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家
庭
教
師
は
そ
の
人
選
が
む
ず
か
し
い
。
教
師
が
厳
し
い
と
子
ど
も
の
成
績

向
上
に
は
有
利
だ
が
、
長
く
は
続
か
な
い
。
や
さ
し
く
す
れ
ば
教
師
自
身
に
は

有
利
だ
が
、
親
の
期
待
に
そ
む
く
。 

 

最
近
、
あ
る
大
物
が
家
庭
教
師
を
雇
っ
て
子
ど
も
を
教
え
さ
せ
た
。
時
が
た

っ
て
も
学
業
が
進
歩
せ
ず
、
教
師
は
恐
縮
の
あ
ま
り
辞
職
し
よ
う
と
し
た
。
こ

れ
を
悟
っ
た
雇
い
主
は
、
教
師
に
酒
を
ふ
る
ま
い
、
名
望
家

め
い
ぼ
う
か

の
跡
継
ぎ
は
た
い

て
い
不
肖
者

ふ
し
ょ
う
も
の

な
の
だ
と
、
昔
か
ら
の
例
を
列
挙
し
て
言
っ
た
。「
名
声
は
時
代
を

問
わ
ず
最
高
の
物
な
の
で
、
万
物
の
創
造
主
は
こ
れ
を
惜
し
む
。
だ
か
ら
、
前

の
者
が
名
声
を
多
く
獲
得
す
れ
ば
、
後
の
者
は
も
う
こ
れ
を
手
に
い
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。」
教
師
は
（
子
ど
も
の
成
績
が
伸
び
な
く
て
も
解
雇
さ
れ
な
い
と
）

悟
り
、
そ
の
後
は
す
っ
か
り
気
が
楽
に
な
っ
た
。 

 

張
ち
ょ
う

無
垢

む

こ

う

は
言
う
。「
私
は
そ
の
家
の
子
ど
も
を
見
て
、
素
直
で
つ
つ
し
み
深

く
優
秀
で
あ
れ
ば
、
普
通
の
人
が
宝
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
無
く
し
た
り
傷
つ

け
た
り
す
る
の
を
心
配
す
る
だ
け
で
な
く
、
絶
対
に
そ
の
子
を
出
世
さ
せ
て
や

り
た
い
と
思
う
。
だ
か
ら
子
ど
も
を
教
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、（
報
酬
が
少
な
け

れ
ば
手
を
抜
こ
う
な
ど
と
い
っ
た
）
ご
ま
か
す
気
持
ち
な
ど
一
切
起
き
な
い
。



子
ど
も
が
ひ
ね
く
れ
て
冷
酷
で
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
子
の
た
め
に
善
を
勧 す

す

め

て
悪
を
戒

い
ま
し

め
、
大
き
な
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
も
そ
の
子
を
感
化
し
て
導
く
。

こ
の
こ
と
を
私
は
い
つ
も
実
行
し
よ
う
と
願
っ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
が
他
の
教
師
た
ち
は
教
育
に
際
し
、
雇
い
主
か
ら
も
ら
う
報
酬
の

厚
薄

こ
う
は
く

に
よ
っ
て
、
一
生
懸
命
に
な
る
か
手
を
抜
く
か
を
決
め
て
い
る
。
ま
っ
た

く
お
笑
い
草 ぐ

さ

だ
。」
張
無
垢

む

こ

う

の
気
概
は
誠
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
尊
敬
す
べ
き
で

あ
る
。
※
だ
か
ら
張
無
垢
の
よ
う
な
人
物
を
家
庭
教
師
に
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ

は
む
ず
か
し
い
も
の
だ
＝
難 か

た

し
と
す
原
文1

行
目

。 

訳
注 

１ 

家
塾
を

典
つ
か
さ
ど

る
：
家
庭
教
師
を
雇
っ
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
。
※
当
時
（
南

