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決
戦
現
代
文
生
徒
用
問
題 

第
２
講
・
第
３
講 

 

西
洋
近
代
に
お
け
る
一
つ
の
①

カ
ッ
キ
テ
キ
な
新
し
い
出
来
事
と
し
て
、
数
学
に
基
づ
く
自
然
科
学
的
方
法
に
よ
る
自
然
世

界
の
発
見
と
並
ん
で
、
風
景
と
し
て
の
自
然
の
発
見
と
風
景
感
情
の
覚
醒
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

Ａ 
 

日
本

は
ど
う
か
、
と
言
い
ま
す
と
、
幕
末
の
開
港
―
―
明
治
維
新
の
変
革
と
共
に
、
西
洋
近
代
文
化
、
特
に
近
代
の
い
ろ
い
ろ
な
精

神
文
化
の
流
入
が
開
始
す
る
に
及
ん
で
、
ア

こ
れ
を
文
化
受
容
し
て
い
く
過
程
で
、
日
本
に
お
い
て
も
全
く
新
た
に
風
景
の
発

見
、
風
景
感
情
の
覚
醒
が
生
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
西
洋
近
代
の
精
神
文
化
の
②

イ
サ
ン
で

あ
り
ま
す
文
学
・
詩
・
西
洋
画
（
特
に
風
景
画)

・
建
築
・
博
物
学
・
地
理
学
・
山
岳
登
山
・
民
衆
芸
術
・
思
想
（
哲
学
）
、
更

に
そ
れ
ら
一
切
の
文
化
の
精
神
的
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
な
ど
の
日
本
へ
の
流
入
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

を
受
容
す
る
過
程
で
初
め
て
、
自
由
な
個
人
の
覚
醒
、
自
然
の
美
の
世
界
へ
の
心
的
覚
醒
が
日
本
人
に
生
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

日
本
人
は
初
め
て
、
風
景
の
発
見
・
風
景
感
情
の
覚
醒
へ
と
導
か
れ
た
の
で
し
た
。 

 

西
洋
近
代
の
物
質
的
文
明
の
方
面
に
つ
い
て
は
、
経
済
や
自
然
科
学
の
技
術
や
制
度
な
ど
、
す
べ
て
の
方
面
に
お
い
て
、
日

本
人
は
全
面
的
に
急
速
に
そ
れ
ら
を
摂
取
し
て
自
分
の
も
の
と
な
し
、
物
的
・
経
済
的
・
制
度
的
方
面
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

近
代
化
を
達
成
し
た
の
で
す
。
こ
の
点
で
日
本
人
は
極
め
て
優
秀
な
国
民
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ

れ
に
対
し
て
、
西
洋
近
代
の
諸
々
の
精
神
文
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
に
ま
で
深
く
入
っ
て
、
そ
れ
を
理
解
し
た

り
受
容
し
た
り
す
る
と
い
う
次
元
に
な
る
と
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
そ
こ
で
は
ス
レ
チ
ガ
イ
に
な
る
か
、
拒
否
さ
れ
る
か
、

そ
う
し
た
反
応
が
③

ク
り
返
し
起
こ
る
の
で
す
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ

の
よ
う
な
現
象
に
つ
き
ま
し
て
は
、 

 

Ｂ 
 

戦
前
の
日
本
（
仙
台
）
に
教
授
と
し
て
数
年
（
一
九
三
六
～
四
一
年
）
滞
在

し
た
こ
と
の
あ
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
次
の
よ
う
な
鋭
い
日
本
人
観
察
の
言
葉
が
、
そ
の
ま
ま
的
中
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

《
大
概
の
日
本
人
の
西
洋
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
聞
き
逃
さ
れ
な
い
イ

言
外
の
響
き
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
拒
絶
で
あ

る
》
。
日
本
人
は
、
《
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
今
や
ふ
た
た
び
己
れ
自
身
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
》
。
そ
れ
は
《
今
日
の
日
本
人
の
国

粋
主
義
的
な
願
望
》
の
現
れ
な
の
で
あ
り
、
《
日
本
の
自
己
愛
》
の
現
れ
な
の
で
あ
る
、
と
。
ま
た
こ
う
も
レ
ー
ヴ
イ
ッ
ト
は

言
っ
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
《
自
分
の
中
か
ら
自
由
に
歩
み
で
る
こ
と
》
が
で
き
た
国
民
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
ウ

《
そ
の
根
が
異
国
の
も
の
で
あ
っ
た
一
つ
の
世
界
を
己
れ
の
故
郷
》
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
。 

