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広
島
大
学
（
前
期
日
程
）
小
論
文 

解
答
例 

題
（
タ
イ
ト
ル
）…

西
洋
と
東
洋
の
時
間
感
覚 

  

西
洋
の
時
間
感
覚
は
直
線
的
で
あ
り
、
東
洋
の
時
間
感
覚
は
循
環
的
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
時
間
感
覚
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
世
界
観
、
宗

教
観
に
準
拠
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
は
、
天
地
創
造
に
始
ま
り
最

後
の
審
判
に
終
わ
る
、
始
点
と
終
点
が
明
確
な
直
線
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

直
線
は
一
定
の
速
度
で
進
行
す
る
も
の
で
、
一
定
間
隔
で
等
分
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
機
械
時
計
が
普
及
し
て
以
降
の
西
洋
で
、
定
時
法
が
一

般
化
し
た
（
資
料
二
）
の
も
当
然
で
あ
る
。
時
間
は
誰
に
と
っ
て
も
ど
ん

な
場
合
で
も
一
定
の
速
度
で
進
行
す
る
こ
と
は
、
一
神
教
、
す
な
わ
ち
ひ

と
つ
の
法
則
が
世
界
を
あ
ま
ね
く
照
ら
し
て
い
る
と
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
と
っ
て
は
、
疑
い
の
余
地
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
幕
末

の
日
本
を
訪
れ
た
西
洋
人
は
、
日
本
人
の
時
間
観
に
戸
惑
い
を
抱
い
た
。 

一
方
仏
教
的
世
界
観
は
、
輪
廻
転
生
の
発
想
に
も
と
づ
く
循
環
的
な
も

の
だ
。
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
「
作
付
け
か
ら
収
穫
ま
で
を
一
年
と
す

る
サ
イ
ク
ル
」（
資
料
四
）
を
持
つ
農
耕
文
化
で
あ
る
。
木
々
は
一
年
の
サ

イ
ク
ル
で
花
を
咲
か
せ
、
実
を
つ
け
る
。
同
様
に
「
常
世
の
国
」
に
旅
立

っ
た
先
祖
の
魂
も
、
年
に
二
度
は
「
村
へ
戻
つ
て
来
る
」
。
ま
た
こ
の
一
年

の
サ
イ
ク
ル
の
中
の
時
間
の
進
行
も
一
定
で
は
な
い
。
不
定
時
法
に
お
い

て
は
、
昼
間
の
時
間
の
進
み
方
と
夜
間
の
時
間
の
進
み
方
は
異
な
る
。
季

節
に
よ
っ
て
時
間
の
長
さ
も
変
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
が
当
た
り
前
だ

っ
た
と
こ
ろ
に
、
西
洋
的
な
時
間
規
律
が
一
方
的
に
「
正
し
い
」
も
の
と

し
て
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
間
規
律
が
、
現
代
に
至
る
ま
で
日

本
人
の
行
動
や
考
え
方
を
規
定
し
て
い
る
。 

だ
が
そ
の
西
洋
的
時
間
感
覚
は
本
当
に
、
誰
に
と
っ
て
も
ど
ん
な
場
合

で
も
「
正
し
い
」
と
言
え
る
の
か
。
そ
こ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
が
資

料
一
で
あ
る
。
西
洋
的
時
間
感
覚
は
直
線
的
で
あ
り
、
一
定
間
隔
で
進
行

し
、
等
分
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
が
、
等
分
し
て
い
る
の
は
神
な
ら

ぬ
人
間
で
あ
る
。
一
定
間
隔
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
基
準
は
、
本
当
は
一

定
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
相
対
性
理
論
を
初
め
と
し
た
二
十
世
紀
に
お

け
る
諸
発
見
も
、
こ
の
西
洋
的
時
間
感
覚
に
相
対
化
を
迫
っ
た
。 

し
か
し
相
対
性
理
論
の
発
見
か
ら
百
年
が
た
っ
て
も
、
現
代
人
の
時
間

規
律
は
変
わ
ら
な
い
。
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
時
間
の
節
約
や
時
間
厳
守