宋

1
1
2
7

～1
2
7
9

年

）
科
挙
の
試
験
を
受
け
る
の
は
「
士
大
夫

し

た

い

ふ

」
と
言
わ
れ
る
金
持
ち

で
あ
り
、
家
庭
教
師
を
雇
っ
て
自
宅
で
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
受
験
教
育
を
施

す
。 

２ 

招
ま
ね
ク

レ

客
き
ゃ
く
ヲ

：
外
部
か
ら
人
材
を
採
用
す
る
こ
と
。 

３ 

士
人

し

じ

ん

：
知
識
人
。
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
子
ど
も

を
教
育
す
る
程
度
の
学
識
は
も
っ
て
い
る
者
が
家
庭
教
師
と
な
る
。 

４ 

人
家
：
他
人 



５ 
今 い

ま

：「

学
ま
な
ン
デ

レ

古 い
に
し
え
ヲ 

非 そ
し
ル

レ

今 い
ま
ヲ（『

史
記
』
焚
書

ふ
ん
し
ょ

坑
儒

こ
う
じ
ゅ

の
一
節
か
ら
の
造
語
）」

の
が
儒
教
の
基
本
。
し
た
が
っ
て
「
今
」
は
批
判
の
対
象
と
な
る
眼
前
の
社
会

現
象
を
指
す
の
が
通
例
。 

６ 

乃
す
な
わ

ち
：
か
え
っ
て
、
反
対
に
。 

音
読
用
書
き
下
し
文 

 

家 か

塾
じ
ゅ
く

を

典
つ
か
さ
ど

る
は
其 そ

の
人
を
難 か

た

し
と
す
。
厳 げ

ん

な
れ
ば
則

す
な
わ

ち
子
弟
に
利
あ
る

も
久
し
く
す
る
能 あ

た

は
ず
、
狎 な

る
れ
ば
則
ち
己

お
の
れ

に
利
あ
る
も
其
の
父
兄
の
託 た

く

に
負 そ

む

く
。 

 

頃
こ
の
ご
ろ

、
一 い

ち

鉅
公

き
ょ
こ
う

客
き
ゃ
く

を
招
き
子
を
訓 お

し

へ
し
む
。
積 せ

き

日 じ
つ 

業
ぎ
ょ
う

進
ま
ず
、
踧

踖

し
ゅ
く
せ
き

と

し
て
退

し
り
ぞ

か
ん
と
欲 ほ

っ

す
。
鉅
公

き
ょ
こ
う

之 こ
れ

を
覚 さ

と

り
て
、
置
酒

ち

し

ゅ

し
、
汎 ひ

ろ

く
昔
よ
り
名
流
の
後
嗣

こ

う

し

類
お
お
む
ね

振 ふ
る

は
ざ
る
を
引
き
、
且 か

つ
曰 い

は
く
、「
名 な

者 は

、
古
今
の
美
器
に
し
て
、
造
物

者
深
く
之 こ

れ

を
吝 お

し
む
。
前
人
之

ぜ
ん
じ
ん
こ
れ

を
取
る
こ
と
多
け
れ
ば
、
後
人

こ
う
じ
ん

豈 あ

に
応 ま

さ

に
復 ま

た
得 う

べ
け
ん
や
。」
と
。
士
人

し

じ

ん

解
悟

か

い

ご

し
、
其 そ

の
迹 あ

と

遂 つ
い

に
安 や

す

し
。 

 

