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あ
る
。
②
機
器
の
使
用
に
不
慣
れ
で
あ
り
、
教
室
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
接

続
の
準
備
に
手
間
が
か
か
る
な
ど
の
実
態
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
係
に
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
教
員
に
も
負
担

感
が
少
な
く
、
I
C
T
教
材
の
利
点
で
あ
る
「
生
徒
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
考
察
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
」
や
、「
授
業
へ
の
集
中

力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
」
を
活
か
し
た
実
践
の
一
端
を
紹
介
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
日
本
史
教
育
に
お
け
る
I
C
T
教
材
の
活
用
の
一
助
と
す
る
こ

と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。

一　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
「
取
り
入
れ
る
」

ま
ず
、
I
C
T
教
材
活
用
の
前
提
と
し
て
、「
チ
ョ
ー
ク
&
ト
ー
ク
に

全
面
的
に
取
っ
て
替
わ
る
」
と
い
う
言
説
を
考
え
直
し
た
い
。
こ
の
言
説

は
I
C
T
機
器
利
用
を
促
進
す
る
際
に
使
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
教
員
が
教
え
る
に
せ
よ
、
生
徒
が
活
動
す
る
に
せ

よ
、「
ト
ー
ク
」
は
必
要
で
あ
る
。
ま
た
教
育
活
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、

黒
板
（
ま
た
は
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
）
な
ど
多
人
数
の
生
徒
が
見
る
こ
と
の

で
き
る
器
具
は
不
可
欠
で
あ
る
。
我
々
教
員
が
脱
却
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
「
教
師
が
板
書
・
説
明
し
て
、
生
徒
は
そ
れ
を
写
す
だ
け

の
一
方
向
的
講
義
」
で
あ
り
、
チ
ョ
ー
ク
と
ト
ー
ク
を
捨
て
る
こ
と
で
は

な
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
I
C
T
教
材
の
利
用
に
お
い
て
重
要
で
あ

る
。

は
じ
め
に
─
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
た
い
へ
ん
！
」
の
克
服
─

近
年
の
I
C
T
機
器
の
発
達
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
教
育
現

場
に
お
い
て
も
初
任
者
研
修
・
十
年
経
験
者
研
修
な
ど
の
場
で
、
I
C
T

機
器
を
用
い
た
授
業
づ
く
り
の
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。

確
か
に
I
C
T
教
材
の
有
効
性
は
論
を
俟
た
な
い
。
画
像
・
グ
ラ
フ
な

ど
が
表
示
さ
れ
、
動
く
仕
掛
け
が
生
徒
を
視
覚
的
に
引
き
付
け
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
改
善
の
た
め
の
文
部
科
学
省
中
央
教
育
審

議
会
答
申
で
も
、
日
常
的
に
I
C
T
を
活
用
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
日
々
の
授
業
で
の
I
C
T
機
器
の
使
用
に
対
し
て
、
ま
だ
心

理
的
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
教
員
は
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
の
主
た

る
も
の
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
①
I
C
T
機
器
を
使
っ

た
授
業
は
、
ス
ラ
イ
ド
作
成
な
ど
に
膨
大
な
準
備
時
間
を
要
し
、
困
難
で

（
1
）

◉
教
室
レ
ポ
ー
ト
◉

日
本
史
授
業
に
お
け
る

�

I
C
T
教
材
の
活
用

山田 俊幸
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本
稿
に
お
け
る
I
C
T
教
材
活
用
の
実
践
例
に
お
い
て
も
、
チ
ョ
ー
ク

を
使
う
こ
と
、
教
師
が
話
す
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
。
I
C
T
教
材
は
授

業
の
中
に
「
取
り
入
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。

二　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
材
の
得
意
分
野
を
活
か
す

I
C
T
教
材
に
も
得
意
分
野
と
不
得
意
分
野
が
あ
る
。
教
師
に
よ
る
口

頭
で
の
指
導
や
生
徒
の
主
体
的
な
考
察
、
共
同
的
な
学
び
で
こ
そ
学
習
効

果
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
本
稿
で
は
I
C
T
教
材
の
活
用
に
よ
る
授

業
改
善
の
効
果
が
高
く
、
生
徒
の
学
習
を
深
化
さ
せ
ら
れ
る
と
筆
者
が
考

え
、
実
践
し
た
分
野
を
紹
介
す
る
。

（
1
）
文
化
史

特
に
前
近
代
の
文
化
史
に
お
い
て
は
、
彫
刻
・
建
築
と
い
っ
た
視
覚
資

料
が
負
う
役
割
が
大
き
い
。
こ
の
分
野
を
羅
列
的
に
板
書
し
た
り
、
プ
リ

ン
ト
の
穴
埋
め
を
さ
せ
た
り
し
て
も
、
生
徒
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
内
容
は