 

と
こ
ろ
で
、
日
本
人
の
物
質
主
義
的
・
現
実
主
義
的
傾
向
に
よ
っ
て
西
洋
近
代
の
物
質
文
明
と
進
歩
信
仰
の
一
面
的
・
情
熱

的
摂
取
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
西
洋
の
精
神
文
化
の
受
容
と
な
る
と
国
粋
主
義
的
ア
レ
ル
ギ
ー
の
反
応
が
起
こ
る
、
と
い

う
点
を
考
え
る
と
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
驚
か
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
感
動
深
く
あ
る
こ
と
は
、
エ

明
治
時
代
の
日
本
人
の
一
部
の

人
た
ち
が
初
め
て
体
験
す
る
西
洋
近
代
の
精
神
文
化
の
流
入
に
直
面
し
た
時
、
新
鮮
に
驚
き
、
自
己
を
空
し
く
し
て
学
び
と
ろ

う
と
努
力
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
成
果
と
し
て
、
精
神
文
化
の
各
方
面
に
お
い
て
は
、
近
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代
の
自
然
科
学
的
自
然
の
発
見
と
は
異
な
る
い
ま
一
つ
の
自
然
の
発
見
、
自
然
に
お
け
る
美
の
世
界
の
発
見
、
す
な
わ
ち
自
然

風
景
の
発
見
に
、
導
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

Ｃ 
 

こ
れ
は
、
明
治
の
初
期
に
す
ぐ
に
発
生
す
る
国
粋
主
義
的
・
日

本
主
義
的
反
動
の
層
の
厚
い
流
れ
の
中
で
、
そ
の
流
れ
に
抗
し
な
が
ら
生
じ
た
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
そ
の
こ
と
は
文
化
史
的
、

思
想
史
的
に
極
め
て
意
義
深
き
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
内
田
芳
明
氏
の
文
章
に
よ
る) 

 
 
 
(

注) 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
（
一
八
九
七
～
一
九
七
三
）
―
―
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
十
九
世
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
思
想
を
研
究
。
ナ
チ
ス
に
追

わ
れ
て
来
日
。 

 

問
一 

傍
線
①
、
②
、
③
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。 

 
 

問
二 

 
 

Ａ 
 

～ 
 

Ｃ 
 

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を

マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
 
 

１ 

つ
ね
に 

 
 

２ 

あ
る
い
は 

 

３ 

か
つ
て 

 
 

４ 

な
ぜ
な
ら 

 

５ 

だ
か
ら 

 
 
 

６ 

と
こ
ろ
で 

 

７ 

し
か
も 

 
 

８ 

い
よ
い
よ 

 

９ 

と
こ
ろ
が 

 

１
０ 

む
し
ろ 

 

問
三 

傍
線
ア
「
こ
れ
を
…
な
っ
た
の
で
す
」
と
あ
る
が
、
そ
の
時
日
本
の
知
識
人
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
だ
か
。
そ
れ
を
具
体
的
に

述
べ
て
い
る
部
分
を
、
本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
、
二
十
字
以
上
、
二
十
五
字
以
内
で
書
け
。 

 

問
四 

傍
線
イ
の
「
言
外
の
響
き
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー

ク
せ
よ
。 

 
 
 

１ 

こ
と
ば
の
な
か
に
深
い
叡
知
を
こ
め
る
こ
と 

 
 
 

２ 

こ
と
ば
に
頼
る
よ
り
も
心
を
重
ん
じ
る
こ
と 

 
 
 

３ 

こ
と
ば
で
意
志
表
示
を
せ
ず
沈
黙
を
守
る
こ
と 

 
 
 

４ 

は
っ
き
り
と
言
わ
な
い
が
、
そ
れ
と
な
く
知
ら
せ
る
こ
と 

 
 
 

５ 

こ
と
ば
を
無
視
し
て
態
度
で
あ
ら
わ
す
こ
と 

 

問
五 

傍
線
ウ
の
「
《
そ
の
根
が
…
で
き
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
も
の
か
。
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
次
の

な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
 
 

１ 

自
己
顕
示 

 

２ 

自
己
同
化 

 

３ 

自
己
疎
外 

 

４ 

自
己
本
位 

 

５ 

自
己
撞
着 
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問
六 

傍
線
エ
で
「
明
治
時
代
の
…
直
面
し
た
時
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
こ
で
は
「
日
本
人
の
一
部
の
人
た
ち
」
と
限
定
し
て
い
る
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
 
 