張
ち
ょ
う

無
垢

む

こ

う

云 い

ふ
、「

某
そ
れ
が
し

人
家

じ

ん

か

の
子
弟
の
醇

謹

じ
ゅ
ん
き
ん

及 お
よ

び
俊

敏

し
ゅ
ん
び
ん

な
る
者
を
見
れ
ば
、

之 こ
れ

を
愛
す
る
こ
と
啻 た

だ
に
常

人

じ
ょ
う
じ
ん

の
宝

た
か
ら

を
愛
す
る
が
ご
と
く
、
唯 た

だ
其
の
埋
没

ま
い
ぼ
つ

及
び
之 こ

れ

を
損
傷
す
る
を
恐
る
る
の
み
な
ら
ず
、
必
ず
之 こ

れ

を
し
て
尊 そ

ん

貴 き

の
所
に
在 あ

ら
し
め
ん
と
欲 ほ

っ

す
。
故 ゆ

え

に
人
家

じ

ん

か

の
子
弟
を
教
ふ
る
に
、
敢 あ

へ
て
一
点
の
欺 ぎ

心 し
ん

も
萌 き

ざ

さ
ず
。
其 そ

の
鄙
下

ひ

か

刻
薄

こ
く
は
く

も
、
亦 た

た
為 た

め

に
勧
戒

か
ん
か
い

し
太
息

た
い
そ
く

し
て
之 こ

れ

を
感
誘

か
ん
ゆ
う

す
。
此 こ

れ



平
生

へ
い
せ
い

為 な

さ
ん
と
楽 ね

が

ふ
所
の
者
な
り
。
今 い

ま

子
弟
を
教
ふ
る
に
、
乃

す
な
わ

ち
主
人
の
厚
薄

を
以
て
隆
殺
を
為
す
、
亦
た
笑
ふ
べ
し
。」
と
。
渾
然
た
る
忠
厚
の
気
、
敬
し
て

之
を
仰
ぐ
べ
し
。 

注
：
勧
戒
太
息
：
問
題
文
は
「
勧
戒
太
息
し
て
」
と
読
ん
で
い
る
が
、「
勧
戒
太

息
」
と
い
う
四
字
熟
語
は
存
在
せ
ず
、「
太
息
」
は
次
の
「
感
誘
」
と
あ
わ
せ
て

意
味
を
な
す
。
そ
こ
で
音
読
用
書
き
下
し
文
で
は
「
勧
戒
し
」
と
読
ん
だ
。 

解
説 

【
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
見
る 

 

「
家
塾
（
私
設
の
塾
注
１

）
を
つ
か
さ
ど
る
は
、
そ
の
人
を
困

難
し
と
す
。」
こ

れ
以
降
は
傍
線
Ａ
な
の
で
、
読
む
の
を
停
止
。 

ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
見
る 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
10  

 

結
論
は
末
尾
に
あ
る
の
で
、
う
し
ろ
か
ら
な
が
め
る
。
傍
線
Ｅ
が
問
題
な
の

で
、
末
尾
だ
け
が
読
め
る
。 

1
0

行
目
「
渾
然
た
る
（
大
き
く
、
充
実
し
た
注
９

）
忠
厚
の
気
、
尊

敬
し
て
こ
れ

を
仰
ぐ
べ
し
」。
指
示
語
「
こ
れ
」
の
内
容
は
不
明
。 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 

共
通
す
る
言
葉
を
探
す
と
次
の
と
お
り
。 



１
行
目 

家 

①
② 

家
庭
教
師 

1
0

行
目 

な
し 

 
1

0

行
目
に
共
通
項
が
な
い
の
で
、
こ
の
段
階
で
①
②
を
正
解
候
補
に
は
で
き

な
い
が
、
筆
者
は
家
庭
教
師
に
つ
い
て
何
か
を
主
張
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ

で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で
退
却
。 

問
２
Ａ{

注}{

主
張}{

対
比} 

[

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

7
6 ]

に
よ
り
注
１
を
見
る
と
、

「
塾
」
の
話
な
の
で
こ
れ
は
日
本
と
同
じ
学
習
塾
。
漢
文
で
は
科
挙
（
高
級
官

僚
採
用
試
験
）
の
た
め
の
学
習
塾
。
そ
こ
で
「
子
ど
も
の
成
績
…
向
上
」
の
①

と
④
の
戦
い
。 

次
に
①
「
父
兄
が
厳
格
」
か
④
「
家
庭
教
師
が
厳
格
」
か
に
つ
い
て
だ
が
、

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
よ
り
筆
者
は
家
庭
教
師
に
つ
い
て
主
張
す
る
の
だ
か
ら
、