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
人
々
の
視
野
は
狭

く
短
期
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
も
あ
る
。
そ
れ
で

は
東
洋
的
な
時
間
感
覚
を
取
り
入
れ
る
べ
き
か
と
い
え
ば
、
現
代
社
会
に

お
い
て
不
定
時
法
の
よ
う
な
基
準
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
も
困
難
で
あ
る
。

ま
た
資
料
二
で
示
さ
れ
た
「
長
い
今
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
、
西
洋

的
発
想
だ
。
一
定
間
隔
で
時
を
刻
み
続
け
る
と
い
う
発
想
は
そ
の
ま
ま
で
、

稼
働
時
間
を
の
ば
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
本
当
に
人
類
の
視
野

を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
生
ま
れ
死
に
、
同
じ

こ
と
を
繰
り
返
し
続
け
る
循
環
的
な
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
、
長
期
的
な
持
続

可
能
性
を
探
る
た
め
に
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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タ
イ
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ル
）…

時
間
と
感
覚
を
共
有
す
る
「
私
た
ち
」
の
中
で
「
文

化
」
が
生
ま
れ
る 

  

資
料
四
で
は
、
折
口
が
大
正
時
代
の
沖
縄
で
の
生
活
を
「
歴
史
が
な
か

つ
た
」
と
評
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
付
け
か
ら
収

穫
ま
で
を
一
年
と
す
る
循
環
的
な
時
間
意
識
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
折

口
は
、
そ
の
意
識
が
「
ヤ
マ
ト
の
古
代
」
に
お
け
る
原
初
的
な
時
間
意
識

と
等
質
だ
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
後
に
な
っ
て
一
年
を
中
元
の
時

期
を
境
に
二
分
し
（
両
分
制
）
、
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
の
大
祓
の
よ
う
に

季
節
に
応
じ
て
同
様
の
行
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
。 

 

一
方
、
資
料
二
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
お
雇
い
外
国
人
技
術
者
の
ほ
と
ん

ど
が
、
共
通
し
て
日
本
人
の
時
間
感
覚
、
そ
の
悠
長
さ
に
悩
ま
さ
れ
て
い

た
。
日
本
人
の
職
人
た
ち
は
時
間
を
守
ら
ず
、「
ま
る
で
時
計
の
時
間
と
は

無
関
係
に
物
事
が
進
行
す
る
」
仕
事
ぶ
り
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
背
景
に

は
「
不
定
時
法
」
で
時
間
を
計
っ
て
い
た
江
戸
時
代
ま
で
の
生
活
が
あ
る
。

不
定
時
法
は
、
昼
間
の
時
間
と
夜
間
の
時
間
を
六
等
分
し
て
表
す
も
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
計
ら
れ
る
「
二
時
間
」
は
季
節
に
よ
っ
て
異
な
り
、

明
治
の
お
雇
い
外
国
人
技
術
者
、
ま
た
現
代
の
私
た
ち
が
従
っ
て
い
る
時

計
で
計
ら
れ
る
「
二
時
間
」
と
は
一
致
し
な
い
。
随
分
と
不
正
確
な
時
間

表
示
法
だ
が
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
人
の
生
活
で
は
「
感
覚
」

に
合
っ
て
い
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。 

資
料
四
の
時
間
感
覚
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
、
こ
の
「
不
定
時
法
」
の
主

な
関
心
は
昼
間
と
夜
間
の
「
循
環
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
陽

が
昇
っ
て
、
そ
し
て
沈
む
、
そ
の
繰
り
返
し
が
一
年
を
構
成
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
循
環
が
城
下
町
や
村
の
域
内
で
生
活
す
る
人
々
の
間
で
は
き
ち

ん
と
共
有
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
と
き
に
日
昇
と
日
没
を
見
て
、
同
じ
お
寺

