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抄

録

大

曾
卒
民
数
育
運
動
に
お
け
る
長
陽
初
と
陶
行
知

善

文

林

一
九
二
三
年
、
中
園
に
お
け
る
文
盲
成
人
の
解
消
を
め
ざ
し
て
中
華
卒
民
教

育
促
進
曾
線
禽
が
裂
足
し
た
。
こ
の
組
織
の
中
で
指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
の

が
曇
陽
初
と
陶
行
知
で
あ
る
。
彼
ら
の
蛮
力
に
よ
っ
て
卒
民
数
育
運
動
は
全
圏

に
抜
大
し
、
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
卒
民
千
字
課
』
の
夜
行
部
数
は
三
六

O
高
部

に
も
達
し
た
。
だ
が
、
無
償
の
識
字
数
育
と
し
て
出
愛
し
た
卒
民
数
育
運
動
は
、

運
動
推
進
母
艦
の
財
政
難
・
数
員
や
受
講
生
を
と
り
ま
く
生
活
の
苦
し
さ
・
卒

民
数
育
理
論
の
魅
力
の
乏
し
さ
等
A

の
要
因
の
た
め
に
行
台
、
づ
ま
り
を
見
せ
て

ぐ
忍
。
こ
の
窮
境
を
打
開
す
べ
く
長
陽
一
初
は
、
識
字
数
育
を
中
心
と
し
た
従
来

の
方
針
の
よ
に
生
計
教
育
や
公
民
教
育
の
要
素
を
加
え
た
新
た
な
卒
民
数
育
の

普
及
を
ーめ
ざ
し
た
。
そ
し

τ、
農
村
に
注
目
し
た
長
は
、
洋
行
蹄
り
の
知
識
人

を
動
員
し
て
河
北
省
定
豚
に
入
り
、
総
合
的
な
郷
村
改
造
賞
験
を
行
な
い
、
そ

の
一
環
と
し
て
卒
民
数
育
を
推
進
し
た
。
一
方
、
曇
と
協
力
し
て
卒
民
教
育
を

進
め
℃
い
た
陶
行
知
ーは
、
や
が
て
運
動
方
針
を
め
ぐ
っ
て
委
と
針
立
し
、
濁
自

の
卒
民
数
育
理
論
の
貧
践
を
は
か
る
こ
と
に
な
る
。
陶
は
中
華
教
育
改
進
祉
の

援
助
の
下
に
南
京
郊
外
に
瞬
挺
試
験
郷
村
師
範
を
設
立
し
、
指
導
員
や
児
童
と

苦
祭
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
郷
村
に
お
け
る
数
員
養
成
と
敬
育
普
及
を
は
か
っ

て
い
っ
た
。
五
四
時
期
に
生
ま
れ
た
卒
民
数
育
運
動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
寅

践
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
園
民
革
命
期
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
た
の
は
曇
と
陶

の
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
の
理
論
と
寅
践
の
異
同
を
探
る
こ
と
を
渇
し

て
、
卒
民
数
育
運
動
の
質
態
と
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

高
句
麗
長
安
城
問
題
再
考

田

ム中

俊

明

高
句
麗
は
、
庚
関
土
王
期
の
領
域
機
大
を
経
て
、
女
王
長
欝
王
の

一
五
年

(
四
二
七
〉
に
、
そ
の
都
を
鴨
緑
江
北
岸
の
丸
都
城
(
圏
内
城
〉
か
ら
、
大
同

江
北
岸
の
卒
壊
滅
に
濯
し
、
新
羅
・
百
済
へ
の
歴
迫
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

ピ
g
ン
ヤ
リ〆

こ
の
蛍
時
の
卒
壌
城
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
卒
壌
市
街
で
は
な
く
、
そ

の
東
北
数
h
に
あ
る
大
城
山
城
と
そ
の
一
帯
で
あ
り
、
現
在
の
卒
壊
市
街
に
建

都
さ
れ
る
の
は
、
六
世
紀
後
牟
の
こ
と
で
あ
る
。
と
も
に
卒
綾
地
域
に
あ
り
、

同
じ
く
卒
壌
城
と
呼
稽
さ
れ
る
が
、
時
間
的
な
前
後
関
係
を
も
っ
て
い
え
ば
、

前
期
卒
嬢
城

・
後
期
卒
壊
城
と
い
う
形
で
匿
別
で
き
る
。
そ
し
て
後
者
は
ま

た
、
長
安
城
と
も
表
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
い
う
長
安
城
と

は
、
六
世
紀
後
牟
以
降
、
滅
亡
ま
で
の
王
都
で
あ
っ
た
、
後
期
卒
壊
滅
を
指

す。
こ
の
長
安
城
に
つ
い
て
は
、
遷
都
の
事
寅
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
見
解
も
あ

る
た
め
、
ま
ず
そ
の
熱
か
ら
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
遷
都
が
存
在
し

た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
城
壁
石
刻
な
ど
限
ら
れ
た
史
料
を
通
し
て
、
あ

ら
た
め
て
築
捗
過
程
・
規
模
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
遷
都
す
る
に
至
っ
た
背
景

