをか ち とつ た時己

を空 う し て 皇 国 の 御 為 大 君 に殉 ず る こ と が 出

来る。空うした己は必ず生きている。

皇国の御為に大君のへに。
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（昭和十八年十月十五日朝）

一法文学部教授一

老骨に鞭打たん」君島武男

国家の要請にもとづき、近 く出陣せらるゞ学

徒諸君の心境は

『 けふ よ り は 顧み な く て … …』 と歌 つ た、 か

の防人の其と全 く同じであら う と想像される。

も し 、 最 近 に 起 り つ ゝ あ る 戦 局 の 真 相が、

ありのま ゝに諸君に伝へられてゐたならば、恐

ら く は 国家 の 要 請 を ま つ 迄 も な く 、 学 徒の 出

陣が自発的 に 行 はれ て居 た で あ ら う と 固 く 私

は信 じて居る。昨今の諸君の態度を見ても、

覚悟の程が窺はれて只頭が下るのみである従

つて出陣まぢかの諸君に向つて今更改まつ て

要望する何物もない只心から諸君の武運長久

を祈るのみである。

其と同時に、我々の心掛けたい事は、第一

線の諸君か ら、銃後は何を し て居るか と云は

れぬ様に、研究に、生産の増強に老骨の微力

を致す事のみである

ー工学部教授一

先ず死事を学べ」和田正雄

十月十五日工学部講堂に於ける大本営海軍

報道部高戸中尉の『学徒蹶起の秋』と題する

講演を聞いて感奮の余 り涙が出て仕方がなか

つた私であつた。大君の御召にあづかつて蹶

起 して錦旗の下に馳せ参んぜん とする学徒達

の感銘如何ばか り で あつ た ら う 事 は想像に難

く な い、 高 戸中 尉 は言 ふ 。『 一度剣 を取つ て

立 て ば 生 命 の 危 険 は 如 何 な る 所 に も 存 在 す

る。水の上に も、陸の上にも、将又空の上に

も。生命の危険を念頭に置 くのでは剣を持つ

て立つ資格がない陛下の御召にお応へし得る

ものではない。誰か百年の寿を保ち得るもの

ぞ。要は死所を得るにある。光輝ある三千年

の歴史を肯定 し得 るは今や諸君の力に よ り諸

君 の生 命 に よ る。 今 こ そ 正 し く 永 遠 の日本は

諸君の赤き血潮を求めて居る』又日蓮上人は

言ふ。『先ず死事を学んで後他事を習ふべし』

と人間、命程惜 しい ものはない。死を恐れる

が為に弱 くなり、憶病になり、不徹底になり、

打 算 的 にな り 、 卑 屈 にな り 、 而 し て 不 正 義 と

なる。人生生活の欠陥は総て之に胚胎する。

況や今将に大君の御召に応へん とする学徒達

が正義の戟を取つて立つ時、先ず解決すべき

は、日蓮の所謂死事を学ぶ事である。

曾て私は年若 き少年航空兵 と、ふ と した 機

会 に 雑 談 し た事があ る彼は若々 し く 微 笑 しな

が ら 言 ふ 。『 私 達 は 死ぬ る 事 を 何 と も 思 つ て

居 り ま せ ん よ 。 全 く な ん で す 。 上官か ら 、お

ま へ 達 は 必 要 が あ ら ば 何 時 で も 死 ぬ る ん だ

ぞ 。 お ま へ 達 の 命 は 、 陛 下 の 御 命 令 で 吾 々

が預つてゐる。 と、之を毎日三度宛聞か され

て 、 う ん ざ り し て 居 ま し た が、だ んだ ん 聞 い

てるうちに、自分自身で、そうだそ うだ何時で

もお役に立つんだぞ。やるぞ。 と言つた気持

になつ て、一年経つ た ら す つ か り 覚悟が出来

て、も う死なんて何ともあ りません。お役にさ

へ立たば今でも平気で死ねるんです。只飛行

機は最後迄持つて帰るんです。陛下か らお預

か り し て 居 るんで すか ら 。愈々持つ て帰れぬ

と決 つた ら一番有効に使ふんです。爆弾を抱

いて自爆です。』

私は この純真な る少年航空兵よ り も 更 に頭

の錬磨が出来て、日本の光輝ある歴史を、神

にまします大君の大命を更に深く了解して居る

最高学府の学徒達が莞尓 と し て時 こ そ来れ り

と、錦旗の下に馳せ参 じ、吾 こそ陛下の思召

し に 応 ふ る も の な り と 、 勇 躍 征 途 に つ き 敵 撃

滅の戟を執られん事を願ふ。吾等も亦銃後に

あつて大君の御命の下に優秀なる武器を一つ

で も多 く の 性能優れた る飛行機 を諸君 に送 ら

む事を誓ふ。（工学部助教授）

画家と軍人」武藤智雄

日清戦争が済んで後さる篤志家が、時の参

謀 総 長 川 上 操 六 大将 に家 を建 て ゝ 上げ る こ と

にな り、襖や屏風は明治画壇の巨匠橋本雅邦
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氏が絵筆を振はれることになつた

家も大体出来上がつた所で大将が引越して

来られたが、毎夕帰宅せられる頃蒼惶に筆洗

を洗 つて帰 り支度をす るのが橋本画伯であつ

た片や絵心のない武弁、片や戦争を見たこ と

のない画家。縁もゆか り もない二氏は最初た

ゞ 目 礼 を す るだ け で あ つ た 。 然 し段 々 と 目 礼

が時候の挨拶 にな り 、打 ち と け て言葉 を交す

よ うになると、よもやと思つた大将に見事に絵

の話が通 じ 絵だけ しか 知 らぬ画家 に い く さ の

気魄もわかつて、やがて二氏は毎晩食膳を共

に し て 尽 き ぬ 話 に 興 ぜ ら れ た と い ふ こ と で あ

る。

『達人の域に入 る と文 も武 もない同 じ事な

のですね。』

これが当時橋本画伯のお伴を仰付かつてゐ

た今の川合玉堂画伯の述懐である。

今度出陣される学徒諸君は、物心がついて

間もな く満洲事変に遭遇 し、謂はば大東亜共

栄圏の指導者と してのわが国の発展 と共に育

つて来 た若人である。諸君の これまで身につ

いてゐる心構へや修業が直ちに武の道に通 じ

ない筈はないのである。ど うか元気に立 つて

頂 き た い。 そ し て お互ひ に、与へ られた道 に

向つて邁進しませう。

一法文学部助教授一

若さ」吉岡修一郎

この新聞の停刊に際して最終の紙面のため

に原稿 を求め られた と き、私は直 ぐ に 、新聞

部の 意気の 盛んな こ と を 感 じ た 。間 もな く 出

陣しようとする学徒たちが、最後の瞬間まで、

学徒 と し ての従来の営みを続けて奮闘 してゐ

る 姿 を、私は目の前 に見 る こ とが出来 る 。 こ

のことは、新聞部だけのことでな く、恐ら く学

生全部の態度だら う と思ひ、少な く と も さ う期

待 し た い と思ふのだが、新聞 部 に も やは り そ

の能度があることを今、目の前に見せられて、

私は、平素か らの部の心構への程を知る こ と

が出来たやうな気がする。学徒の営みは単に

教室だけのものではない。むしろ今まで、教

室の時間が長過ぎたとさへ思ふ。教室外の営

みの中に、いかに多くの尊いものがあるかは、

学徒自らがよ く知つてゐるのだらう。この構へ

方があつて こ そ 、今の場合、ペ ン と 武器 との

差別な く、あ く まで体当 りのガン張 りがき くの

だと思ふ。

若い者には若 さか ら来る創造性がある。だ

からまた驚 くべき適応性もある。年寄 りや うに

機械的でな く末梢的でない。大局洞察の可能

性 も あれば、意気で乗 り 切 る力 と 明朗 さ も あ

る。昨年卒業した或る元気な学徒が、近頃前

線から一寸戻つて来た時の話に、ちやうどさ う

いつた話を私に聞かせて呉れた。その中で彼

が言つ た こ と だ つ たー戦場 におい て も、年寄

り臭い末梢論、機械論が幅を利かすや うな雰

囲気が起るといつも、戦ひの作業能率が低下

する とい ふ。 それは士気 に関す る問題だ。ど

う い ふ 場 合で も 、 意 気の盛 んな こ と こ そ は 最

大の武器だ。

しか も 、 士 気 とか 意 気 と かい ふ こ と は 、 創

造力 と洞 察 と か ら 来 る も ので あ るの は言ふ ま

で もな く 、 それは、 こ だは り のない叡知 その

もの と 別な も のではない 。末梢 に こ だは る こ

と な く 大 局 を見 通 す聡 明な理智 と行動 と の融

合する所にだけ、学徒の士気 といふものはあ

り得る。

ド イ ツでは、今度の日本の学徒新態勢をた

ゝ ヘ る一方、日本の余裕ある状態を寧ろ羨ん

で ゐ る と い う 。 事 実 吾 々 は こ の 羨 望 に 値 し て

ゐるだろ う。わが国が現に世界の本当の一等

国 で あ る こ と を 吾 々 は 自 負 し 、 あ く ま で 自 主

的な構へ と見識 と を持続すべ きだ。何事 に対

し て も ま た 何者 に 対 し て も 、吾 々は追 従的 で

あつてはならない。常に指導的で自主的 ！そ し

て 、 創造 的 で理 智 的 ！ こ れ を 若 い学徒 への 餞

に す る と 同 時 に 、 私 自 身 への 自 警 に し た い と

思つてゐる。

知識人の誇りを堅持せよ」岡橋保
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宣戦の御詔 勅 を拝せ し と き か ら 、 す で に諸