の
鐘
を
聞
き
、「
今
何
時
」
か
の
答
え
が
共
通
す
る
、
そ
の
範
囲
が
同
じ
時

間
感
覚
を
持
つ
「
私
た
ち
」
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

「
私
た
ち
」
の
域
内
で
問
題
が
生
じ
な
い
限
り
は
、
日
本
人
は
の
ん
び
り
、

悠
長
な
時
間
感
覚
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
時
間
や
空
間
を
共
有
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
何
か

を
捉
え
る
「
感
覚
」
が
共
通
す
る
と
こ
ろ
に
芽
生
え
る
も
の
を
そ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
文
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
資
料
五
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
子
供
た
ち
の
様
子
を
見

て
み
よ
う
。
最
初
は
本
人
の
状
態
や
環
境
の
た
め
に
問
題
行
動
が
目
立
ち
、

「
私
た
ち
」
に
入
れ
な
い
の
だ
ろ
う
子
供
た
ち
が
各
々
に
ノ
イ
ズ
を
発
し

て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
メ
ン
バ
ー
と
同
じ
時
間
と
空
間
に
い
て
、
お
互

い
に
声
が
届
く
よ
う
な
距
離
で
過
ご
し
て
い
る
中
で
、
彼
ら
の
リ
ズ
ム
は

調
和
し
始
め
る
。
そ
し
て
ク
ラ
ス
全
体
が
「
一
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
を
奏

で
て
い
る
か
の
よ
う
な
場
と
な
っ
た
。
現
代
の
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を

以
っ
て
す
れ
ば
、
時
間
的
、
ま
た
空
間
的
な
隔
た
り
は
問
題
と
な
ら
ず
、

非
常
に
広
い
範
囲
で
「
私
た
ち
」
を
維
持
で
き
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

い
る
。
資
料
二
の
い
う
「
現
代
の
日
本
人
」
の
多
く
は
そ
う
信
じ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、「
私
た
ち
」
が
現
実
に
同
じ
場
で
共
に
い
る
こ
と
で
、
よ
り

よ
く
何
か
を
生
み
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。 
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現
代
人
が
経
験
す
る
新
し
い
時
間
世
界 

  

資
料
三
に
よ
る
と
、
た
と
え
同
じ
空
間
を
生
き
て
い
て
も
、
私
た
ち
は

年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
時
間
を
生
き
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
電
車
で

隣
り
合
わ
せ
た
小
学
生
や
お
年
寄
り
と
私
は
、
同
じ
時
間
を
経
験
し
て
い

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
六
歳
の
私
と
十
八
歳
の
私
と
八
十
歳
の
私
で
は
、

全
く
異
な
る
時
間
を
生
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
私
は
、
奇
妙
な
感
覚
を
抱

い
た
。
そ
の
奇
妙
さ
は
単
に
人
間
が
等
間
隔
の
時
間
を
生
き
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
全
く
異
な
る
リ
ズ
ム
を
刻
む
大
勢
の
人
間
が
、

同
じ
時
間
の
尺
度
で
平
然
と
生
き
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
に
疑
い
を

持
つ
こ
と
な
く
生
き
て
き
た
こ
と
に
、
奇
妙
さ
を
覚
え
た
の
だ
。 

 

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
の
外
に
あ
る
、
尺
度
と
し
て
の
時
間
が
刻
む
リ
ズ

ム
は
一
定
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
感
と
し
て
は
、
正
確
な
電
波
時
計
や
ス
マ

ホ
時
計
を
基
準
に
、
私
は
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
資
料
一

に
よ
る
と
、
そ
の
信
頼
も
疑
わ
し
く
な
る
。
一
定
間
隔
と
は
絶
対
的
な
も

の
で
は
な
く
、「
何
か
を
一
定
だ
と
仮
定
し
た
と
き
、
他
の
現
象
が
一
定
で

あ
る
と
か
、
な
い
と
か
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」（
資
料
一
）
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
日
本
で
は
、
日
本
標
準
時
で
手
持
ち

の
時
計
や
体
内
時
計
を
矯
正
し
、
時
間
厳
守
で
生
活
し
て
い
る
。 

 