④
が
正
解
だ
ろ
う
。
で
も
確
認
が
必
要
。
そ
こ
で[

論
文
は
対
比
に
注
意
！]

に
よ

り
傍
線
Ａ
と
そ
の
次
が
左
の
よ
う
に
対
比
（
対
句

つ

い

く

）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
使

う
。 

 
 
 

Ｘ
厳
な
れ
ば 

子
弟
に
利
あ
る
も 

久
し
く
す
る
あ
た
わ
ず 

 

□
が 

⇔
 
 
 
 
⇔
 
 
 
 
 

 
 
 
 
⇔

 
 
 
 

Ｙ
狎
る
れ
ば 

自
己
に
利
あ
る
も 

父
兄
の
委
託
に
そ
む
く 

  

□
に
家
庭
教
師
を
い
れ
て
確
認
し
て
み
る
と
、 



Ｘ
：
教
師
が
子
ど
も
に
厳
し
い
と
、
子
ど
も
の
成
績
向
上
に
有

利
だ
が
、
子
ど
も

が
厳
し
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
長
く
教
え
ら
れ
な
い
。 

Ｙ
：
教
師
が
子
ど
も
に
厳
し
く
な
い
狎

と
、（
長
く
教
え
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
）
自
分
の
生
活
に
有

利
だ
が
、（
成
績
を
上
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
）
父
兄
の

期
待
に
そ
む
く 

と
な
っ
て
矛
盾
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
④
の
正
解
が
確
定
。 

な
お
□
に
「
父
兄
」
を
い
れ
る
と
、
Ｙ
「
父
兄
が
厳
し
く
な
い
狎

と 

父
兄
に

有
利
だ
が 

父
兄
の
委
託
に
そ
む
く
」
＝
「
自
分
に
有
利
だ
が
自
分
に
不
利
」

と
な
っ
て
Ｙ
が
明
白
に
矛
盾
す
る
。 

問
１
ア{

熟} 

見
か
け
は
「
引
」
が
問
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
直
前
の

「
汎
」
の
問
題
。
辞
書
の
初
め
に
「
凡
例
」「
汎
例
」
と
い
う
言
葉
を
見
た
こ
と

が
な
い
人
に
は
難
問
だ
っ
た
ろ
う
。「
凡
例

は
ん
れ
い

・
汎
例

は
ん
れ
い

」
と
は
そ
の
本
に
お
け
る
記

号
や
用
語
な
ど
の
一
般
的
意
味
。
原
文
で
は
「
汎
例
と
し
て
昔
（
か
ら
の
例
）

を
引
き
」
だ
か
ら
「
昔
か
ら
の
例
を
引
用
し
て
」
と
な
り
⑤
が
正
解
。 

問
２
Ｂ{

ん
や} 

「
豈 あ

に
…
ん
や
」
反
語

5
6

の
問
題
。
訳
は
「
ど
う
し
て
～
か
。
い

や
～
」
だ
か
ら
、「
後
の
人
は

ど
う
し
て
得
よ
う
か
。
い
や
得
ら
れ
な
い
。」
と
な

り
、
④
「
獲
得
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
」
か
⑤
「
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な

い
」
の
戦
い
。
傍
線
Ｂ
の
前
半
は
「
…
多
け
れ
＋

ば
、（
已
然
形
＋
ば
）」
な
の
で
、



訳
は
「
…
の
で
」
か
「
…
（
す
る
）
と
」
で
あ
り
、「
…
と
し
て
も
」
の
⑤
は
負

け
て
④
が
正
解
。 

問
３{

主
張}{

熟} 
[

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m
9 ]