君は今日のお召 しを期待 し、それを待望 して

き た こ と と 思 ふ 。い まや 諸君の進むべ き途は

明示 され、皇恩に報ずべき機会を与へ られた

のだ。ペンを剣にかへる秋がきたのだ。大東

亜戦争は共栄圏建設の聖戦である。破壊は建

設によつて意義づけられねばならない。諸君

が この緊迫せる時局下において、 これ まで静

か に学業 に 精進 す る こ と を許 され たのは、一

つに広大無辺なる皇恩と、国家が諸君に期待

するところがあつたればこそである。いまここ

に 諸君が召 さ る ゝ に い た つ た の は、単 に剣は

つ は も の と し て の み な ら ず、 文 化の戦 士 と し

ての諸君への期待による。聖戦は建設のため

の破壊であり、武力戦は経済戦、建設戦によ

つ て裏付け られねばな らないいま こそ皇国の

危急に殉ずべき秋がきたのだ。諸君は砲煙弾

雨のもとにあつても知識人の誇りを捨てるこ と

な く 、 与へ られ た る使 命の う ち に 自己 の世界

を開 拓せ よ 。苦 難は諸 君 を た く ま し き 実 践力

の把持者とするであろう。(一八・一〇・一三）

一法文・助教授一

学徒出陣に寄す」松枝茂夫

『古人の日 く 、 朝 に 道 を開い て タ ベ に死 す

と も 可 な り と 。 い ま 学 道 の人 も 此 の 心 あ る べ

きなり。（中略）後のこと明日の活計を思ふて

棄つべき世を棄てず行ずべき道を行ぜずして、

徒らに日夜を過すは口惜きことなり。只思いき

り て 、明日 の活計な くば 飢死 に も せ よ 、寒 ご

へ死に もせよ、今日一日道 を聞き て佛意に随

つ て 死 せ ん と 思 う 心 を 、 ま づ 発 すべ き な り 。

然 る と き んば 道 を 行 じ 得 ん こ と 一 定 な り 此 の

心なければ、世をそむき道を学する様なれど

も 、猶 ほ し り 足 を ふ み て 夏冬の衣 服等の こ と

を し た心にかけて、明日猶明年の活命を思ふ

て仏法を学せんは、万劫千生学す ともかなふ

べしともおぼえず。』

右、正法眼蔵随聞記よ り。な ま じ自分のま

づ い言 葉 よ り も 、 こ れ を録 し て 謹ん で諸 兄へ

のはなむけの言葉に代へたいと思ひます。

一法文学部助教授一

懼れず侮らず」小林榮三郎

『知識は力な り』 といふ諺がある。何事も

まづ充分の知識 を も つ こ とが、 それに対処す

る方法を見出すゆえんである。我々は懼れず

侮 ら ず 敵 米 英 を よ く 知 ら ねばな ら ぬ 。何 と い

つ て も 相手 に と つ て 不 足のない 敵で あ る。 イ

ギ リ ス兵が陸戦で弱い こ とは定評があるが、

海の上となると少な く と も今日までは鳴らして

き た。 しか し 何 よ り も イギ リ スの得意 とす る と

こ ろは外交である。映画『世界に告ぐ』のボ

ーア戦役当時までイギリスは『光栄ある孤立』

を誇つてゐたが、この戦役で国際的孤立の不

利をさとり、ヨーロッパにおけるドイツの発展、

東亜 に おける ロ シ ア の進出に 備へて まづ日英

同盟 に よ り ロ シ ア を 抑へ、日露戦役後は米露

協商英佛協商によつて ドイツを孤立させた。し

か も ロ シ ア の地 中 海進 出 は イ ギ リ ス の絶 対 に

許 容 せ ざ る と こ ろ で 、 こ の た め に ロ シ ア は 幾

度 とな く 苦 杯 をなめ てゐる。欧亜の天地 に強

国の出現 をみ る と 他 を 誘 つ て こ れ に当 る常套

手段は列国周知の と こ ろ であ るが、 この手 に

乗せ られ る国が絶えない。 イギ リ ス はつねに

相 手の 欲 望 を『 知 る 』 こ と に よ つ て こ れ を利

用す る。実に狡猾老獪である。今度 こそは掛

けられまいと要慎しつ ゝ、何時しか掛かつてゐ

る。今のスター リ ン も ど う や ら この類ら しい。

アメリカの外交も決して馬鹿にはできないが、

イギ リスほどではない。敵として念頭におくべ

き こ とは色々あるが、私は能率主義の国たる

こ と を 第 一 に あ げたい 。 これは学 問 に お い て

も鑑取 され、長所た る と同時 に短所 をなす。

しか し彼 らの過去における能率主義への努力

は今日の太平洋戦線でものを云つてゐる。我

々は イギ リ スの社交 に先手 を打 つ て乗づ る隙

を与へぬ措置と と も に、学徒諸君の伝統的な

日本精神 と既修の学識がア メ リ カの 能率主義

を克服し、史上未曾有の決戦を大東亜の勝利
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に導 く こ とに与つて力あるべきを信じて疑はな

い。

一法文学部助教授一

征く学生諸兄へ」高木暢哉

敵国が学生を総動員 して戦つてある決戦の

こ の時、わが国だけが安閑 と し て ゐ られ るも

のではない今度の非常措置はむしろ遅すぎた

位のものがある。出陣を前にする学生諸君の

決意は、きつとわれわれの想像以上のもので

あ る と 思 ふ 事 実わ た く し の 接 す る 限 り の 人 々

か ら 、 す べ て さ う し た 強 い 意 気 込みが感ぜ ら

れて、いふべき言葉がないのである。

わた く し は かねがね献身 と いふ こ と を 、最

も 高 い美 徳で あ るばか り でな し に 最 も大 きな

喜び を 永 久 に人 に 確保 す る も の と 信 じ て き た

こ の一生 に愛 すべ き献 ぐべ き何物も有 たぬ人

の 不幸 を思つ て も み よ ま た献 ぐべ き も の を有

ちなが ら 献げ る こ と の で きぬ歯がゆ さ を 思 つ

てみよ。しかるにわれわれは今日国家永遠の

生命という献身の対象を有つてゐるし、さらに

それに今より献身することができるのである。

これ以上に高貴で緊張 した生き方 と いふのが

世 にあるだろ う か。千載一遇の好機である。

わた く し は学校の廊下や教室 においてみ る

諸 君の う ち か ら 、何かな し に壮美 をみ る。粛

々 た る う ち に も や が て は 激 発 せ ん と す る 若 き

力をみて、うなだれる。あとに残るわた くし達

は、ひたすら に諸君の武運長久を祈るのみで

ある。

一法文学部講師一

二 千 有 余 学 徒 総 蹶 起 の 秋 」 陸 軍 は 十 二 月 一

日入営」海軍は十二月十日入団

大東亜戦局の苛烈化とともに政府に於ては、

さ き に 情報局を通 じ て国内態勢強化方策 を発

表したが今回はそれを具体化しその実行の運

びに至り、学徒の徴集猶予停止は兵役関係の

勅 令 及 び 省 令 と し て 二 日 公 布 即 日 施 行 さ れ

た、 これに よつ て全国学園を挙げて徴兵検査

を受検 す る こ と に な り 、 理工 系学徒は入営 延

期の措置をうけることとなつた。

斯て十二月一日を期して陸軍では入営、海

軍では去る十五日、海軍省当局の発表によつ

て十二月十日入団することとなつた。

斯て全国数十万の学徒は一斉に蹶起して法

文系学徒は直ちにペンを銃に、理工系学徒は

入営は延期 されたとは言へ、軍籍に在つて科

学戦の戦士となることとなつたのである。

本学では前古未曾有のこの局面に対応して

十 五 日 大 本 営 陸 海 軍 報 道 部 員 の 大 講 演 会 、

十 七 日 学 徒 激 励 の 大 運 動 会 並 び に 音 楽 会 、

映画会、二十日には興学会主催の壮行会と華

々 しい行事を開催 して出陣 す る学徒を鼓舞激

励 し た ので あ る 学 徒 我 等 今ぞ蹶 起 す ！ 『 我 等

ならでは』の熱意に燃えてゐ る九州帝国大学

の全学生よ、その名に恥ず、健闘せよ

出陣への餞」学生課主催」大講演会開催さる

学徒出陣の大命は降つて将に国難に敢然赴

かんとする時、西部軍司令部を偶々訪れた大

本 営 陸 軍 報 道 部 員 佐 々 木 克 己 中 佐 、 並 び に

海 軍 報 道 班 員 高 戸 顕 隆 主 計 中 尉 、 朝 日 新 聞

記 者 海 軍 報 道 班 員 竹 田 道 太 郎 氏の 三 氏 顕 の

来学を得、記念すべき大講演会が十月十五日

午後一時よ り五時迄工学部大講堂で開催され

た、歴史的学徒出陣の意気に燃ゆる学生は定

刻前 よ り 続 々 つめかけて四時間 に亘る熱弁 に

始終熱心に耳を傾けた。以下右三氏の講演の

要旨を記して学徒出陣の門出を飾る事とする。

一喜一憂する勿れ」内線作戦の真意に徹せよ」

佐々木中佐の熱演

先ず大東亜戦争の現段階に於ける状況を詳

細に説明し、その性格の根本を内線作戦に求

めて、その意味、戦略上の得失を論じ内線作

戦は困難ではあるが勝てない事はない、否む

しろ鮮かな勝利こそ得られると結論した

然 し こ の 内 線 作 戦 に は命 取 り と も な る べ き

ニツの要素があるとして①内線圏を広 く と り、
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且つ確保する事②内線圏の範囲を適当にし て

