
小
学
生
は
「
児
童
」
と

呼
ば
れ
、
中
学
生
は
「
生

徒
」
と
呼
ば
れ
る
。

児
童
期
は
「
ギ
ャ
ン
グ

エ
イ
ジ
」
の
時
期
で
、
群

あ
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
遊

ぶ
。中

学
生
は
青
年
期
前
期

で
「
チ
ャ
ム
シ
ッ
プ
」
と

、
い
う
時
期
で
、
少
数
の
本

当
に
仲
の
良
い
親
し
い
人

と
深
い
関
係
を
結
び
な
が

ら
成
長
し
て
い
く
。

高
校
生
以
上
は
青
年
期

で
「
ピ
ア
。
お
互
い
の
価

」

値
観
や
生
き
方
な
ど
内
面

的
な
こ
と
も
語
り
合
う
よ

う
に
な
り
、
共
通
点
だ
け

で
な
く
違
い
も
受
け
入
れ

る
。心

理
学
の
都
築
学
・
中

央
大
学
名
誉
教
授
に
よ
れ

ば
、
子
ど
も
は
発
達
段
階

で
大
き
く
異
な
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。「

」

ル
ソ
ー
の
エ
ミ
ー
ル

は
、
当
時
の
子
ど
も
の
発

達
段
階
を
無
視
し
た
従
来

の
教
育
方
法
を
徹
底
的
に

批
判
し
ま
し
た
。

今
か
ら
２
６
０
年
も
前

の
「
古
典
」
で
す
が
「
近
、

代
教
育
学
の
バ
イ
ブ
ル
」

と
し
て
、
今
で
も
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

「

」

ル
ソ
ー
の
エ
ミ
ー
ル

に
よ
れ
ば
、

歳
ま
で
の
年
少
期
は

11
「
自
然
」
の
中
で
「
好
奇

、

心
」
に
よ
る
感
覚
や
経
験

に
よ
っ
て
、
自
ら
発
見
す

る
こ
と
が
大
切
に
さ
れ
ま

す
。

歳
～

歳
の
少
年
期

12

15

は
、
論
理
的
思
考
や
理
性

が
発
達
し
役
に
立
つ
有

、

「

用
性
」
が
学
習
意
欲
を
引

き
出
す
と
言
い
ま
す
。

歳
～

歳
の
青
年
期

16

20

は
、
他
人
へ
の
哀
れ
み
や

公
共
性
、
良
心
と
い
っ
た

「
社
会
性
」
を
育
て
る
と

し
ま
し
た
。

「
名
誉
・
権
力
・
富
・

名
声
と
い
っ
た
社
会
的
な

評
価
か
ら
自
分
を
測
る
の

で
は
な
く
、
自
分
を
測
る

基
準
を
自
分
の
中
に
も
っ

て
い
る
」
人
を
育
て
る
こ

と
が
、
民
主
主
義
社
会
の

基
盤
と
な
る
と
考
え
ま
し

た
。

さ
ら
に
ル
ソ
ー
の
「
エ

ミ
ー
ル
」
は
、
生
活
は
田

舎
で
、
教
師
と
生
徒
が
１

対
１
で
育
ち
ま
す
。

「
人
間
は
ア
リ
の
よ
う

に
積
み
重
な
っ
て
生
活
す

る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い

な
い
・
・
・
人
間
は
あ
ら

。

ゆ
る
動
物
の
な
か
で
、
群

を
な
し
て
生
活
す
る
の
に

い
ち
ば
ん
ふ
さ
わ
し
く
な

い
動
物
だ
。
羊
の
群
の
よ

う
に
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い

る
人
間
は
す
べ
て
、
た
ち

ま
ち
の
う
ち
に
滅
び
て
し

ま
う
だ
ろ
う
・
・
・
」

。

学
校
統
廃
合
は
、
子
ど

「

」

、

も
を
数
と
し
て
捉
え

適
正
規
模
が
な
け
れ
ば
育

た
な
い
と
考
え
ま
す
が
、

ル
ソ
ー
は
逆
で
「
一
つ
と

、

こ
ろ
に
集
ま
れ
ば
集
ま
る

ほ
ど
、
い
よ
い
よ
人
間
は

堕
落
す
る
」
と
述
べ
て
い

。

ま
す
。

不
登
校
が
増
え
て
い
る

現
状
は
、
生
徒
が
ひ
し
め

き
あ
っ
て
い
る
学
校
に
対

す
る
警
鐘
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
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ル
ソ
ー
の
「
エ
ミ
ー
ル
」
は
、
子
ど