ま
る
で
記
号
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
古
代
文
化
史
に
つ
い
て
私
が
I
C
T
教
材
を
作
成
し
、
授

業
で
活
用
し
た
実
践
例
を
挙
げ
る
。
例
え
ば
弘
仁
・
貞
観
文
化
に
お
い
て
、

「
こ
の
文
化
を
代
表
す
る
室
生
寺
弥
勒
堂
釈
迦
如
来
坐
像
に
一
木
造
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
は
特
徴
的
な
翻
波
式
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

神
秘
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
」
は
チ
ョ
ー
ク
&
ト
ー
ク
だ
け
で
は
、

生
徒
が
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
飛
鳥
文
化
に
お
け
る
北
魏
様
式
と
百

（
2
）

済
・
中
国
南
朝
様
式
の
違
い
も
、
天
平
文
化
に
お
け
る
塑
像
と
乾
漆
像
の

成
立
も
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
こ
そ
生
徒
は
考
察
を
深

め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

む
ろ
ん
、
仏
像
な
ど
の
作
品
に
つ
い
て
説
明
す
る
技
術
は
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
科
書
や
図
説
の
図
版
を
利
用
す
る
従
来
の
方
法
で
は
、
生
徒

は
板
書
と
手
元
の
図
説
に
視
線
を
往
復
さ
せ
な
が
ら
話
を
聞
き
、
考
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ラ
イ
ド
・
D
V
D
な
ど
が
投
影
さ
れ
た
前
方
を

見
さ
せ
、
注
意
を
喚
起
し
た
い
部
分
へ
確
実
に
視
線
を
向
け
さ
せ
た
状
態

で
教
師
が
説
明
す
る
方
が
有
効
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
生
徒
は
意
識
を
分

散
せ
ず
、
前
方
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
は
深
ま
る
と
考
え
る
。

以
下
に
は
筆
者
が
使
用
し
て
い
る
、
飛
鳥
文
化
を
扱
う
ス
ラ
イ
ド
の
一

部
、
北
魏
様
式
の
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
に
関
す
る
も
の
を
掲
げ
る

（
二
一
頁
参
照
）。
な
お
、
こ
の
部
分
の
授
業
は
プ
リ
ン
ト
で
行
っ
て
い
る
。

ス
ラ
イ
ド
上
に
は
「
北
魏
様
式
」
の
文
字
（
A
）、
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三

尊
像
の
図
像
（
B
）、「
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
」
の
文
字
（
C
）、
法
隆

寺
金
堂
な
ど
の
図
と
「
※
法
隆
寺
（
飛
鳥
文
化
の
建
築
）」
と
い
う
文
字

（
D
）を
配
置
す
る
。
最
初
の
時
点
で
は
図
像
B
と
穴
あ
き
の
〔　
　

〕

し
か
な
い
。
次
に
、
二
つ
の
黒
い
○
が
挿
入
さ
れ
、
A
が
〔　
　

〕
の
中

に
赤
字
で
入
る
こ
と
で
北
魏
様
式
に
特
徴
的
な
部
分
を
指
摘
す
る
。
こ
こ

で
生
徒
に
北
魏
様
式
の
特
徴
と
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
を

理
解
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
仏
像
の
名
称
で
あ
る
C
が
〔　
　

〕
に
赤
字
で

（
3
）
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〔　　　　　　　　〕

〔 〕日本史B第11回  飛鳥文化

ス
ラ
イ
ド
一
例
①
最
初
の
状
態

B

C

D

A
日本史B第11回  飛鳥文化

③
そ
の
次
の
状
態

〔北魏様式〕

〔法隆寺金堂釈迦三尊像〕

B

C

D

A
日本史B第11回  飛鳥文化

〔　　　　　　　　〕

〔北魏様式〕
②
次
の
状
態

日本史B第11回  飛鳥文化〔北魏様式〕
④
最
後
の
状
態

B

C
D

D

A

※法隆寺※法隆寺
（飛鳥文化の建築）（飛鳥文化の建築）
※法隆寺
（飛鳥文化の建築）

〔法隆寺金堂釈迦三尊像〕
飛鳥文化のスライドの一例

現
れ
る
。
最
後
に
D
の
図
と
文
字
が
現
れ
る
。
こ
う
し
て
、
生
徒
が
作

品
の
名
称
の
み
な
ら
ず
、
時
代
と
様
式
を
一
目
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
画
像
や
図
が
重
要
な
文
化
史
で
は
I
C
T
教
材
を
活