目 的 を選定 し、 之 を撃 破 す る こ と の 二 つ を あ

げた、尚一層理解を深めるために原理的戦術

として『展開』を説明し、依つて以てソロモン

の実想を解明して学生の時局観に大きな影響

を与えた。更に例を一次並びに今次大戦の欧

洲列国の戦略に と つ て その当否を論 じ て内線

作戦は必然的に強い点をた ゝかねばならぬ所

以を明に して、有望ではあるが一層の努力を

要することを強調した

最 後 に 日 本 対 反 枢 軸 軍 の 飛 行 機 の 損 害 比

率を実証的に示 し て現段階に於ける不調の原

因 を自主攻勢 よ り 受 動態勢 に推移 し た処 に求

め その対策 と し ては量の増大を絶対に計 らね

ばならぬ事を力強く結論した

学徒総賑起の秋」断々乎として征け」高戸中

尉は叫ぶ

前提 と して世界の戦局を概略説明、ついで

我国の立場に還つてその直面せる難局を指摘

して学問は軽視 してはな らぬが国家あつての

学 問であ り 、又 正 し き 国家観の上 に こ そ 学問

は立たねばならぬ事を力説して今次の学徒総

動員に言及 し、第一線に於 て痛感 して帰還す

るや直ち に『学徒立たずんばあらず』の第一

声をあげたことを話して、学徒に対する限りな

き 信頼 と 期待 と を 示 し た尚 ほ死 生 観 に つ い て

は 『 死 生 一 如 』『 死所 を得 よ 』 と 懇 切 に 悟 し

た更 に今次検査 に関 し ては、海軍も入団 した

人は全部士官となつて陸軍と何等の差別待遇

なき点を説明陸海軍何れに入るに し ろ烈々た

る気魄を持つて特に航空への進出を要請 した

勝利の鍵を説く」竹田報道班員

『演壇は初めてで、見せ物に出された様な

気がする』開ロー番温和な話振 りの裡に笑ひ

を混 じ え て僅か一 ヶ月余前 までいた西南太平

洋における生々しい血戦の模様を静かに語り、

数々の体験談、見聞談には思わず目頭の熱 く

な るの を覚 え る程であつた、最後に最も残念

口惜しかつたことは結局飛行機の不足であり、

そのためには新 しい戦友が新し い飛行機 と共

に一時も早 く第一線に行 くよ り外に途のないこ

とを力説して終つた

祈武運長久」木村修三

学業 中 に し て出 陣 され る諸子 に対 し て 私情

忍び難いものがある。然し学業も国民の一生

も本来国の為に存 す る もので あるか ら 諸子は

私情 を離れ曇 りな き 心持で 出陣せ ら る る 事 と

思 う 。 私 は残れ る人々 と共 に 教室 を守 り 出陣

せ ら るる諸子の御健康 と御武運の久しか らむ

事 を 祈 つ て 再 会 の 日 を 待 ま せ う 。（ 農 学 部 教

授）

征け、而して勝て、」 司書官桜井匡

人間はすぺて乱暴者である。宗教 と道徳に

い ま し め られ て今 日 まで 無事平凡 に生 き ては

ゐるが私もその例にもれ得ない一人である。

然るに時局の進展につれて私の本性は敵性国

に向つて一切の縛めをたち切つて了つた。

私は無鉄砲者のはげしい乱暴ぶりを思ふ。

いざ となつて争ふ彼は相手の何たるを考へな

い。勝敗などは勿論、死も生もない。在 り合

ふ ナ イ フ 、 文 鎮 乃 至 筆 墨 何 ん で も 手 に と り 得

るものをとつて跳りかかり、相手を叩き伏せず

には置かない。戦つて戦つて戦ひ抜く。

個人の喧嘩に於てか くの如し。今や吾々は

我国家の敵に対して起つた。戦を始めた以上、

文句は要 らない。議論もない。手当 り次第在

り 合 う も の を と つ て 敵 に ぶ つ か る ば か り で あ

る。職業を考へ、身分を考へ年齢を考へてゐ

る時ではない。

学徒は起つた、諸君は起つた。吾等も起つ

た。文句はない、只戦はん。職場も講堂もま

た戦場である。

御召 を受けて将 に発 たん とす る学徒諸君を

送るに私は何の言葉ももたない。只諸君の壮

なる意気、尽忠報国の精神が職場を守る吾々

老骨に生気を与へ、敢闘精神を増 して呉れた
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こ と に 対 し て 感 謝 す る 丈 け で あ る 。 此 感謝 を

職場に示し て闘ひ抜か う。大御稜威の御光の

下で。

鹿島立つ諸兄に」金田平一郎

鹿島立つ家人の為に、神を祭つてその安全

を祈り、そして影膳を据えるは、古くからの習

ひである。

万葉集に

庭中の阿須波の神に小柴さ し吾は斉はむ帰

り来までに

今、諸兄出陣に当 り て、斉ひ祈るは勿論、

影膳も据えるであらう。私の影膳に盛るは、

私の日々の研究である。そ し て、諸兄帰 り

来る日に、美味佳肴の本膳を と念願精進す

るであらう。

X

学徒の出陣は、人一倍男々し くあらねばな

らぬ、而 し て その勲功は大 き く 多 か らねばな

らぬ。万葉集に

霰 降 り 鹿 島 の 神 を祈 り つ ゝ 皇 御 軍 に 吾 は 来

にしを

一法文学部教授一

惜別」岡本順一

何ごとにまれ、自分が一式なじんだものは、

た とへ それに精魂を打込んだ とか何 とか云ふ

真剣な気持か ら ではな く て も 、仲々捨てがて

な、忍びがたい情がある。殊 にわた く し に し

て見れば、折角お引受けした新聞部の仕事も、

これからと云ふ時機にあつたのである。勿論、

期待が往々にして結果を裏切る世の常として、

海の もの と も、山のもの と も つかない今の内

に、やめさせても ら う 方が、人間 としては と く
．．

なのかもしれない。

かつてわた く しが まだ学生であつた頃、昭

和十六年の十月に突如緊急勅令によつて徴集

延期繰上げが断行され、徴兵検査と同時に学

年短縮のため、その年の十二月に卒業式が行

われた。 この こ とはやは りわれわれの人生に

とつて、否定するこ との出来ないカタス トロー

フ ェ で あつた。身辺の異常時に遭遇す るので

もなくては、さうたやすく飛躍出来る技はない。

今までの辛苦ある研蹟、全然未知の世界への

強制、親に対する感情、死など と云ふ無数の

想念が、当時走馬灯の如 く頭をかけめぐ り、

胸の中には鬱々と して割切れないものが残つ

た 。 け れ ど も わ た く し 達 は そ れ 以 上 に、 早 く

何 ら か こ れ に 対 す る 解 決 を 見 出 し た い と 願 つ

た。 日本 人 と し て 当然持 すべ き態度 に つ い て

は、 云 ふ まで もな く す で に 誰 もが知つ て い た

筈である。その点に於ては一掬の疑点もない。

たゞわれわれが得たいと臨んだのは、はかな

い生命 に関す る諦観、赤裸な人間 と し ての信

念、心に余裕を持つて必死になれる覚悟であ

つ た 。 そ し て 終 日 、 わ た く し 達 は こ の 問 題 に

ついて相寄り、相語つた。

わた く しが生まれたのは、山口県の萩であ

る。 その昔、明治維新には こ の地か ら多 くの

英傑志士が輩出し、就中吉田松陰先生はその

指 導 者 で あ ら れ た 。 こ れ ま で も わ た く し を 失

意 と不安の中か ら、激励 し、奮起せ しめ た も

のは、 この郷土の無言の圧力である。わた く

しはまづ、 これ らの人々の愛国一途の至誠に

燃える言行の中に、悩める精神の打開策を求

めた。その時た とへ功業は これ ら諸先輩の偉

大 に及ばず と も、殉国の決意に於て断 じてお

くれをとつてはならぬ、と肝に銘じてかた く心

に誓つた。

又世に偉人と呼ばれ、文オ と称へ られる人

々は、一体艱難に臨んで如何なる安心立命を

体得 し た で あ ら う か。 失敗の連 続 と も 云 ふべ

き彼等の生活を、最後の勝利へと導いた努力

は、 何 に原 因 す る も の で あ ら う か。 こ の質 問

に対する解答を模索して、わた くしはあ りとあ

らゆ る有名な人の伝記を、ニ ヶ月の間手あた

り 次 第 無 茶 苦 茶 に繙読 し たが、それで も ど う

にか一の観念を掴出す こ とが出来た。それは

永遠のエクスタシーと云ふこ とである。そして

わ た く し も こ の 一 瞬 に 、人 生の す べ て をか け
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て未練のない様な慰安の心地 にひた ら う と 決