も
の
発
達
段
階
を
無
視
し
た
従
来
の

教
育
方
法
を
徹
底
的
に
批
判
し
た

ふ
る
さ
と
賛
歌鈴木

重
雄(

八
色
木)

避
病
院

（

）

明
治

年
１
８
７
９

12

頃
、
庄
内
地
方
に
コ
レ
ラ

が
発
生
し
た
。

藤
島
の
状
況
は
判
ら
な

い
が
、
そ
の
後
も
し
ば
し

ば
発
生
し
て
い
た
。

（

）、

明
治

年
１
８
９
５

28

藤
島
村
字
川
向

番
地
に

54

。

伝
染
病
院
が
建
て
ら
れ
た

し
か
し
、
県
か
ら
位
置

が
不
適
当
で
建
物
の
構
造

は
不
完
全
だ
な
ど
と
指
摘

さ
れ
、
明
治

年
（
１
８

32

９
９
）
に
字
川
向

番
地

72

に
移
築
し
た
。

こ
の
病
院
は
、
ほ
ぼ
同、

じ
場
所
に
建
て
ら
れ
た
が

県
立
農
学
校
設
置
の
障
害

に
な
る
と
し
て
、
明
治
34

年
（
１
９
０
１
）

月
12

14

日
、
字
川
向

番
地
の
２

72

に
、
そ
の
ま
ま
の
規
模
で

移
転
し
た
。

そ
の
後
明
治

年
１

、

（
36

９
０
３
、
蒸
気
消
毒
所
を

）

増
設
し
た
。

伝
染
病
予
防
法
が
明
治

年
（
１
８
９
７
）
に
交

30付
さ
れ
、
各
地
に
伝
染
病

院
が
建
設
さ
れ
た
が
、
長

沼
村
に
も
明
治

年
（
１

33

９
０
０
）
建
て
ら
れ
た
。、

字
宮
東
２
９
０
番
地
に

１
反
８
畝

坪
の
敷
地
に

16

坪
、
室
数
４
（

坪
、）

24

12

収
容
人
数

人
の
規
模
で

12

あ
っ
た
。

八
栄
島
村
に
は
伝
染
病

院
等
の
記
録
は
な
い
が
、

地
元
で
生
ま
れ
育
っ
た
友

だ
ち
の
話
に
よ
る
と
、
薬

師
堂
の
前
か
ら
東
に
、
お

倉
小
路
が
あ
っ
て
、
そ
の

突
き
当
た
り
の
畑
地
の
中

に
、
施
設
の
規
模
は
不
明

だ
が
隔
離
施
設
が
あ
っ
た

と
、
先
輩
古
老
か
ら
聞
い

て
い
る
と
言
う
。

お
そ
ら
く
、
他
の
村
々

と
同
様
に
、
伝
染
病
予
防

対
策
に
取
り
組
ん
だ
と
推

測
さ
れ
る
。

施
設
の
利
用
状
況
は
わ

か
ら
な
い
が
、
話
に
よ
る

と
、
夜
ま
ば
ら
に
電
灯
が

点
い
て
、
患
者
が
隔
離
さ

れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が

え
た
と
い
う
。

明
治

年
建
て
ら
れ
た

35

藤
島
の
伝
染
病
院
は
、
昭

和
９
年
（
１
９
３
４
）
９

月
に
、
古
郡
字
長
堰
地
内

に
藤
島
村
外
６
ヶ
村
渡

、

（

前
、
横
山
、
八
栄
島
、
東

栄
、
六
会
、
泉
）
伝
染
病

院
組
合
で
病
舎
を
建
て
、

患
者
の
収
容
と
治
療
を
共

同
で
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
こ
の
組
合
立
病

院
も
、
昭
和
の
町
村
合
併、

で
構
成
自
治
体
が
変
わ
り

昭
和

年
（
１
９
６
０
）

35

７
月
、
鶴
岡
市
外
４
ヶ
町

村
伝
染
病
院
組
合
に
委
託

す
る
こ
と
に
し
、
病
舎
は

解
体
処
分
。
同
組
合
に
10

月
１
日
、
正
式
に
加
入
し

た
。

昭
和
９
年
に
建
設
さ
れ
た

藤
島
村
外
６
ヶ
村
組
合
立

伝
染
病
院
（
そ
の
後
旧
町

営
住
宅
地
に
な
っ
た

。
藤

）

島
町
史
か
ら

小
中
一
貫
校
は
、
小
学
生
と
中
学
生
を
一
ヵ
所
に
ま

と
め
、
９
年
間
を
見
通
し
た
一
貫
教
育
を
進
め
る
と
言

っ
て
い
ま
す
。

発
達
段
階
の
大
き
く
異
な
る
小
・
中
学
生
を
、
ど
う

捉
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ル
ソ
ー
の
「
エ
ミ
ー
ル
」
か
ら
考
え
ま
す
。



藤
島
下
町
在
住
の
石
黒

清
一
氏
が
蒐
集
し
た
伝
統

こ
け
し
展
が
、
９
月
６
日、

か
ら

月

日(

火)