に
よ
り
第
二
段
落
の
最
初

と
最
後
を
熟
語
も
使
っ
て
ザ
ッ
と
訳
す
と
次
の
と
お
り
。 

{

有
力
者
注2

が
客
を
招
き
子
を
教
え
さ
せ
た
。
学
業
が
進
歩
せ
ず
、（
そ
の
客

人
は
）
お
そ
れ
つ
つ
し
み
注3

退
職

せ
ん
と
欲
す
。
…
Ｃ

士
人
は
理

解
し
悟
り
、
そ

の
あ
と
遂
に
安
心

し
た} 

 

客
が
「
お
そ
れ
つ
つ
し
み
」
→
（
有
力
者
の
話
が
あ
っ
て
）
→
士
人
は
「
安

心
し
た
」
の
で
、
客
＝
士
人
＝
家
庭
教
師
。
し
た
が
っ
て
傍
線
Ｃ
の
内
容
と
し

て
は
、
「
退
職
」
を
「
辞
職
」
に
翻
訳
し
、「
辞
職
し
よ
う
と
し
て
い
た
家
庭
教

師
が
、
子
ど
も
の
成
績
不
振
を
責
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
」
と
す
る

①
が
正
解
。 

 

②
の
キ
ズ
は
「
解
任
」。
原
文
の
「
解
悟
」
は
上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
な
の
で
、

「
解
」
は
「
理
解
す
る
」
の
意
味
。
し
た
が
っ
て
「
解 と

ク
レ

任 に
ん
ヲ

：
任
務
を
解 と

く
」

と
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
③
「
高
給
」
の
話
は
原
文
に
な
い
。 

問
４
ａ{

シ
テ} 

使
役

1
1

の
問
題
。「
使 し

ム
二

Ａ
名
詞

を
し
て 

Ｂ
動
詞
一

：
Ａ
を
し
て
Ｂ(

せ)

し
む
」
だ
か
ら
、
傍
線
Ｄ
の
中
の
「
之 こ

れ

」
が
Ａ
名
詞

で
「
在 あ

る
」
が
Ｂ
動
詞

で
あ
り
、

読
み
は
「
之 こ

れ

を
し
て
在 あ

ら
し
む
」。
漢
文
慣
れ
し
て
い
れ
ば
、「
欲
」
は
「
～
せ



ん
と
欲 ほ

っ

す
」
と
読
め
る
の
で
、
「
之 こ

れ

を
し
て
…
在 あ

ら
し
め
ん
と
欲 ほ

っ

す
」
と
な
り
、

正
解
は
②
。
私
は
ヒ
ッ
ク
リ
返
り
点
が
苦
手
な
の
で
、
日
本
語
の
読
み
か
ら
攻

め
た
。 

問
４
ｂ{

シ
テ} 

「
欲 ほ

っ

す
」
の
訳
は
「
…
と
思
う
・
願
う
」
な
の
で
正
解
は
①
、
②
、

③
。「
使 し

む
」
と
い
う
使
役
の
訳
は
、「
～
せ
る
、
～
さ
せ
る
」
な
の
で
①
の
「
つ

か
せ
て
→
つ
か
せ
る
」
が
正
解
。
内
容
を
理
解
し
て
解
こ
う
と
す
れ
ば
時
間
が

か
か
る
し
不
正
確
。
正
解
す
る
に
は
正
確
な
訳
。 

正
解
は 

正
確
な
訳
で 

作
ら
れ
る 

そ
し
て
正
確
な
訳
は
ひ
た
す
ら
基
本
的

コ

レ

ダ

ケ

知
識
を
使
う
耳 の

み

・
而
已

の

み

。 

正
解
は 

コ
レ
だ
け
知
識
で
作
ら
れ
る 

 
 

 

問
１
イ{

注} 

ア
と
同
じ
く
「
息
」
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
前
後
の
文
章
の
理
解

の
問
題
。[

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

7
6 ]