用
す
る
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。
著
作
権
等
の
問
題
が
あ
る
た
め
、

教
科
書
や
図
説
な
ど
の
書
籍
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
画
像
や
図
を
使
用

す
る
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ス
ラ
イ
ド
と
は
電
子
紙

芝
居
で
あ
る
以
上
、
生
徒
全
員
が
見
ら
れ
れ
ば
良
い
。
教
科
書
・
図
説

を
書
画
カ
メ
ラ
で
投
影
す
る
方
法
も
あ
る
。
ま
た
、
従
来
か
ら
あ
る
大

判
写
真
を
持
っ
て
い
き
、
机
間
を
回
る
こ
と
で
も
一
応
の
代
替
は
で
き

る
し
、
こ
れ
を
書
画
カ
メ
ラ
で
投
影
す
る
方
法
も
あ
る
。

（
2
）
地
図
・
グ
ラ
フ
・
図
版

次
い
で
I
C
T
教
材
の
活
用
が
有
効
な
の
は
、「
大
き
く
し
て
み
る

と
わ
か
り
や
す
い
も
の
」
で
あ
る
。
以
下
、
実
践
例
を
紹
介
す
る
。
な

お
、
本
節
で
紹
介
す
る
例
は
黒
板
を
用
い
ノ
ー
ト
を
取
ら
せ
る
授
業
や
、

そ
れ
を
も
と
に
討
議
さ
せ
る
授
業
を
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
チ
ョ
ー

ク
&
ト
ー
ク
と
の
併
用
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、「
寄
木
造
」
の
図
（『
詳
説
日
本
史
』
七
六
頁
）、「
開

発
領
主
の
館
」
の
図
（
同
一
〇
四
頁
）、「
町
と
町
屋
敷
の
模
式
図
」

（
同
二
二
一
頁
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
教
科
書
ソ
フ
ト
の

「
地
図
・
図
版
」
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
、
ス
ラ
イ
ド
を
作
ら
ず
と
も

（
4
）

（
5
）
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料
の
一
つ
で
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
試
験
な
ど
に
も
出
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

場
合
も
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
点
（
生
産
量
が
輸
入
量
を
上
回
る
時
期
、
輸

出
量
が
輸
入
量
を
上
回
る
時
期
）
を
示
し
つ
つ
、
生
徒
と
と
も
に
グ
ラ
フ

を
描
く
。
こ
の
と
き
、
横
軸
（
年
代
）
の
下
に
政
治
・
外
交
上
の
出
来
事

な
ど
を
生
徒
に
書
か
せ
る
こ
と
で
、
政
治
・
外
交
史
と
経
済
史
の
関
連
性

を
理
解
さ
せ
、
よ
り
深
い
考
察
を
行
わ
せ
る
効
果
的
な
材
料
に
な
る
。

三　

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
活
用
す
る

I
C
T
、
と
聞
く
と
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ス
ラ
イ
ド
」
の
み
を
考
え
が

ち
で
あ
る
が
、
D
V
D
と
て
有
効
な
情
報
通
信
技
術
＝
I
C
T
で
あ
る
。

日
本
史
の
D
V
D
教
材
の
一
例
と
し
て
「
動
く
写
真
集　

ム
ー
ビ
ー
日
本

史
」
が
あ
る
。
V
T
R
映
像
は
、
動
き
が
あ
る
が
ゆ
え
に
イ
ン
パ
ク
ト
が

あ
る
。
視
聴
覚
室
の
大
型
テ
レ
ビ
画
面
や
教
室
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
影
し
、

途
中
で
止
め
て
説
明
を
加
え
れ
ば
、
デ
ジ
タ
ル
教
材
に
な
り
う
る
。

日
本
史
に
お
い
て
は
歴
史
上
の
事
象
の
因
果
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
や
、

他
時
代
と
の
対
比
を
行
う
こ
と
で
、
歴
史
的
思
考
力
を
養
う
こ
と
が
重
要

に
な
る
。
教
師
は
時
代
の
全
体
像
を
捉
え
さ
せ
る
問
い
を
発
し
た
り
、
歴

史
的
思
考
力
を
喚
起
す
る
言
葉
が
け
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
生
徒
に
問
い