ま
で

10

15

東
田
川
文
化
記
念
館
で
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
秋」

田
と
福
島
の
伝
統
こ
け
し

で
す
が
、
温
海
の
職
人
の

阿
部
進
矢
さ
ん
の
作
品
が

特
に
注
目
で
す
。

温
海
伝
統
こ
け
し
工
人

３
代
目
の
阿
部
進
矢
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
系
譜
は
土
湯

系
の
流
れ
を
汲
む
が
、
先

代
の
常
松
の
代
に
、
蔵
王

系
や
山
形
系
の
混
合
も
あ

り
、
日
本
海
の
庄
内
で
育

っ
た
こ
け
し
は
、
思
い
切

っ
た
感
覚
的
な
目
鼻
立
ち

と
、
大
胆
な
洋
花
づ
く
り

の
胴
模
様
で
、
他
に
見
ら

れ
な
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
あ

ふ
れ
る
温
海
独
特
な
形
が。

完
成
し
た
と
の
こ
と
で
す

写
真
は
内
閣
総
理
大
臣

賞
を
受
賞
し
た
作
品
と
同

型
で
、
受
賞
は
８
寸
（
約

㎝
）
の
も
の
で
す
。

24

阿
部
進
矢
さ
ん
の
木
地、

玩
具
も
豊
富
に
展
示
さ
れ

個
性
あ
る
人
形
が
楽
し
め

ま
す
。

辺
の
水
は
、
刈
り
取
期
に

な
る
前
に
国
交
省
が
水
を

止
め
る
ん
だ
。
二
番
ペ
に

肥
料
は
何
時
や
る
の
？
出

穂
後
の
積
算
温
度
も
。
こ

こ
ら
で
は
、
穂
が
出
て
か

ら
９
０
０
℃
以
上
が
必
要

だ
か
ら
、
あ
の
放
映
は
、

収
穫
は
ど
の
県
辺
り
ま
で

の
事
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ

ら
で
青
刈
り
し
た
後
の
稔

り
は
、
鶏
も
喜
ば
な
い
よ

う
な
物
だ
っ
た
か
ら
サ
。

米
質
と
食
味
は
？

▲
一
回
植
え
た
稲
か
ら
も

う
一
度
収
穫
す
る
ん
だ
か

ら
、
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な

い
と
言
っ
て
い
た
よ
う
だ

が
本
当
？
収
穫
量
は

㌃
10

当
た
り
ど
れ
位
な
の
？
二

期
作
目
の
方
が
手
取
り
が

良
い
と
言
う
な
ら
、
今
ま

で
研
究
機
関
や
技
術
屋
さ

ん
は
何
故
奨
め
な
か
っ
た

ん
だ
ろ
う
か
ネ
～
。

▲
他
に
は
、
ど
れ
位
の
収

穫
に
し
ろ
、
そ
れ
が
見
込

め
る
と
す
れ
ば
、
減
反
面

積
が
増
え
る
と
い
う
事
に

な
る
で
し
ょ
。
と
い
う
事

は
、
荒
れ
地
が
増
え
る
と

い
う
事
に
も
（
石
川
）

。

雨
水
除
け
に
設
置
さ
れ

た
が
、
だ
ん
だ
ん
装
飾
用

に
も
な
っ
た
よ
う
だ
。

こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、

基
壇
で
な
く
平
凡
な
石
垣。

に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
だ

次
に
下
図
は
基
壇
の
隅

に
石
垣
と
は
違
う
薄
い
黄

米
不
足
に
は
備
蓄
米
を

総
裁
選
を
賑
や
か
に
し

て
い
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
自

民
党
に
米
不
足
の
失
政