心した。

こ の 度 の こ と は 、 わ た く し だ けの 単な る セ

ンテイメンタ リズムかもしれないけれども、何

か精神科学の敗北めいた、悲しい雰囲気が感

じ られ てい けない。 それはひ と頃栄 えた サ ロ

ン文化のはかない運命を連想せしめるではな

いか。従来の文化科学と云はれるものは、人

間 に と つ て 最 も 大 切なあ る もの を忘れ て ゐ る

のである。しか しやがては再びルネサーンス

が訪れて くれるこ とであ ら う、わた く しはそれ

を強い確信を以て夢見てゐる又その意味でな

ければ発展もあるまい。

なべ て う つ せ みの 世の 、 心 痛 ま し め る か ゝ

づ ら ひ ご と に し て 、 終 焉 ほ ど げ に げ に し い も

のはない。わた く し自身現在、その感傷の さ

中にある。全く云ひたいこと、書きたいことは、

万感せまつ て胸の内に山 と積 まれてゐる想ひ

であるだがこれら千万の思想を一応整理して、

自 分の も の と す る た め に は なお しば ら く 時 間

の距離を要するであらう。

今はた ゞ九州帝国大学新聞十七年の歴史を

静 か に 見 送 る の み であ る (一 八 ・ 十 ・ 十三 ）

一法文学部助手一

征途を祝す」吉井甫

国家非常の秋 大君の御召 に与 り 敵撃滅の

第一線に立つ、男子の本懐 これに過ぎるもの

はない。一切の絆をたち切 り一路邁進せられ

んことを望む

一農学部教授一

出陣の学徒に祈る」生井武文

南の海に激戦がつゞき

一億の闘魂は火となつて燃える

将に皇国興廃の秋

我 に 続 け と 若 き 学 徒 はペ ン を 捨 て ゝ 立 上

る

頑健なる肉体と不屈の魂もて

一切の我を忘れ只管に国に殉ぜんとす

あゝ何たる荘厳の極みか

一億は襟を正して学徒の壮途を祈る

戦局は将に苛烈深刻をきはむるも学徒の国

をおもふ純情の赤誠は必ずや神にも通じ

米 英 必 滅 大 東 亜 共 栄 の 大 業 は 若 き 諸 君 の

手に依つて打ち立てられる

征け学徒諸君

国 民は皆諸君の武運を祈 り つ ゝ 老 い も 若

きも

総てを捧げて皇国の必勝を誓ふ

国おもふ若き血潮はみなぎりて

我に続けと立る雄々し学徒は

（一八、ー〇、一六）

ー工学部講師一

学徒出陣に寄す」棚橋影草

（医学部講師）

すでに期す負荷の重きに学徒征く

学徒い征き秋天壮厳の光満てり

学徒征き学真正のすがたあり

図書室の窓輝きて学徒征く

あゝ学徒出陣の日の書を愛す

蒼穹に羽搏つは学徒い征きたり

醜の御楯と角帽を懸け白線捨てぬ

仇し国うたむ学徒に芝生ひろし

出陣のいとしづかにも秋日澄む

学園は淋しからざる講議間ゆ

堅確なる精神と」旺盛なる志気を」吉川大佐

談

学 内 決 戦 体 制 、 法 、 文 、 経 、 農 学 部 学 生

の出陣等々のため忙殺されてゐる配属将校室

は今回新たに堀江大佐を迎へ更に万全を期 し

てゐるが学半ばに出陣する学徒の心得を吉川

大佐に聴く

戦時に於ては銃後に於ても『予想外の出来

事』 と『不明の事』が多 く生起す るのである

が戦線に於ては更に一層頻発するものである

之に対するの道は精神の堅確と志気の旺盛 と

いふ事以外に方法はないのである。所望の時
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期 と地点に所望の兵力を使用 し得る攻勢に比

して防勢の不利とするところは『不明』と『思

はざる出来事』 とのために精神の堅確 と志気

の 旺盛 と を 阻 害せ ら る り 所 に あ る。 皇軍の今

日 までのあの赫々たる戦捷は一 に能 く寡 を以

て 常 に攻勢 を取 り 敵 を し て戦況の不明や思は

ざる事件に遭遇せしめ以て其の能力を発揮す

るを得ざらしめたことに因るものと思ふ、桶狭

間における戦闘や今次のハワ イの奇襲作戦は

その好適例である、戦場において最後の決を

なすものは常に旺盛に し て執拗なる攻撃精神

を以 て 遅 疑送 巡 す る こ と な く 果 敢決 行、 断乎

と し て 攻 勢 を 取 り 得 る や 否 や で あ る 、 就中 交

戦中不意の事件に遭遇 した時においては特に

然 るのである、聖戦 に参加 す る栄に浴 す る学

生諸子は自 ら進んで困苦と欠乏の中に身を投

じ て堅確なる精神 と旺盛なる志気の鍛錬を重

ね以て忠勤を励まれんことを切望する

法 文 会 総 務 部 挨 拶 」 学 園 を去 り て 征 く に 当 り

今 回 在 学 徴 集 延 期 の 制 度 が 廃 止 せ ら れ 、

法文学部学生ー同が第一線で直接働き うる機

機会を得た。そ こで 現在まで活躍 を続けて来

た法文会が、諸機能を一時停止せざるをえざ

る情態 となつたので紙上を借 り 、御挨拶方々

今日までの法文会の実際の運行ぶ りを述べて

おきたいと思ふ。

法文会は法文学部と表裏一体にある事はい

ふ迄もない。近来法文学部の気運が頓に活気

を呈 し て来 た と 共 に 、法文会 も亦その活動範

囲を拡げて来たのは当然の事である。従つて

切 角 此 処 ま で 来 た も の を た と ヘ 一 時 た り と も

機能を停止せざるをえないのは残念であるが

国家の大事の前に一刻も早 く全国民が戦闘配

置につかねばならぬ時であるからやむをえな

い事である以下便宜上各部に分つて説明する

総務部…法文会の総括的事務を行ふのであ

るが、このため年一回の名簿発行を

原則 と し てゐ る但 し諸般の事情の為

三年一回の発行 とな り、最近に於て

は昭和十七年八月現在のものを会員

に御渡した。なほこの他総会を開き

或は戦線の学友に慰問袋を送り或は

勤労奉仕に於て学部当局を援助した

り し てゐ るが、毎年の予算を編成す

るのも一仕事である。

新聞部…九州帝国大学新聞の発行に関する

一切の事務を行つてゐる、大学全体

の責任の下に発行すべき新聞を一法

文会の事業 と し て やつ てゐ るため、

少い予算で而も僅かの部員で刊行せ

ねばならず、部員の努力は実に涙ぐ

ま しいものがある。新聞を法文会で

取扱ふ限り今回で廃刊せねばなるま

いが、何とかして九州帝国大学新聞

が発行を続けてゆける事を望んでゐ

る

共済部…会員の利便 と福祉 とを増進するた

め、現在に於ては食堂、本屋、文房

店、靴屋、洋服屋、時計修理店を委

託経営せしめ、喫茶店を直接経営し

ノ ー ト の配給交換売買の斡旋をし卒

業証書を発送 し講義に必要なるプ リ

ン ト 迄 印 刷 し て や つ て い る 、而 も 部

員 の 熱 意は 食 堂の 問 題の 解 決 下 宿

難の解決等厚生事業にまでも乗出さ

ん と し て 着 々 準 備 を す ゝ め 、 既 に 一

部下宿の世話を行つてゐる。

特に食堂喫茶店は法文学部学生の

みならず全学学生が利用している有

様であり又靴屋時計屋、洋服屋等は

市内選抜の商人が奉仕的努力をして

く れ てゐ る ため、 この面だけは何 と

か他学部学生の利便のため残してお

きたい

学芸部…主なる事業 とし て法文論叢を第三

十三号迄発行したこの雑誌は他の大

学の 研 究 雑 誌が 教 授連 の 執 筆 で あ

るに反 し学生の研究発表を記載 して

いる点に特色がある。学生の汗の結
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晶が研究発表される機関をもつのは