１ 

一
般
の
日
本
人
は
西
洋
の
物
質
文
化
の
摂
取
に
の
み
熱
心
で
西
洋
の
精
神
文
化
の
受
容
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら 

 
 
 

２ 

一
般
の
日
本
人
は
西
洋
の
精
神
文
化
の
受
容
の
経
験
が
な
く
、
そ
の
文
化
の
受
容
が
個
人
否
定
に
な
る
と
考
え
た
か
ら 

 
 
 

３ 

一
般
の
日
本
人
は
西
洋
の
物
質
文
化
の
摂
取
に
努
め
た
が
、
西
洋
の
精
神
文
化
に
は
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
し
た
か
ら 

 
 
 

４ 

一
般
の
日
本
人
は
西
洋
の
物
質
文
化
を
求
め
た
が
、
西
洋
の
精
神
文
化
の
受
容
で
は
自
国
の
文
化
に
満
足
し
た
か
ら 

 
 
 

５ 

一
般
の
日
本
人
は
保
守
的
傾
向
が
強
く
、
西
洋
の
物
質
文
化
・
精
神
文
化
の
ど
ち
ら
を
も
拒
否
し
た
か
ら 

 
 

問
七 

次
の
文
章
は
、
筆
者
が
本
文
に
続
け
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
小
島
烏
水
」
、
「
田
部
重
治
」
と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
高
名
な

山
岳
登
山
家
で
あ
っ
た
。 

 

Ｄ 
 

、 
 

Ｅ 
 

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
こ
と
ば
を
、
右
の
本
文
中
か
ら
そ
の

ま
ま
抜
き
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
二
字
で
書
け
。 

 
 
 
 

国
木
田
独
歩
に
し
て
も
、
徳
冨
蘆
花
に
し
て
も
、
ま
た
小
島
烏う

水す
い

に
し
て
も
田
部

た
な
べ

重
し
ゆ
う

治じ

に
し
て
も
、
明
治
と
い
う
時
代
の
知
識
人

が
、
自
然
に
対
し
て
い
か
に
若
々
し
く
初
々
し
い
心
を
も
っ
て
立
ち
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
か
、
そ
し
て
ま
た
西
洋
か
ら
流
入

し
て
く
る 

 

Ｄ 
 

の
も
ろ
も
ろ
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
詩
や
文
学
や
絵
画
（
風
景
画
）
や
学
問
・
思
想
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、

い
か
に
自
由
で
感
動
深
く
そ
れ
ら
を
受
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
な
魂
を
持
っ
て
い
た
か
、
を
私
た
ち
は
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
田
部
重
治
は
、
自
分
の
山
岳
へ
の
心
の
変
革
が
、
山
登
り
だ
け
の
影
響
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
田
部
が
こ
の
よ

う
に
風
景
感
情
の 

 

Ｅ 
 

に
ま
で
導
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
彼
自
身
述
べ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
、

ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
、
テ
ニ
ソ
ン
、
キ
ー
ツ
、
パ
イ
ロ
ン
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
な
ど
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
た
ち
の
そ
の
点
に
お
け
る
影
響
は
大
き
か

っ
た
の
で
す
。 

 
 

問
八 

本
文
の
表
題
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
 
 

１ 

明
治
維
新
の
変
革 

 
 
 
 
 
 

２ 

西
洋
の
文
化
と
日
本
の
文
化 

 
 
 

３ 

近
代
に
お
け
る
日
本
人
の
特
質 

 

４ 

日
本
に
お
け
る
近
代
化
の
達
成 

 
 
 

５ 

日
本
に
お
け
る
自
然
風
景
の
発
見 

 
 

問
九 

問
七
の
文
章
に
あ
る
徳
冨
蘆
花
の
作
品
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
 
 

１ 

道
草 

 

２ 

自
然
と
人
生 

 

３ 

破
戒 

 

４ 

人
間
失
格 

 

５ 

羅
生
門 

 

６ 

雁
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決

戦

現

代

文 

第

２

講 

 

西

洋

近

代

に

お

け

る

一

つ

の

①

カ

ッ

キ

テ

キ

な

新

し

い

出

来

事

と

し

て

、
数

学

に

基

づ

く

自

然

科

学

的

方

法

に

よ

る

自

然

世

界

の

発

見

と

並

ん

で

、
風

景

と

し

て

の

自

然

の

発

見

と

風

景

感

情

の

覚

醒

、
と

い

う

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。

 