追

及
は
し
な
い
ん
だ
と
前
回

に
記
し
た
が
、
驚
い
た
。

▲
そ
れ
は
、
米
が
ス
ー
パ

ー
に
な
い
な
ら
備
蓄
米
を

出
し
た
ら
？
と
い
う
事
で

は
な
い
と
い
う
事
だ
。
今、

か
ら
で
も
遅
く
な
い
か
ら

「
稲
刈
り
を
地
上
㎝
で

40

刈
っ
て
、
ひ
こ
ば
え
（
こ

こ
ら
で
は
、
二
番
ペ
と
い

う
）
を
収
穫
し
た
ら

月
11

」

頃
に
は
不
足
分
は
獲
れ
る

と
い
う
報
道
な
の
だ
が
、

俺
達
は
こ
れ
を
ど
う
見
れ

ば
い
い
ん
だ
ろ
う
か
と
。

▲
米
が
無
い
と
は
今
の
事

な
ん
だ
ヨ
。
備
蓄
米
が
あ

る
ん
だ
か
ら
早
く
出
せ
ば

・
の
方
向
で
話
を
奨
め
れ

ば
い
い
も
の
を
。
よ
く
こ

ん
な
報
道
を
図
入
り
で
出

せ
た
ネ
～
と
思
っ
た
ヨ
。

▲
第
一
に
、
地
上
㎝
で

40

今
の
機
械
で
稲
刈
り
が
出

来
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
は

肥
料
と
水
の
事
だ
。
こ
の

稲
作
改
良
碑
の
基
壇
②

基
壇
の
上
部
四
方
に
あ

る
長
方
形
の
縁
石
は
通
称

「
豆
腐
石
（
下
図
：
大
阪

」

城
の
石
切
場
跡
）
と
い
わ

れ
、
容
易
に
四
角
石
が
作

り
や
す
い
の
で
こ
の
名
が

つ
い
た
。

東
田
川
史
跡
物
語

稲
作
改
良
碑
⑤

青
山

崇

色
を
帯
び
た
石
が
あ
る
。、

こ
れ
は
北
東
隅
で
あ
る
が

こ
れ
に
続
く
西
北
隅
に
も

同
じ
石
が
あ
り
双
方
の
側

に
跨
っ
て
い
る
。

薄
い
黄
色
の
石
は
、
石

見
石
（
い
わ
み
い
し
）
と

い
わ
れ
、
本
来
は
墓
域
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
基
壇
に
も
使
わ
れ
、

装
飾
に
も
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。

こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
か

ら
始
め
た
よ
う
だ
が
、
こ

ん
な
方
法
も
皆
さ
ん
の
興

味
を
ひ
く
と
考
え
た
の
で

あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計

測
値
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
基
壇
の
東
西
南

北
の
そ
れ
ぞ
れ
の
辺
の
長

さ
で
あ
る
。

東
３
７
２

、
西
３
６

㎝

９

、
南
３
１
１

、
北

㎝

㎝

３
６
９

で
あ
る
。

㎝

相
対
す
る
の
は
、
２
、

３

の
違
い
で
ほ
ぼ
同
じ

㎝
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
。

し
か
し
東
西
と
南
北
で

は
、
正
方
形
で
は
な
く
東

西
と
南
北
の
差
は

ほ
㎝
60

ど
の
差
が
あ
る
。

こ
の
差
は
西
側
を
正
面

と
い
う
当
初
の
設
計
か
ら

き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

稲作改良碑の基壇

北側西面 西面北隅

大阪城の石切場跡

温
海
伝
統
こ
け
し
に
注
目

木
地
玩
具
も
面
白
く

温海伝統こけし 内閣総理大臣賞