こ
の
尺
度
は
、
日
本
国
内
に
遍
く
通
用
し
て
い
る
。
北
海
道
は
広
島
と

比
べ
て
日
が
は
や
く
暮
れ
る
が
、
国
民
の
行
動
は
、
一
律
の
時
間
で
規
制

さ
れ
る
。
貨
幣
、
言
語
、
法
と
同
様
に
時
間
も
ま
た
、
権
力
が
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
、
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
、
国
民
が
従
う
べ
き
規
範
だ
。
つ
ま
り
、

現
代
日
本
に
お
け
る
尺
度
と
し
て
の
時
間
を
「
一
定
だ
と
仮
定
」
し
、
尺

度
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
国
家
権
力
で
あ
る
。
近
代
以
前
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
日
本
で
も
、
権
力
が
時
計
を
管
理
し
支
配
し
て
き
た
こ
と
が
、
そ

れ
ぞ
れ
資
料
一
、
資
料
二
か
ら
う
か
が
え
る
。
し
か
し
近
代
以
前
の
時
間

が
ゆ
る
や
か
に
伸
び
縮
み
す
る
「
不
正
確
」
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
べ

て
、
近
代
国
家
成
立
以
後
、
時
間
は
物
理
的
距
離
を
超
え
、
国
土
を
均
質

な
時
間
で
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
時
間
の
節
約
」
や
「
時

間
厳
守
」
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
資
料
二
）
、
つ
い
に
現
代
人
は
、

「
近
視
的
」
だ
が
近
未
来
の
た
め
に
、
今
を
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例

え
ば
、
将
来
の
就
職
の
た
め
に
は
望
む
大
学
で
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、
そ
の

入
学
試
験
を
突
破
す
る
た
め
の
受
験
勉
強
は
、
と
り
あ
え
ず
自
分
が
本
当

に
学
び
た
い
こ
と
を
い
っ
た
ん
脇
に
お
く
こ
と
で
し
か
取
り
組
め
な
い
。

○
年
後
と
い
う
具
体
的
な
将
来
時
間
を
見
越
し
て
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
た

今
を
生
き
る
生
活
を
当
た
り
前
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、「
時
は
金
な

り
」
と
い
う
効
率
主
義
（
資
料
二
）
に
従
う
し
か
な
く
な
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
デ
ジ
タ
ル
空
間
が
世
界
中
を
覆
い
尽
く
す
よ
う
に
な
っ
た

現
在
、
国
家
に
よ
る
時
間
世
界
は
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
オ

ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
や
ア
バ
タ
ー
が
活
躍
す
る
仮
想
世
界
、
Ｖ
Ｒ
の
世
界
や

配
信
番
組
の
席
巻
は
、
も
は
や
、
国
家
が
強
制
す
る
時
間
の
規
範
が
支
配

的
で
は
な
く
な
り
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
幸
か
不
幸
か
、
一

万
年
時
計
（
資
料
二
）
な
ど
作
ら
ず
と
も
、
私
た
ち
は
、
現
実
と
は
異
な

る
位
相
で
成
立
し
た
時
間
世
界
を
生
き
始
め
た
の
で
あ
る
。 
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広
島
大
学
（
前
期
日
程
）
小
論
文 

解
答
例 

題
（
タ
イ
ト
ル
）…

あ
る
べ
き
姿
の
基
準
は
一
つ
で
は
な
い 

  

大
人
に
な
る
と
子
供
の
頃
よ
り
一
年
が
短
く
感
じ
る
。
大
人
に
な
る
に

つ
れ
て
タ
ン
パ
ク
質
の
新
陳
代
謝
速
度
が
落
ち
、
体
内
時
計
が
徐
々
に
遅

く
な
る
の
に
対
し
て
物
理
的
時
間
が
一
定
で
あ
る
た
め
、
感
じ
る
時
間
に

対
し
て
物
理
的
時
間
が
短
く
な
る
か
ら
だ
と
資
料
三
は
述
べ
て
い
る
。
新

陳
代
謝
速
度
に
は
個
人
差
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
考
え
に
従
う
な
ら