を
考
察
さ
せ
る
。
授
業
に
深
く
関
係
す
る
場
面
や
、
授
業
全
体
に
関
係
す

る
問
い
を
発
す
る
場
面
で
D
V
D
を
一
時
停
止
し
、
指
示
棒
や
レ
ー
ザ
ー

ポ
イ
ン
タ
ー
で
示
せ
ば
、
口
頭
で
述
べ
た
り
プ
リ
ン
ト
に
印
刷
し
て
渡
し

（
8
）

画
像
単
体
で
投
影
で
き
る
。

地
図
や
グ
ラ
フ
は
、
黒
板
上
の
ス
ク
リ
ー
ン
な
ど
に
投
影
し
、
説
明
を

加
え
る
こ
と
で
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
一
例
と
し
て
「
江
戸
時
代
の
交

通
」
の
地
図
（
同
二
〇
七
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
枚
目
に
は
地
図
そ
の

も
の
を
、
二
枚
目
に
は
東
廻
り
海
運
・
西
廻
り
海
運
・
南
海
路
な
ど
重
要

部
分
に
目
立
つ
色
を
付
け
た
も
の
を
作
り
、
順
次
見
せ
れ
ば
効
果
的
で
あ

ろ
う
。
一
枚
で
も
レ
ー
ザ
ー
ポ
イ
ン
タ
ー
で
な
ぞ
れ
ば
効
果
は
あ
る
。
投

影
し
た
ス
ク
リ
ー
ン
や
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
上
に
水
性
ペ
ン
な
ど
で
な
ぞ
れ

ば
、
複
雑
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
作
業
は
不
要
に
な
る
。

地
図
に
関
し
て
は
、
生
徒
に
地
理
的
理
解
を
深
め
さ
せ
、
地
図
読
解
の

技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
ノ
ー
ト
に
自
分
の
手
で
書
か
せ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。「
列
強
に
よ
る
中
国
の
分
割
」
の
地
図
（
同
二
九
三
頁
）
は

そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
お
手
本
」
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
図
版
を

投
影
し
、
生
徒
は
ノ
ー
ト
に
、
教
師
は
黒
板
に
そ
れ
ぞ
れ
地
図
を
描
き
、

要
地
（
威
海
衛
、
旅
順
な
ど
）
を
書
き
込
む
。
こ
れ
に
よ
り
教
師
が
地
図

を
描
き
、
そ
の
後
生
徒
が
そ
れ
を
書
き
写
す
従
来
の
方
法
よ
り
時
間
が
短

縮
で
き
、
教
師
と
生
徒
が
協
働
す
る
授
業
に
な
る
。
加
え
て
「
正
確
な
」

地
図
か
ら
、「
略
さ
れ
て
い
る
が
重
要
部
分
を
強
調
し
た
」
地
図
を
描
く

こ
と
で
、
地
図
上
の
何
が
重
要
な
の
か
を
生
徒
が
理
解
し
や
す
く
な
る
。

こ
の
方
法
は
グ
ラ
フ
に
も
適
用
で
き
る
。「
綿
糸
の
生
産
と
輸
出
入
の

変
遷
」（
同
三
〇
一
頁
）
は
近
代
日
本
の
産
業
を
考
え
る
上
で
最
重
要
資

（
6
）

（
7
）
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た
り
す
る
よ
り
も
生
徒
の
印
象
に
残
る
。
そ
の
結
果
、
生
徒
が
歴
史
的
事

象
を
容
易
に
理
解
し
、
深
く
考
察
で
き
る
と
考
え
る
。
地
図
上
で
の
領
土

の
拡
張
や
、
他
国
へ
の
進
出
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
表
示
さ
れ
る
D
V
D

映
像
は
説
得
力
が
あ
る
。
何
よ
り
、
教
員
が
ス
ラ
イ
ド
を
手
作
り
す
る
手

間
も
省
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
一
つ
と
し
て
、
問
い
を
投
げ
か
け
、

話
し
合
い
な
ど
共
同
的
な
学
び
を
行
う
際
に
も
こ
の
よ
う
な
D
V
D
は
重

要
な
ツ
ー
ル
と
な
る
だ
ろ
う
。
D
V
D
教
材
は
、
生
徒
に
見
さ
せ
て
お
く

だ
け
の
教
材
と
し
て
は
も
っ
た
い
な
い
。
学
習
の
導
入
や
ま
と
め
と
し
て

も
、
授
業
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
え
る
素
材
と
し
て
も
、
I
C
T
教
材
と
し
て

の
D
V
D
は
活
用
す
る
価
値
が
あ
る
。

四　

ど
こ
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
利
用
す
る
か

I
C
T
機
器
の
う
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
や
ス
ク
リ
ー
ン
が
各
教
室
に
配