Ａ 

日

本

は

ど

う

か

、

と

言

い

ま

す

と

、
幕

末

の

開

港

―

―

明

治

維

新

の

変

革

と

共

に

、
西

洋

近

代

文

化

、
特

に

近

代

の

い

ろ

い

ろ

な

精

神

文

化

の

流

入

が

開

始

す

る

に

及

ん

で

、
ア

こ

れ

を

文

化

受

容

し

て

い

く

過

程

で

、
日

本

に

お

い

て

も

全

く

新

た

に

風

景

の

発

見

、
風

景

感

情

の

覚

醒

が

生

起

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

す

。 

      

具

体

的

に

言

い

ま

す

と

西

洋

近

代

の

精

神

文

化

の

②

イ

サ

ン

で

あ

り

ま

す

文

学

・

詩

・

西

洋

画
（

特

に

風

景

画)

・
建

築
・
博

物

学
・
地

理

学
・
山

岳

登

山

・

民

衆

芸

術

・

思

想

（

哲

学

）

、

更

に

そ

れ

ら

一

切

の

文

化

の

精

神

的

基

礎

の

一

つ

で

あ

る

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

な

ど

の

日

本

へ

の

流

入

が

あ

っ

て

、
こ

れ

ら

を

受

容

す

る

過

程

で

初

め

て

、
自

由

な

個

人

の

覚

醒

、
自

然

の

美

の

世

界

へ

の

心

的

覚

醒

が

日

本

人

に

生

じ

、
こ

れ

に

よ

っ

て

日

本

人

は

初

め

て

、
風

景

の

発

見
・
風

景

感

情

の

覚

醒

へ

と

導

か

れ

た

の

で

し

た

。 
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西

洋

近

代

の

物

質

的

文

明

の

方

面

に

つ

い

て

は

、

経

済

や

自

然

科

学

の

技

術

や

制

度

な

ど

、
す

べ

て

の

方

面

に

お

い

て

、
日

本

人

は

全

面

的

に

急

速

に

そ

れ

ら

を

摂

取

し

て

自

分

の

も

の

と

な

し

、
物

的

・

経

済

的

・

制

度

的

方

面

に

お

い

て

、
い

わ

ゆ

る

近

代

化

を

達

成

し

た

の

で

す

。
こ

の

点

で

日

本

人

は

極

め

て

優

秀

な

国

民

で

あ

る

こ

と

を

証

明

し

た

の

で

し

た

。
と

こ

ろ

が

こ

れ

に

対

し

て

、
西

洋

近

代

の

諸

々

の

精

神

文

化

に

つ

い

て

は

、
そ

の

本

質

的

な

部

分

に

ま

で

深

く

入

っ

て

、
そ

れ

を

理

解

し

た

り

受

容

し

た

り

す

る

と

い

う

次

元

に

な

る

と

、

一

般

的

な

傾

向

と

し

て

、

そ

こ

で

は

ス

レ

チ

ガ

イ

に

な

る

か

、
拒

否

さ

れ

る

か

、

そ

う

し

た

反

応

が

③

ク

り

返

し

起

こ

る

の

で

す

。 

     