子
ど
も
同
士
で
あ
っ
て
も
、
代
謝
速
度
に
よ
っ
て
時
間
の
感
じ
方
は
変
わ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
学
校
生
活
は
多
く
の
場
合
、
時
計
が
刻

む
一
定
の
テ
ン
ポ
に
合
わ
せ
て
進
ん
で
い
く
。
資
料
五
で
筆
者
は
「
一
番

大
変
な
ク
ラ
ス
」
と
紹
介
さ
れ
た
学
級
の
授
業
を
見
学
し
て
い
る
。
筆
者

は
見
学
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
が
持
つ
リ
ズ
ム
が
ク
ラ

ス
全
体
と
し
て
は
カ
オ
ス
あ
る
い
は
文
字
通
り
の
ノ
イ
ズ
と
な
る
と
述
べ

て
い
る
。
あ
る
ク
ラ
ス
を
「
一
番
大
変
」
と
判
断
し
た
り
、
あ
る
状
況
を

カ
オ
ス
や
ノ
イ
ズ
と
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
正
当
性
を
も

つ
評
価
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

何
か
を
測
る
た
め
に
は
基
準
が
必
要
だ
。
例
え
ば
時
計
が
正
確
に
一
定

の
間
隔
を
刻
ん
で
い
る
か
を
判
断
す
る
場
合
に
は
、
判
断
さ
れ
る
時
計
と

は
別
の
何
か
を
基
準
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
資
料
一
で
あ
げ
ら

れ
る
基
準
は
ど
れ
も
、
正
確
に
一
定
の
間
隔
を
刻
む
も
の
と
は
言
い
難
い
。

ガ
リ
レ
イ
が
振
子
の
等
時
性
を
発
見
し
た
と
き
、
時
間
を
測
る
基
準
と
し

た
と
さ
れ
る
脈
拍
は
常
に
一
定
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
で
も
振
子
の
等
時

性
が
発
見
で
き
た
の
は
、
振
子
運
動
に
か
か
る
時
間
を
測
る
た
め
の
基
準

と
し
て
一
定
間
隔
を
刻
む
と
仮
定
さ
れ
る
こ
と
で
十
分
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
振
子
の
等
時
性
は
他
の
手
段
で
振
子
が
動
く
時
間
間
隔
を
測
っ
た
と

し
て
も
発
見
さ
れ
得
た
だ
ろ
う
。 

授
業
風
景
に
調
和
が
あ
る
か
を
判
断
す
る
基
準
は
、
授
業
を
評
価
す
る
た

め
に
測
る
基
準
と
し
て
機
能
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
唯
一
の
基
準
を
求
め

る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
授
業
風
景
や
生
徒
の
評
価
結
果
は
、
基

準
を
ど
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
基
準
の
も

と
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
善
さ
が
、
基
準
を
変
え
る
こ
と
で

み
え
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
他
の
ク
ラ
ス
の
状
況
と
比
較
し
て
一
番
大
変

か
ど
う
か
を
判
断
し
、
特
定
の
理
想
像
の
も
と
で
授
業
の
在
り
方
を
判
断

し
た
の
で
は
評
価
し
き
れ
な
い
善
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
担
任
や
副
担
任
が

生
徒
ら
の
語
り
を
聴
き
取
り
、
そ
う
し
た
関
係
を
重
ね
る
こ
と
で
授
業
風

景
に
変
化
が
生
ま
れ
た
と
資
料
五
は
述
べ
て
い
る
。
一
人
ひ
と
り
の
語
り

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
、
教
室
が
生
徒
の
居
場
所
に
な
っ
た
こ
と
は
変
化

の
一
因
で
あ
ろ
う
。
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
仕
方
で
一
つ
の
時

間
を
共
有
す
る
こ
と
を
ポ
リ
リ
ズ
ム
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

授
業
設
計
の
違
い
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
語
り
と
傾
聴
を
通

じ
て
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
を
基
準
と
す
る
こ
と
で
彼
ら
の
善
さ
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
た
の
だ
。 
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