九州帝国大学法文学部をおいて他に

ない、この他に学理研究のための座

談会を催し本年に入つて、高田保馬

博 士 、 宇 野 円 空 博 士 、 本 学 の 田 中

晃助教授等の御来会を仰いだ。何

れも盛会 であ つ た事 を思ひ こ ゝ に 感

新なるものがある。

『体育部』…体育は何時如なる時でも必要で

あ る。 兎角図書館 に て こ も りが ちの

法文学部学生に体育部のある事は誇

である と共に、それだけに一層部員

の計画及実践には苦心のあとが伺は

れ る 。 野 球 大 会 、 闘 球 大 会 、 水 泳

講習会等を各季節毎に行つた。又毎

日中食時の休みを利用し軽快なる音

楽にあはせて ラジオ体操を行ふ風景

は学生の方から盛上つた希望の成果

であるだけに部員の熱意も一入であ

る 。 体 育 部 は 法 文 会 否 本 学 中 の 各

種の団体の中で最も明朗なる部であ

る。

以上で法文会の概略の説明を終る。

今度法文学部学生ー同が直接第一線にたつ事

になつ た。 この事に対 し各方面か ら色々の激

励を賜は り、特に九州帝国大学興学会から壮

行会その他絶大なる好意をよせ られた事に対

し紙上を借り厚く御礼申上ぐる次第である。

我々は宣誓式の日皇恩の万分の一に報ゆる

はペンを執るも銃を執るも更に変る所はない。

我々は醜の御楯 と出でたつ日の近きを感謝し

てゐる。

我々を今日迄御愛顧下さつた諸先生並に学

友諸君 に重ね て厚 く御 礼申上げる と共 に今 ま

で御心配や御迷惑をおかけした御詫は靖国神

社で致すつもりである。

では懐 しの九州帝国大学 よ永遠 に さ よ う な

ら

最後に皆々様の御幸福と御発展とを御祈

りする。

九州帝国大学

法文会総務部学生幹事

藤本玄一

出征学生」箱崎宮に参拝」御神符授かる

十九日午後一時半よ り工学部大運動場に集

合せる総長以下、各学部長、教職員、学生、

生徒多数は今回その大多数を出陣せしめる法

文学部学生を中心に盛大なる壮行式を挙行し

た。

式は国民儀礼に始ま り、総長壮行の辞つい

で学生代表激励の辞、同じ く 答辞を以て一応

本学 に於ける式を終は り全学総長を先頭に歩

武堂々箱崎宮に行軍、武神に学徒出陣を報告、

武運長久を祈願 し、神官 よ り 出征学生ー同に

御神符が授けられ、終つて東公圏元寇の国難

に尊き御身を以て当 り給ふた亀山上皇の御尊

像を拝し、再び各学部に引返して学部長の壮

行の言葉を享けて この意義深き壮行会を終へ

た

休 刊 の 辞 」 九 州 帝 国 大 学 法 文 会 新 聞 部 長 」

阿武京二郎

大東亜戦局は今や究極の勝利を確保すべき

決定的段階に入 り、去る九月二十一日の閣議

に於て決定を見たる国内態勢強化方策に基き、

我が九州帝国大学学徒も全員其の分に応じて

夫 々 決 戦 配 置 に 就 く こ と と な つ た 。 即 ち 一 般

的徴集猶予停止 とな り特 に法文学部学生に付

いては其の大多数のものは日ならず して学窓

を出て本大戦の第一線に就かなければならな

い。学窓に止まる一部少数の学生もやがてあ

るべ き 御召の日 を待ちつ つ しば し学業を続け

得 る に 過 ぎ な い こ と と な つ た 。 か く て 九 州 帝

国大学法文会新聞部の事業 とし て発行せ られ

来つた所の本紙は今や其の発行を一時休止せ

ざるを得ざるに至つたのである

顧れば本 紙は 昭 和 二 年 六 月 十 八 日 九 州 大

学新聞の題号を以て其の第一号を発行し爾来

号を重ぬるを二百六十九、実に十有六年半の
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星霜を経たのである。而して歴代の新聞部長

の熱心なる指導監督と新聞部委員たる学生の

献身的努力 と に 依 り 其の時々の時勢 に順応 し

て克 く 十分に其の使命を達 し且つ本紙の今日

の隆盛を見るに至つたのである。此の永き歴

史を有する本紙が一時本学から其の姿を消す

こ とは本学内に一種のさびし さを与へるこ とと

思ふのであるが我が国が勝つためにはそれは

些々たる一小事に過ぎない。今や一切を挙げ

て決戦に捧げなければならない。本紙の此の

運命は決して悲 し まるべ きではない。謂はば

本紙の休刊亦一種の応召に外ならない。私は

実 に戦線 に就 く 勇士 を送 る気持 を以て此の休

刊の辞の筆を執つたのである。

本紙は郵送其他の手続上廃刊とせられるの

である。しかし我が国の究極の大勝を確信し、

其の来るべき日に於て本紙は又復活発行せら

るべく、其の予想の下に於て本紙はこ ゝ こ実質

的 に は 休 刊 せ ら れ る こ と ゝ な る の で あ る 。 私

は本紙の休刊に方り、本紙の今日の隆盛を築

かれたる過去歴代の新聞部長顧問並に新聞部

委員 に対 し、又本紙の為 に玉稿 を賜は りた る

学内及び学外の方々に対し、本紙の愛読を辰

う し た る大方の方々 に対 し て 衷心深甚の感謝

の意を表する。

吾々は本紙と今別れなければならないので

あるが今又一時に法文学部の多数の親愛なる

学生諸君と別れなければならないのである。

初て私は新聞部長 と し て本紙の休刊 に付ての

此の挨拶 と共 に法文学部の教官の一員 と し て

一言其□諸君に対する壮行の辞を述べなけれ

ばならない。

惟ふに人の生涯には様々ある。其の生き方

には尊い と価値付け られるものがある。宗教

家として信仰のために殉ずることほど尊き生き

方 はないであ ら う 。 又学者 と し て 真理のため

に斃れ る こ と ほ ど 崇高な生 き方はないであ ら

う 。 国 民 と し て 国家 の ため に一 身 を 犠 牲 に す

ることほど価値高き生き方はないであろう。し

か し 聖 も真 も国家 を離れてはあ り 得ない。故

に 我 が 国 で は 古 来 仏 教 は 護 国 の 仏 教 で あ つ

た。真理の探究も亦国家に役立つのでなけれ

ば 所 詮 無 用 で あ る 。 さ れば 我が 国 で は 宗 教

家 、 学 者 の 其の 信 仰 其の 真 理の た めの 精 進

は同時に国家のための精進であるこ とが忘れ

られてはならない。真理のために死す る人は

又国民 と し て国家のため に死 す る人で あ る。

諸君は今日まで学徒 と し て真理のために精進

して来たのである。今や国家は諸君が学窓を

出て大戦の第一線に立つことを要求して居る。

大戦以来諸君は此の日を待つて居たであらう。

其の日は来つたのである。今こそは諸君は人

生最大の価値の要求に応じ て心から其ために

諸君の一身を捧げるのである。これ こそ諸君

の生の最も崇き生き方である。かるが故に私

は諸君自身のために、諸君の家の名誉のため

に今日諸君の門出を祝福するものである。諸

君は今其の人生最大の価値を自覚し其の価値

のために一身を捧げるのである。されば諸君

は諸君の一身を其のために最大限度に活用し

なければならない。而 して其の工夫をしなけ

ればならない。諸君夫々一人の身体を以て如

何にして一人以上の奉公がなし得るかを工夫

しなければな らない。諸君は固よ り今日ある

を覚悟 し斯かる錬心の工夫には怠 りなかつた

こ と ゝ 信 ず るの で あ るが今 日此の別れに臨 ん

で私は諸君に対 し て其覚悟に対す る猛省を促

す。而 し て それ を真 剣 に 工夫 せん こ と を 求め

る。そ こで私は諸君が如何に して存分の勇猛

心を以て戦ひ得るかの道こそは今の諸君に対

す る 至上の贈物であ る と 信 ず る。而 し て其の

道 こ そ我が大乗仏教の法門である。 しか しそ

れをば何人も諸君に与へる事は出来ない。只

私は諸君の仏縁の熟せん こ と を希 うのみであ

る 。 即 ち そ れ をば 諸 君 は 自 身 求 め な ければ

ならない。而してそれを自身体得 しなければ

な らない。然 る と き それは諸君 に安心立命を

与ヘ る、諸君 を し て安 住 す る所 を得 しめ る、

一 切 を楽 し む 心 を 得 し め る 、 そ こ で こ そ 諸 君

は実に諸君一人の力を以てではなしに実に千
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人力万人力を以て戦ひ得る所の禅定力が養は

れるのである。実にそれは諸君に超人間的力

を与へる。北条時宗の師子元祖元禅師は来朝

前故国に於 て元朝か ら迫害を蒙 り 、或 る日元

兵禅師の温州能仁寺に乱入し、諸僧皆逃れ去

つたが禅独 り堂裡に踞つてゐた、虜酋刀を揮

つて禅師の頸に擬したが禅師は神色不動、偈

して日く

乾坤無地卓孤筇 喜得人空法亦空

珍重大元三尺劔 電光影裏斬春光

そ こ で 群虜 之 に感 じ 懺謝 し去 つ た と 謂はれ

る。又武田信玄が其の不動の信念を養つた所

の其の師快川禅師は信長の軍兵のために寺を

囲まれ山門楼上に登 り燃へ上る劫火の焔の中

に 『 安 禅 不 必 須 山 水 滅 却 心 頭 自 涼 』 の 末 後

の 句 を残 し て 泰 然 自 若 と し て 焼 死 せ ら れ た と

伝へ られ る。斯かる禅定力 こ そ は一騎克 く数

万の軍を相手 と し て戦ひ得 る力である。瘴煙

弾雨の中を平歩し得るのは之に依つてゞある。

諸君は此の金剛不壊の宝剣を以て万軍の賊叢

を衝かなければならない。

己に禅門に帰依する諸君は益々浄信堅固に

し て 道 に精 進せん こ と を 誓願 す る、 其の他の

諸君亦勝縁を結んで此の道に導かれん こ と を

誓願する。私は此の誓願を以て諸君の此の行

を送る。而して甚だ駄作で恥しいのであるが、

今七絶の偈ー首を得た、其の未定稿を示して

此の壮行の辞を結ぶ。

送 九 州 帝 国 大 学 法 文 学 部 学 生 諸 子 応 徴 集

行

一身許国志何尊 承召欣然去学園

般若飛機三昧銃 縦横屠賊報君恩

（一八・一〇・一五）

秋日絶唱」地階の生活から」蓮尾明

二 日夜 、 山の家の 床の 中で こ ろ こ ろ と 鳴 く

こ ほ ろぎの音 に耳 をか たむけ て ゐ た と き 、宿

の主人が福岡から来た新聞を投げ入れて くれ

た二三日ぶ りの新聞には "法 文系学生の入隊 "