に
よ
り
、
注
を
駆
使
し
て
ザ
ッ
と
訳

す
と
、「
心
が
い
や
し
く
人
情
味
が
な
い
注7

（
と
ん
で
も
な
い
生
徒
で
）
も
、（
善

を
）
勧 す

す

め
（
悪
を
）
戒

い
ま
し

め
太 た

い

息 そ
く

し
て
こ
れ
を
感
化
し
て
導
く
注8

」。
数
年
に
一

度
の
割
合
で
経
験
す
る
の
だ
が
、
ま
ゆ
げ
を
剃
り
落
し
、
数
枚
の
カ
ミ
ソ
リ
を

ペ
ン
ダ
ン
ト
に
し
て
首
か
ら
下
げ
、
こ
ち
ら
に
「
眼 ガ

ン

を
飛
ば
す
」
生
徒
さ
ん
に

対
し
、
私
は
思
わ
ず
ビ
ビ
ッ
て
「
太
息
」
し
つ
つ
、
気
を
取
り
直
し
て
授
業
に



励
む
。「
太 た

い

息 そ
く

：
太
く
息
す
る
」
と
は
「
あ
ー
…
。」
と
長
い
溜
息

た
め
い
き

を
も
ら
す
こ

と
で
あ
り
、
正
解
は
「
嘆
息

た
ん
そ
く

：
あ
ー
と
嘆
く
」
の
③
。 

 

な
お
、
②
「
安
息
」
の
「
息
」
は
「
休
息
」
と
同
じ
で
「
休
む
」
の
意
味
。

④
も
「
息
災

そ
く
さ
い

：

息
や
す
マ
シ
ム

レ

災 わ
ざ
わ
い
ヲ

。：
息
災
を
願
う
＝
安
全
を
願
う
」
で
、「
休
む
・

休
ま
せ
る
・
止
め
る
」
の
意
味
。 

問
５{

今}{

熟} 

９
行
目
に
「
今
」
が
あ
る
の
で
、[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

に
よ
り
、
傍
線E

は
非
難
さ
れ
る
ダ
メ
の
は
ず
。
し
か
し
ど
の
選
択
肢
も
「
…

い
い
か
げ
ん
に
教
え
る
」
ダ
メ
状
態
。
そ
こ
で
受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢

字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」1

7
4

か
ら
出
発
す
る
。 

傍
線
Ｅ
の
「
厚
薄
」
は
上
下
反
対
の
意
味
の
熟
語
だ
か
ら
、
「
厚
」
と
「
薄
」

に
分
け
た
上
で
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
熟
語
に
す
る
と
、「
厚
遇
→
②
報
酬
が
多
い
」

「
薄
給
→
②
報
酬
が
少
な
い
」
と
、
④
「
厚
→
温
厚
」「
薄
→
薄
情
」。
そ
こ
で

「
報
酬
の
多
寡

た

か

(

多
い
か
少
な
い
か) 

」
で
教
え
方
を
変
え
る
②
と
「
親
の
性
格
が
温
厚
」

か
「
薄
情
」
か
で
教
え
方
を
変
え
る
④
の
戦
い
。 

ふ
た
た
び[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

に
も
ど
る
と
、
傍
線E

は
非
難

さ
れ
る
ダ
メ
教
師
だ
。
金
が
少
な
け
れ
ば
手
を
抜
く
教
師
②
も
、
親
が
冷
た
け

れ
ば
そ
の
子
に
冷
た
く
す
る
教
師
④
も
ど
ち
ら
も
ダ
メ
だ
が
、「
ダ
メ
今
」
は
「
ま



ち
が
っ
て
い
る
！
」
と
強
く
非
難
さ
れ
る
の
で
、
金
が
少
な
い
と
教
え
な
い
奴

の
方
が
け
し
か
ら
ん
！
そ
ん
な
教
師
は
許
せ
な
い
！
そ
こ
で
正
解
は
②
。 

 