な

ぜ

こ

う

い

う

こ

と

が

起

こ

る

の

か

、
と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

で

す

が

、
こ

の

よ

う

な

現

象

に

つ

き

ま

し

て

は

、 

Ｂ 

戦

前

の

日

本
（

仙

台

）
に

教

授

と

し

て

数

年
（

一

九

三

六

～

四

一

年

）
滞

在

し

た

こ

と

の

あ

る

レ

ー

ヴ

ィ

ッ

ト

の

次

の

よ

う

な

鋭

い

日

本

人

観

察

の

言

葉

が

、
そ

の

ま

ま

的

中

し

て

い

る

と

思

う

の

で

す

。
《

大

概

の

日

本

人

の

西

洋

に

対

す

る

関

係

に

お

い

て

聞

き

逃

さ

れ

な

い

イ

言

外

の

響

き

は

、
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

対

す

る

拒

絶

で

あ

る

》

。

日

本

人

は

、

《

あ

ら

ゆ

る

領

域

で

今

や

ふ

た

た

び

己

れ

自

身

に

な

ろ

う

と

欲

す

る

》
。
そ

れ

は
《

今

日

の

日

本

人

の

国

粋

主

義

的

な

願

望

》
の

現

れ

な

の

で

あ

り

、
《

日

本

の

自

己

愛

》
の

現

れ

な

の

で

あ

る

、
と

。
ま

た

こ

う

も

レ

ー

ヴ

イ

ッ

ト

は

言

っ

て

い

ま

す

。
ギ

リ

シ

ア

人

は

、

《

自

分

の

中

か

ら

自

由

に

歩

み

で

る

こ

と

》

が

で

き

た

国

民

で

あ

っ

て

、
ま

さ

に

こ

の

こ

と

に

よ

っ

て

ウ
《

そ

の

根

が

異

国

の

も

の

で

あ

っ

た

一

つ

の

世

界

を

己

れ

の

故

郷

》
と

す

る

こ

と

が

で

き

た

、
と

。 
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と

こ

ろ

で

、
日

本

人

の

物

質

主

義

的

・

現

実

主

義

的

傾

向

に

よ

っ

て

西

洋

近

代

の

物

質

文

明

と

進

歩

信

仰

の

一

面

的
・
情

熱

的

摂

取

が

な

さ

れ

た

の

に

対

し

て

、
西

洋

の

精

神

文

化

の

受

容

と

な

る

と

国

粋

主

義

的

ア

レ

ル

ギ

ー

の

反

応

が

起

こ

る

、
と

い

う

点

を

考

え

る

と

、

そ

れ

だ

け

に

一

層

驚

か

さ

れ

る

こ

と

、

ま

た

感

動

深

く

あ

る

こ

と

は

、
エ

明

治

時

代

の

日

本

人

の

一

部

の

人

た

ち

が

初

め

て

体

験

す

る

西

洋

近

代

の

精

神

文

化

の

流

入

に

直

面

し

た

時

、
新

鮮

に

驚

き

、
自

己

を

空

し

く

し

て

学

び

と

ろ

う

と

努

力

し

た

こ

と

が

あ

る

と

い

う

事

実

で

す

。
そ

し

て

そ

の

こ

と

の

成

果

と

し

て

、
精

神

文

化

の

各

方

面

に

お

い

て

は

、

近

代

の

自

然

科

学

的

自

然

の

発

見

と

は

異

な

る

い

ま

一

つ

の

自

然

の

発

見

、
自

然

に

お

け

る

美

の

世

界

の

発

見

、
す

な

わ

ち

自

然

風

景

の

発

見

に

、
導

か

れ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。 

  

 

Ｃ 

こ

れ

は

、
明

治

の

初

期

に

す

ぐ

に

発

生

す

る

国

粋

主

義

的
・
日

本

主

義

的

反

動

の

層

の

厚

い

流

れ

の

中

で

、
そ

の

流

れ

に

抗

し

な

が

ら

生

じ

た

の

で

し

た

。
で

す

か

ら

そ

の

こ

と

は

文

化

史

的

、
思

想

史

的

に

極

め

て

意

義

深

き

出

来

事

だ

っ

た

と

言

え

る

で

し

ょ

う

。

（

内

田

芳

明

氏

「

風

景

の

発

見

」)
 

 (

注)

レ

ー

ヴ

ィ

ッ

ト

（

一

八

九

七

～

一

九

七

三

） 

―

―

ド

イ

ツ

の

哲

学

者

。
十

九

世

紀

以

降

の

ド

イ

ツ

思

想

を

研

究

。

ナ

チ

ス

に

追

わ

れ

て

来

日

。 
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決
戦
現
代
文
第
２
講 

要
約 

 

西
洋
近
代
の
精
神
文
化
を
受
容
す
る
過
程
で
、
日
本
に
も
、 

 
 
 
 

の
発

見
と 

 
 
 
 

が
生
起
し
た
。
つ
ま
り 

 
 
 
 

の
覚
醒
、 

 
 
 
 

へ

の
心
的
覚
醒
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
西
洋
近
代
の 

 
 
 
 

に
お
い
て
は
近
代

化
を
達
成
し
た
が
、 

 
 
 
 

に
つ
い
て
は
、
ス
レ
チ
ガ
イ
ま
た
は
拒
否
ば
か

り
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
言
外
の

響
き
す
な
わ
ち 

 

※ 
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、 

 
 
 
 

の
反
応
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
流
れ
に
抗
し
、
自
己
を
空
し
く
し
て
学
び
と
ろ
う
と
し
た
努

力
の
成
果
と
し
て
の
自
然
風
景
の
発
見
は
、
意
義
深
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。 

  

語
群 

 
 

精
神
文
化
・
自
然
の
美
・
自
由
な
個
人
・
風
景
感
情
の
覚
醒 

国
粋
主
義
的
ア
レ
ル
ギ
ー
・
物
質
文
明
・
風
景
と
し
て
の
自
然 

  

（
注
）
※
は
自
分
で
考
え
て
入
れ
る
こ
と
。 

 