お
よ
び
遷
都
の
意
義
を
追
究
し
た
い
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
既
に
、
現
在
そ
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の
地
を
首
都
必
ず
る
朝
鮮
民
主
主
義
太
民
共
和
圏
に
お
い
て
『
高
句
麗
不
壊
滅
』

と
い
う
鐙
系
的
な
研
究
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
か
ら
ず
問
題
か
あ
り
、

再
考
の
絵
地
は
充
分
あ
る
の
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
さ
ら
に
、
東
ア
ジ
ア
都
城
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
、
高
句
麗

園
家
史
の
展
開
に
お
け
る
長
安
城
時
代
の
設
定
広
劃
す
る
見
通
し
に
も
、
ふ
れ

て
ι

み
た
い
。

-一

「
包
公
」
停
設
の
演
襲

木

生

回

知

牝
宋
時
代
の
質
在
人
物
包
怒
ハ
九
九
九
|
一

O
六
ニ
〉
は
、
生
前
、
仁
宗
の

嘉
砿
元
年
か
ら
同
三
年
ま
で
園
都
開
封
府
の
長
官
を
勤
め
た
。

1
4
の
聞
の
ず
ぐ

れ
た
行
政
手
腕
と
そ
の
前
後
の
地
方
官
及
び
中
央
官
僚
歴
任
中
の
仕
事
ぷ
り

は
、
同
時
代
人
に
も
影
響
を
輿
え
、
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
す
結
果
と
な

っ
た
。
そ
の
事
蹟
の
数
々
ば
、
宋
代
の
基
本
史
料
と
い
え
る
『
績
資
治
通
鑑
長

編
』
等
の
諸
史
料
に
窺
え
る
。
ぎ
た
、
死
後
し
ば
ら
く
す
る
と
、
今
度
ば
、
そ

の
包
怒
が
話
本
・
雑
劇
の
主
人
公
と
し
て
、
交
整
作
品
の
中
に
登
場
し
、
そ
の

時
々
の
時
代
精
神
の
な
に
が
し
か
を
象
徴
・
反
映
す
る
存
在
と
し
て
、
人
々
に

記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
b

と
の
度
の
震
表
で
は
、
近
来
新
た
に
夜
見
さ
れ

た
『
明
成
化
刊
本
設
唱
詞
話
』
と
、
小
説
集
『
龍
園
公
案
』

一等
を
材
料
に
、
元

雑
劇
か
ら
あ
と
の

「
包
公
」
像
を
、

'そ
の
歴
史
背
景
と
と
も
に
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
。
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惰
代
の
麻
兵
制
に
づ

-い
て

気
賀
津

規

保

簡
の
文
帝
は
、
全
土
の
再
統
一
に
成
功
し
た
翌
開
皇
十
年
(
五
九

O
)、
兵
士

の
軍
籍
か
ら
民
籍
へ
の
移
行
、
嘗
北
湾
地
域
一
帯
に
配
置
し
た
軍
府
の
廃
止
の

兵
制
改
革
を
賀
行
し
た
が
、
こ
れ
は
、
丘
ハ
民
一
致
制
の
確
立
と
軍
府
の
開
中
方

面
へ
の
集
中
を
促
し
、
唐
の
府
兵
制
の
起
黙
に
な
っ
た
と
し
て
、
府
兵
制
史
上

と
く
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
台
・
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
と
き
の
詔
殺
の
内
容
を
、
蛍
時
の
紋
況
、
兵
士
や
寧

府
の
位
置
、
そ
れ
ら
に
た
い
す
る
園
家
の
針
臆
等
に
も
目
を
向
け
て
捉
え
返
し

て
み
る
と
き
、
果
し
て
府
兵
制
の
あ
り
方
を
一
興
せ
し
め
る
ほ
ど
の
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
に
な
っ
て
く
る
)
そ
も
そ
も
西
貌
以
来
の
府
兵
制

が
、
郷
兵
の
結
集
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
下
が
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
く
み
上
げ

る
な
か
ぜ
成
立
設
展
し
て
晶
A
h

た
と
す
る
と
、
文
一
帝
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
形

を
と
る
兵
力
の
結
集
の
有
数
性
現
質
性
が
認
識
さ
れ
て
い
て
む
も
よ
い
ぬ
子
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
関
皇
十
年
に
お
け
る
軍
籍
の
民
籍
へ
-の
統
合
も
、
兵
士
た
ち

の
本
来
の
立
場
・
役
割
に
は
基
本
的
に
渡
り
は
な
か
っ
た
、
と
す
る
方
向
で
解

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
む
し
ろ
本
格
的
な
兵
民
一
致
の
遁
求
ば
、
つ
ぎ
の

湯
帝
に
よ
る
線
管
府
の
全
度
、
軍
府
の
増
設
、
鷹
揚
府
制
の
裂
足
と
い
っ
た
一

連
の
政
策
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
揚
脅
の
試
み
も
、

結
局
は
貫
徹
で
き
ず
、
逆
に
最
後
は
携
果
と
よ
ば
れ
る
募
兵
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

。
f
，

け

6

以
上
、
本
報
告
ぜ
は
、
関
皇
十
年
の
改
革
へ
の
疑
問
を
一
-
つ
め
手
が
か
り
に
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