を報じてゐた。

その日山頂をきはめた疲れで電灯を消 して

寝につかんとしたが、何故かねむれなかつた、

こほろぎがしきりに鳴く晩だつた、そのうち（法

文 会所 属の大学 新聞 も こ れ き り だな ァ ） と 思

ひながらうつうつと夢の中に入つて入つた。

終刊号を二十日の壮行会までに発行しなけ

ればならぬ と今日は新聞社の職エさん達に夜

業 して も ら つ て僕達部員は三階の一室で校正

に忙しかつた。短い秋の日は暮れて中村、西

光、岡の三君が遅い夕食 を と り に 外 に出 たあ

とは机の上には校正のゲラや原稿が雑然とお

かれ て あ つ た。 ゴー ッ と ゆ く 電 車 の響 にぽん

やりき ゝ呆けてゐた僕はいつしかうす暗い地階

の生活の回想に耽つてゐた。

天 井 の 低 い 部 屋 は 僕 達 部 員 の 次の 時 間 へ

の憩の部屋でもあつた、雨の降る日には窓か

ら見る法文学部の白い建物にか こまれた内庭

に物静かなものが或 る と き には殺風景なもの

が見られた。

ガ タ ン ガ タ ン と ド ア ー の 音が し て 部 屋が 一

時 に騒が し く な る、 或 る 部員 は今 う け て 来 た

講義の話の受売りをやれば或る部員は昨日街

で出会つ た メ ツ チ エ ンの話 を持出 し ては議論

と な り パ ッ と 雑 談 に 花 を咲 かせ て 次時 間の 鐘

でさつさと引上げてゆく……

原稿の締切日が迫つて く る と部員の仕事は

忙しくなる、集つた原稿を新聞社にとどける、

校正用のゲ ラが出来上つて く る、社に出掛け

て校正をやるそれが済めば大組と発行までは

多忙 を きはめ る、 新聞社か ら刷 るばか り に し

て印刷所に送れば数日の後印刷所から出来上

つ た 新 聞 が 地 階 の部 屋 に 運 ばれ る 、 新 聞 が

つ い た と き は 販 売 に 出 す こ と を 忘 れ て 見 入 り

（あ ゝ こ こを こ うやればよかつた）といふ感が

とびだす、それから広告文をそこ こ ゝ に出 して

売るのであるが、それを買つてゐる人達を見

る と 何 と も 形容の出来ない暖かい もの を覚え

る、新 聞が売 り つ く さ れ る頃 に は次号の編輯

会議が開かれて黒板に執筆者の氏名等が記さ
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れ翌日か ら部員は原稿依頼 に速達を出 し た り

学内を走りまわるのだつた

あの部屋で暮 ら し て ゐ る と 原稿 を、自身で

と どけて下さる先生の ド アーの ノ ッ クの音に驚

かされ恐縮した り、有難かつたりするこ とがし

ばしばあつた、又嬉しかつたのは今年に入つ

て頓 に学生諸兄の投稿がふえて来た こ とであ

つ てあま り売れなかつた、去年が思ひ出され

て 来 た も う 二 三 日 であ の 部 屋 と も 別 れ る か と

思ふとついつい過去形のペンの走りとなつて く

る

永田先生 を知 るや う に なつ たの も部に 入つ

てか らだつた、先生にはいろいろ新聞編集の

ことにお言葉を戴いたばかりでなく私のこ とで

い ろ い ろお世話に もなつた、夜先生をお訪ね

し て 色 々 お 話 を う かがひ 、帰 り を 送 つ て 来 ら

れる先生 と春の夜の月をみた り、夏の海辺を

逍遥したこともあつた。

思ひ出 し てみれば苦 し い こ と も あ つた、又

楽しいこともあつて単純に子供のやうに騒いだ

ものだつた。原稿の締切間近になつて待つて

い た も のが入手 す る こ と が 出 来 ず弱 り き つ た

すゑ西光君が部長の阿武先生に時日のないの

に無理な原稿をお願ひしてやつ と新聞の体裁

をととのえたこ ともあつて、部長先生にはいろ

い ろ御無理をお願ひし た ものであつた。或る

時 は 某 大 学 の 教 授 の 論 文 で 戦 時 下 そ の 論 述

ぶ りが当局の忌避にふれるおそれから夜分遅

くお宅にお訪ねしてその判断をあほいだことも

あつた。原稿を顧問の方にお願ひするのもた

びたびであつた、又高木先生には顧問を辞せ

られ た後 もい ろ い ろ新聞の編集の こ と 、部の

内外を問はず我々部員はお世話になつたもの

であつた、物静かに語る先生の口調が冷えび

えする夜気の中に思ひ出されてくる

コ ツ コ ツ と 靴 音 と 一 緒 に 話 声が し て 三 君が

帰つて来た、ここで僕のセンチも中断されてし

ま つ た が そ の う ち 校 正 を 急 ぐ 紙 を め く る 音 の

みの静かさにかへていつた。

やがて僕のペンの運びも疲れて来た、ばさ

り と 大 き な蛾が 散 らば つ た 原 稿 紙 に は い つ く

ばつ て大きな羽をふ るわしている（嫌な蛾だ

な ア） と つ ま んで窓外 に捨 て に 立 つ た、暗い

窓下を電車が通つてゆ く（今日もかへるのが

遅くなつた）

編集や校正でつかれたあ と、冷えきつた紅

茶を飲みながら電灯のついた部屋でその日の

某君のエピソー ドに大笑ひして散じたこ となど

が想ひ出されて来るのであつた

（十月十六日記）

部告

創刊以来十七年、第二六九号を算ふる我が『九

州 帝 国 大 学 新 聞 』 は 今 回の 在 学 徴 集 猶 予 停

止に伴ひ、全部員の征くこ とと、略確実となり

た るため茲に本号を以て休刊の止むなきに至

れり。

抑 も 我 が 九 州 帝 国 大 学 法 文 会 新 聞 部 は 昭

和 二 年 六 月 本 学 法 文 学 部の 教 官 、 学 生の 熱

意により『皇国ノ道二則ツテ会員相互ノ親和ヲ

計 リ 心 身 ヲ 陶治』せん と す る九州帝国大学法

文会の一部 と し て発足せ り。爾来『九州大学

新聞』の題号の下に全学与論の指導と学術振

興および教官学生の親和を計 らん と す る目的

を以 て 学生新聞 を発刊 し来 たれ り。而 し て 昭

和 十 年 四 月 二 十 五 日 附 第 一 二 六 号 以 来 『 九

州帝国大学新聞』 と改題し更に重き使命を負

ふ に至れ り 。然れ ど も こ の間編集 事務は も と

よ り そ の他 すべて法文学部学生のみの手 によ

り 人的物的困難 と闘 い この重大使命達成 に努

力し来れるも、更に時勢の推移は幾多の困難

を生起せしめその打開に多数先輩の犠牲をみ

た り 。我等現部員も之等先輩の苦闘の跡を う

け 学 生 の みの 手 にな る を 誇 り と し て こ の 伝 統

の維持発展に努力せるも世界戦局の変転は学

徒 を し て 学 に 専 念 す る を 許 さ ず 、 遂 に 我等 学

徒 の 進 む べ き 道 は 瓶 子 と し て こ こ に 示 さ る 。

学徒の 光栄 これに 過 ぐ る も のな く 、 誰か こ の

秋を期せざる者あらんや、我が新聞部亦全員

征かんとす、茲に於てか我が九州帝国大学新
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聞は遂に続刊する能はず休刊するは将に断腸