労
働
経
験
が
な
い
と
、
時
給
の
多
寡

た

か

も
雇
い
主
の
性
格
も
同
じ
だ
と
思
う
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
社
長
が
ど
ん
な
に
残
酷
で
も
給
料
が
多
け
れ
ば
な
ん

と
か
が
ま
ん
す
る
の
が
普
通
の
人
間
。
し
た
が
っ
て
、
薄
情
な
親
の
子
に
教
え

な
い
教
師
④
は
、
ダ
メ
と
い
う
よ
り
異
常
な
人
。
こ
れ
は
社
会
に
出
て
い
ず
れ

わ
か
る
で
し
ょ
う
。
純

朴

じ
ゅ
ん
ぼ
く

な
人
は
こ
の
問
５
を
落
と
し
て
も
し
か
た
が
あ
る
ま

い
。
他
の
問
題
で
が
ん
ば
ろ
う
。 

 

問
６{

主
張} 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
つ
か
ん
だ
筆
者
の
主
張
は
「
家
庭
教
師
」
に
関

す
る
も
の
だ
っ
た
ね
。「
最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m
9

」
の
原
則
に
よ
り
、

全
文
最
後
の
「
尊

敬
し
て
之 こ

れ

を
仰
ぐ
べ
し
」
が
筆
者
の
主
張
。
そ
し
て
「
こ
れ
」

は
直
前
を
受
け
る
。
し
か
も
尊
敬
の
対
象
な
の
で
人
物
。
す
る
と
10
行
目
ま
で

語
っ
て
い
る
張

ち
ょ
う

無 む

垢 こ
う

と
い
う
人
物
注
５

が
「
之 こ

れ

」
で
あ
り
、
彼
こ
そ
が
筆
者
の
言

う
ヨ
イ
家
庭
教
師
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
正
解
に
至
る
に
は
私
も
時
間
が
か
か

っ
た
。 

①
「
ど
ん
な
子
ど
も
で
も
…
勉
学
に
励
む
」
②
「
ど
ん
な
子
ど
も
に
も
…
学

力
を
つ
け
さ
せ
る
」
④
「
教
え
子
…
の
生
来
の
性
格
を
傷
つ
け
な
い
」
は
原
文

に
な
い
。 



③
は
「
…
だ
け
で
な
く
」
が
原
文
の
「
…
の
み
な
ら
ず
」6

・7

行

と
対
応
す
る

し
、「
他
の
教
師
の
教
え
も
受
け
さ
せ
る
べ
き
」
の
「
さ
せ
る
」
が
傍
線
Ｄ
の
「
使 し

む
：
～
さ
せ
る
」
と
合
う
。
し
か
し
、
傍
線
Ｄ
の
「
尊
貴
の
所
」
は
「
高
い
地

位
」
問
４
ｂ
①

で
あ
っ
て
③
「
他
の
教
師
」
で
は
な
い
。 

⑤
は
「
ど
ん
な
子
ど
も
に
対
し
て
も
、
常
に
全
力
で
教
え
る
」
の
「
常
に
全

力
」
が
キ
ズ
か
も
し
れ
な
い
。
原
文
で
は
「
心
が
い
や
し
く
人
情
味
が
な
い
注7

」

生
徒
に
対
し
て
「
太 た

い

息 そ
く

（
大
き
な
た
め
息
）
」
を
つ
い
て
教
え
て
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
筆
者
は
最
終
行
で
彼
を
「
忠
誠

→
誠
実
」「
厚
情

」
と
評
価
し
て
い
る
し
、

張
さ
ん
自
身
も
「
一
点
の
詐

欺
心
も
萌
さ
ず
：
ご
ま
か
す
気
持
ち
は
ま
っ
た
く
起

き
な
い
」8

行
目

と
述
べ
て
い
る
の
で
⑤
「
常
に
全
力
」
は
問
題
な
い
だ
ろ
う
。 

 