の思ひなり。

こ ゝ に 休刊に当 り永 ら く一方ならぬ御後援に

預か りたる諸先生並びに諸先輩愛読者の皆様

に対し満腔の謝意を表するものなり。

九州帝国大学法文会新聞部

委員 中村英雄 西光健次

蓮尾明 岡茂男

新聞部に寄す」田中義磨

大学新聞 に対 し特別の関心 を有 す る私 と し

て今本紙の終刊に際 し知人の臨終に侍するや

うな傷心 を感ずる。併 しそれは決戦下に於け

る出来事であるだけに一種悲壮な寧ろ崇高な

感 じ さへ も 禁 じ得な い。本紙の最後を飾 る に

ふさはしい背景といヘよう。（上京直前博多駅

にて）

ー医学部教授一

部員諸君を送る」干潟龍祥

嘗 て 新聞部の部長を つ とめ た こ と の有る自

分 と し て は、 この九大新聞がた とひ一時的 に

も せ よ廃刊の止むなきに 至つ た と 聞い て、洵

に感慨無量である。少数の学生でしかも法文

会の一部といふ制約の下に、新聞を定期発行

してい くことの如何に難事業であるかを当時つ

く づ く 感 じ た も の で あ るが、 それだ け に部 員

諸君の奮閤振 りを目撃 し て、 これだけの犠牲

を払ふ試練に堪へ得ておけば、他日社会に出

て必ずや有能なる活躍をなし得るであらうと、

卒業後の部員諸君に望を嘱 し て居た ものであ

るが、 さ て現在の部員諸君はそれど こ ろでは

ない更 に大 きな試練に堪へるべ く、 卒業 を待

たで直ちに栄光ある軍務に着 く こ と ゝなつたの

である。征け、部員諸君、ペンを銃に代へて。

あの う す暗い部屋か ら広漠たる大東亜の戦場

に。そ こ には十億の民が諸君の救援を鶴首し

て居る一法文学部教授一

新聞部へおくる」三村一

拝敬 妖雲愈々東亜の四周をはんとするの

秋、法文学園に筆を把れる諸子は俄に之を剣

に 換へん と し 、為 め に九 大新聞は 茲 に姑 く 休

刊の巳む無 き に到れ り と き き 離別の情 に禁へ

ず候

由来九大新聞には、当然の こ と乍 ら報道の

迅速 に欠ける所あ り と雖 も、記事の純化、報

道の倫理化に特徴を見出し居 り、全学の縮図

報道 と し て其の都度発行 を待 ち し 者 に候、訣

別に際し洵に寂寥を覚え候勿々

昭和十八年十月十五日

（農学部助教授）

新聞部の部屋にて」永田英一

文科系学徒の出陣で、九大新聞も休刊にな

るだらう―

昭和十六年、冷気や う や く 身 に し む頃、編

集会議が終つても、部員はこの地階の暗い部

屋から動かうともしなかつた。腕組みをしたり、

たばこを吹かしたり、皆むつつり黙つてゐた。

編集会議だけがそんなに苦渋だつたのではな

い。当時だれもが経験したあの重苦しい、胸

を塞 ぐや う な暗気…『祖国はど うな るのだ』

思ひは一つだつた。

そ し て、つひ に来るべき ものが来た、豁然

と天道がひらけた。

―征き ますよ、相手が英米なら、死に甲斐

がある…

おとなしい某君がそんなことをいつた。もう

どの顔にも光耀があつた。繰上げ卒業で、か

れらは征途にいそいだ。

戦域は日一日 と拡大された。残つた部員か

ら も、学業なかばに、あ とを追ふものがあつ

た。『近く雪が見られます…』かういふ第一信

が部屋の黒板に貼り出された。

事態は さ ら に重大化 した。学徒は空の決戦

ヘー。

某君は汽車の窓から半身をのり出して、

―一台はやる、 きつ とや るぞ と笑ひなが ら

拳 を ふ つ た 。 体 あ た り の こ と を 言 つ て ゐ る の
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だ。またその頃、ぽ くは他の学校の同じ征途

に つ く 学 生 た ち を 送 り に い つ た 。 乗 車 場 は 灼

熱の若い生命で沸騰していた。

―元気で征つてきます。

―頑張つてきます。

―やつてきます・・・

ぽくは手を握りかへすだけがやつとだつた。

無言のまま紅い血潮を総身にあびてゐた。帰

り 途、可憐な顔、嬉 し さ う な顔々の 映像 に襲

はれながら、ぽ くは死 すべ き世代の こ と 、真

に生き るべ き世代の こ と を思つた。（そし て こ

の光栄の世代にぽ く自身 も属 し てゐ る）日本

• • •は勝つ、断じて勝つ 闇の中を、ぼくは大手

をふつて歩いた。

そ し て 、 情 勢 は つ い に こ ゝ ま で 来 た 、 文 科

系学徒の総蹶起一

今新聞部の部室は、最後の『出陣特集号』

のために、異常な活気にみちてゐる。十七年

の伝統をほこる九大新聞、学園のよき伴侶、

よき代弁者…その最終号のために、部員諸君

の動作の何 とすばやい こ とか、顔々の何 とは

れやかなことか ！

こ の 新 聞 を も つ て 学 徒 は 征 く で あ ろ う 、 道

義と理想の勝利のために、精神の勝利のため

に ！ そ れ 以 外 の 何 も の に も 、 一 切の勝 利は拒

まれねばならぬ。この意味において、精神教

養の高い出征学徒の責務は絶対である。

終 りに、九大新聞部の部員諸君のために、

あの涙 ぐ ま し い 忍耐 と この 真摯な労苦 に た い

して、深甚の感謝のささげられるやうに ！

（ 昭 和 十 八 年 十 月 十 六 日 記 ） 一 法 文 学 部 講

師

らくがき」一部生活雑感ー」中村英雄

『も う止 さ う 』『今、新聞から手を引か う』

と思ひながら、とうとう最後まで来てしまつた、

といふのが僕の偽ざる気持である。之と共に、

書落し得ないのは、之を相反する気持 "ど うか

し て新聞部に対 す る これまでの不評判、不信

用を除かう "と いふ気持である一尤も これは或

る人 に対 す る意地、我武者羅な意地張 り に よ

るのでもあつたが。

× ×

高校と異なり、大学では静かにそしてウンと

勉 強 し よ う と 思 つ て 関 門 海 峡 を 渡 り 、 香 椎 の

田舎に引込んだ僕であつたが、新聞に関係し

て全 く 四苦八苦、初志には反 したが、誠に得

難い貴重な体験を得る結果になつてしまつた、

新聞編集など夢想だにしなかつた浅学非オの

僕が総合大学の新聞に関係するなぞ、今から

考 へ る と 、 感 慨 無 量 と い ふ よ り も 、 寧 ろ 、 そ

の大胆さに我ながら驚き、冷汗が流れる思ひ

がする。実を言ふ と、僕は新聞ではな く て以

前から共済部に多少の興味を持つてゐたので

ある。

× ×

入学当初、高木講師よ り新聞部の窮状を聞

かされ、且、嘗て、小学、中学、高等学校の

先輩 K氏が部員として活躍されたこ とを知るに

及んで、手伝つ てみる気にな り、五月初めに

部室 に行 つて先生か ら部員に紹介 された時、

折柄来合はされた永田講師から、だしぬけに、

『やめない様 に し て下 さい。 す ぐやめる者が

多いがね。』 と言はれた一言が妙に印象に残

つてゐる。此の言の含む深長な意味は暫て自

ら理解 し、体験 し得たのであるがその時はム

カッとし『俺だけは例外になるぞ』とでもいう

先生 に対 す る、つ ま らぬ意地が僕を最後 まで

踏み留ま らせた有力な要因の一をな してゐた

様に思はれる

× ×

部 屋が話 にならぬ程汚い といふ こ と、 埃が

山積し、日当 りの悪い不健康な地下室、プカ

リプカ リ と破れ椅子に腰を下して紫煙を燻ゆら

す 様は上海辺 りの阿片窟 を聯想せ しめ るや う

な部屋もいつとはなしに気にもならなくなつた

頃、小 南氏 と共 に二 面科学欄 を担当 する こ と

になつたが、医、エ、農、理四学部の教官に

一通 り接す るのに、十一月まで約半年以上を

要した。之が後に科学論文募集に如何程役立
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つ た こ とか。併 し乍 ら各学部、各科、各教室

を次から次へと誰彼の区別なく歩いて廻ること

の苦しかつたこと。頭から叱り飛ばされたこと。

皮肉を言はれたこと、皆忘れ得ぬ部生活の思

ひ出である。そうして今日、とにか く、気難し

い 科学者 に筆 を執 ら せ る コ ツ を 若干 で も 会得

し得た と思へるのも、 この半年以上の学部廻

りが随分と与つて力あろう。

× ×

部生活を回顧する と、公事、私事共に思ひ

出 す こ と が 山 程 あ る 。 苦 し か つ た こ と 、 楽 し

かつたこと、嬉しかつたこと、悲しかつたこと、

新聞が気紛れではな く、直ちに責任を問はれ

る ものだけに、内部に色々 と複雑極 ま る要員

を含む九大新聞の関係者の立場のむつかしい

ことは想像の限りでない。

僕の部生活は僅か一年余りであるが、幾多

先輩が苦闘しつ ゞけ た この名誉あ る九大新聞

を受継ぎ僕の時代 になつて、全 く余 儀ない と

は いへ、休刊 する こ と になつたのは申訳ない

次第で、 このあわた ゞ し い帰郷の前の短日月

の最後の編集の間に あつ て、 もの に した この

拙きー文は、文字通り『らくがき』であり、『雑

感』にすぎぬ こ と を断つて筆を掴 く。 (一 八・

一〇・一八）

九大新聞」此の一年

かねて、今日あるを覚悟してゐたとはいへ、

か くも鮮かに電光石火に伝家の宝刀が抜かれ

てみると基礎薄弱な『九大新聞』が、根底よ

り動揺するのは全く無理からぬことである。勿

論、部員の一人一人が落着を失つてゐるとい

ふ こ とは絶対にあ り得ないが、我々部員が責

任の重大性を痛感する丈に、後始末を立派に

付 け て 置 き た い と 考 へ る か ら で あ る 。 固 よ り

我 々部員一同生還 を期 し てを らぬ。 さればと

いつて、我々は決して此の『九大新聞』の有

価発展に努力せられた諸先輩の労苦を思ぬ者

で もな く 、 来るべ き 勝利の栄冠 を担つて本学

に学ぶべき後輩の事を考へぬでもない。我々

は只一年前後の関係ではあつたが、この末曾

有の難局に際会してゐる今日、一人の後継組

も残 さず し て、立消ふの危険性を予想 しなが

ら去るに忍びないのである。

我々には『後をたのむぞ』と言へる者がゐ

ないのである。

◇ ◇

茲に、新聞部来し方一年の出来事を辿るの

も蓋し無意味ではあるまい。

昭 和 十 七 年 十 月 部 員 募 集 六 名の （ 優 秀な

る）新入部員獲得内訳法科三名経済科ー名文

科二名、新入生歓迎会開催本月二回発行

十一月 二光社との交渉紛糾遂に五日号が

三十日に発行二十五日間の遅滞に依 り八方に

迷惑を掛く

十二月 待望の組版が西日本新聞社に於て

なし得るに至る、之にて印刷用紙の問題一応

解決、更に紙面は十五段とな り活字鮮明『新

聞』の体裁一段 と整ふ。主 と し て古賀学生主

事 、 高 木 先 生 の 御 尽 力 並 び に 西 日 本 新 聞 社

の御好意に依る。都合に依り半ベラとなる

昭 和 十 八 年 一 月 広 告 欄 一 新 、 大 明 通 信

社との契約成立し一切を委任。部員の広告取

の労苦も解消

二 月 部 長 並 び に 顧 問 更 迭 不 破 教 授 高 木

永田両講師 には永 ら く ご 尽力 されて解任、新

たに部長に阿武教授、顧問に守田、明石両助

手着任饗庭部員応召御健闘武運長久を祈る

三月 新予備編成さ る諸経費の増高に依 り

予算増加するも総務部関係者各位の御好意に

依り全額承認を受く

四月 四頁に復活弘研社との広告契約成立

売れ行急増機構改革問題に就き諸先生の御尽

力を乞ふ

五 月 甲 紙 配 給 系 統 確 立 部 員 脱 退 続 出 、

難問頻発遂に月一回の発行となる、関東関西

各大学新聞視察のため中村委員上京

六 月 中 村 委 員 、 母 堂 重 病 の た め 帰 郷 残

留三部員にて大車輪の活躍

七月 蓮尾委員応召、本月下旬帰郷して委
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員に後任

八月 定期休刊

九月 小南委員卒業、都合に依 り半ペ ラ に

て発行

十月 学生総賑起 ！ 全 部 員出陣遂 に休刊 を

余儀なくさる

思ひ出」西光健次

情熱の捌け口を求め、文化的要素の育成を

目指し且つ社会的体験の一端を体得せんと。

僕が入部したのは昨年の十月、入学式後間も

無い頃であつた、新聞編集に就ては全然未経

験なので最初の内は何もかもが事珍 ら し く 事

毎に失敗を重ねてゐた、当時も部員が不足で

あつたか ら入部当日其場で早速校正 と割付を

手 伝は され一 目で容易な らぬ こ と を 感 じ た 、

二三日後更に今年卒業した小南 さんの家で夜

十二時近 く迄 割付を手伝つた時愈 よその感を

深くした。

大学新聞の使命に就て或は大学新聞の権威

と 意義 と価 値 と を 如何 に 認識 す るか 、 その在

り方をジ ャーナ リズム とア カデ ミズムの総合的

統一体に求めた時、夜が既に明け放れてゐた

こ と も あ つ た。 原 稿 取 り は 苦手 で あ つ た、 恐

る恐る手をふるはせつ ゝ名刺を出し口ごもりな

が ら原稿 を依頼 す る態は全 く 傍 で見 てゐ られ

ない も のであ つ ただ ら う 、 断 られ た時 には駆

出 しの記者の悲哀を感 じ、原稿を入手 した時

は丸で凱旋将軍の様な気持であつた、殊に予

定の原稿数が集 らず全 く途方に暮れた挙句ま

さ か と 思ひなが ら依頼 し た所案外気易 く 引 受

けて貰つた時等その先生が救世主のや うに見

えた事もあつた、我々の努力を察せられて何

時でも早速引受けて戴ける先生、婉曲に結局

は断 られる先生、引受け られて安心 し てゐ る

と突然投げや りを され るのが常套手段の先生

等々新聞を通じて看取せられる先生の諸相は

全 く教室外の ものであつた。講演会も原稿を

取 ら ねば な らぬ と 思 ふ と 全 く 楽 な気 持 で な く

講堂の片隅でペンを走らせた事も幾度びか。

編集会議は甲論乙駁静ま りかへつた夜の学内

に唯部室のみ明るく精粋を絞る

印刷所間題、紙の配給問題、部員不足に伴

ふ策、 機構改革 問題等等ぞ く ぞ く と 出 て来 る

問題は本紙に幾度か脅威と危機を与へた、そ

の度毎に全員一致協力 して何 とか突破 し続け

て来た『和』の尊さが今更の如 く痛感せ られ

る。

め ぐ り め ぐ つ て 一 ヶ 年 漸 く 部 の 生 活 に も 慣

れ始めた頃突然襲つた学徒出陣は本紙をして

休 刊 を 余 儀 な く せ し め た 、 本 号 こ そ 僕 に と つ

ては満一周年記念号であるがそれが又終刊号

にならうとは。

思出は尽きぬ、在部生活僅か一年、期間こ

そ短けれその間生起 した幾多の事柄は僕に と

つ て筆絶に尽 し難 き経験 と教訓 を与へ終生忘

れる事なき思出とならう。

最後に 我々のため影にな り 日向にな り 指導

鞭撻 し部のため尽力 して下 さ つた阿武部長先

生、高木先生、永田先生、岡本さん、安田さ

ん、小南 さん並ぴに他の部員諸兄に厚 く感謝

の 誠 を捧 ぐ る も ので あ る 。（十月 十六 日夜 ）

回顧一年」岡茂男

顧みれば私が九大新聞部に入部してから早

や丸 一年が経過 し た。ふ と し た 機縁 に よ つ て

全 く 未 知の 新 聞部 に入 つ た こ と は 今か ら考 へ

て み て も 文学 的な才 に乏 し い私 と し て は一 寸

冒 険 に過 ぎ た よ う で あ る 校 正 の イ ロハか ら 三

面記事を書き初める には相当の苦心も したが

先輩諸兄の懇切な導きによ り、又周囲の事情

の 激 変 に よ つ て 何 も 分 らな い私 に も 続々 と 重

い任務が課せられて未熟乍 ら もー通 りの仕事

には慣らされてしまつた。

一 年 の 大 学 生 活 を 顧 て 生 活 の 重 点 的 主 流

が新聞部の生活の中に在つた事を考へて今更

乍ら驚いてゐる。入部当時法文経七名の新入

部員と六名の先輩の十三名からなる部生活は

亦 楽 し い も の で あ つ た 。 最 も 嬉 し か つ た こ と

は 私の先 入観の中 にあ つ た所謂 ジ ャ ー ナ リ ス
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ト 的な埒薄な気風が全然な く皆一様に夫々の

理想に只管邁進してゐる力強い真面目な態度

であつた。就中私の忘れる事の出来ない経済

学に対す る情熱を育て て戴いた高木先生、饗

庭先輩の居 られ た こ と であ る。忙 し い生活の

中 に も 色々 と 親 切 に 指 導 し て 下 さ つ て 部の 生

活に追はれて学業を軽視する様な結果に陥 ら

なかつた事は私自身 と し て も満足に思ひ感謝

にたえない所である。大学生活は と もすれば

孤独な生活にな り勝 ちであるが、部長先生、

顧問先生はじめ十三名の部員との家族的な生

活は私の一年間の大学生活に如何ばかりのう

るほいを与へてくれたことであらうか。

顧みて私が部生活の中で最も苦 しかつたこ

とは部生活と勉学との調和を得んとしたこ とで

あ つた。両立 さ せ る ため に払つ た努力は決 し

て 無駄ではな く む し ろ 充実 し た学生生活 を送

る事の出来たのは今や中途 に し て征かん とす

る私にとつて大いなる慰めである。

最終刊号 と し ての学徒出陣号を出すために

西 日 本 新 聞 社 三 階 の 一 室 で 中 村 、 蓮 尾 、 西

光の三君 と共に最後の筆を執つてゐる。十一

時も早や過ぎて夜も遅い。思へば右三君との

交 りは 深 く 不 肖なる私の啓発 され た所は大 き

い。苦 し い校正の一時 を終へ て熱い コー ヒー

を す す り 乍 ら 打 と け た 話 の 中 に ど れ 丈 教 へ ら

れたであらう。

終刊に当 り、部生活を顧みて感慨の一端を

記 し た 次 第 で あ る 。 余 り に 私 事 に 亘 り す ぎ た

事はお許しを願ふ次第である。

九州帝国大学法文会新聞部

部長 阿武 京二郎教授

顧問 安田 元助手

同 岡本 順一助手

委員 中村 英雄（経）

同 蓮尾 明（経）

同 西光 健次（法）

同 岡 茂男（経）
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