備
し
て
あ
り
、
P
C
と
の
接
続
が
容
易
で
あ
れ
ば
、
I
C
T
機
器
の
準
備

は
、
コ
ツ
さ
え
つ
か
め
ば
難
し
く
は
な
い
。
し
か
し
学
校
現
場
で
は

I
C
T
機
器
の
準
備
に
時
間
が
か
か
る
場
合
や
、
準
備
の
方
法
が
わ
か
り

に
く
い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
視
聴
覚
室
や
I
C
T
用
の
教
室
の
利

用
を
提
案
し
た
い
。
視
聴
覚
室
に
は
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
や
大
型
テ
レ
ビ
が

配
備
し
て
あ
り
、
D
V
D
の
映
写
は
も
ち
ろ
ん
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
の

接
続
も
行
い
や
す
い
。
普
通
教
室
と
違
い
生
徒
が
常
に
い
る
場
所
で
な
い

（
9
）

た
め
、
空
き
時
間
や
始
業
前
に
準
備
が
で
き
る
。

ま
た
、
社
会
科
教
室
な
ど
「
空
き
教
室
」
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
I
C
T

機
器
を
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
理
科
で
あ
れ
ば
生
物
室
な
ど
実

験
室
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
と
ス
ク
リ
ー
ン
を
常
置
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
が
、
地
歴
公
民
科
で
も
そ
の
よ
う
な
特
別
教
室
が
あ
れ
ば
使
い
や
す
い
。

他
教
科
に
I
C
T
機
器
を
利
用
す
る
教
員
が
多
く
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
特

別
教
室
を
共
有
す
る
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
筆
者
の
実
践
と
経
験
を
も
と
に
I
C
T
教
材
を
活
用
し
た
授
業

実
践
の
一
端
を
紹
介
し
て
き
た
。
機
器
等
に
つ
い
て
不
勉
強
な
点
が
あ
る

こ
と
は
慚
愧
に
堪
え
な
い
。

た
だ
、
I
C
T
機
器
に
は
様
々
な
使
い
方
が
あ
る
。
時
間
的
・
環
境
的

制
約
が
あ
る
状
況
下
で
も
、
ま
ず
は
敬
遠
せ
ず
、
少
し
で
も
使
用
す
る
こ

と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
今
年
三
月
に
発
売
さ
れ
た
山
川
出

版
社
『
デ
ジ
タ
ル
指
導
書
』（
日
本
史
・
世
界
史
）
に
は
授
業
用
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
板
書
例
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
0
0
8　

飛
鳥
の
朝

廷
」
に
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
飛
鳥
文
化
の
ス
ラ
イ
ド
を
取
り
入
れ
る

こ
と
で
、
よ
り
魅
力
的
な
授
業
を
展
開
で
き
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
I
C
T
機
器
を
使
用
す
る
際
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
、

絶
え
間
な
い
教
材
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
れ
を
自
戒
し
つ
つ
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I
C
T
教
材
を
活
用
し
た
日
本
史
授
業
を
考
え
て
い
き
た
い
。

註（1
）�　

文
部
科
学
省
中
央
教
育
審
議
会
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必

要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答
申
）【
概
要
】」（
二
〇
一
六
年
十
二
月

二
十
一
日
）
九
頁
な
ど
。

（
2
）�　

唐
風
文
化
と
も
表
現
さ
れ
る
。
以
下
、
歴
史
用
語
に
つ
い
て
は
筆

者
が
授
業
で
使
用
し
た
『
詳
説
日
本
史
』（
日
B
三
〇
一
、
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
四
年
）
に
沿
っ
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
今
後
『
詳
説

日
本
史
』
と
い
う
と
き
は
同
書
を
指
す
。

（
3
）�　

も
ち
ろ
ん
、
図
説
に
お
け
る
図
版
・
図
表
類
は
生
徒
の
主
体
的
な

学
習
や
共
同
的
・
対
話
的
学
習
の
た
め
に
は
有
効
な
道
具
で
あ
る
。

（
4
）�　

著
作
権
第
三
五
条
に
よ
っ
て
、
学
校
教
育
現
場
に
お
け
る
著
作
物

利
用
の
必
要
性
や
学
校
教
育
の
重
要
性
な
ど
か
ら
、
例
外
的
に
著
作

権
者
の
許
諾
を
得
ず
に
、
画
像
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
利
用
に
は
厳
し
い
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

（
5
）�　

例
え
ば
山
川
出
版
社
『
第
Ⅰ
期　

日
本
史
写
真
集
』『
第
Ⅱ
期　

日
本
史
写
真
集　

続
文
化
編
』
な
ど
。

（
6
）�　

な
お
、
二
〇
一
七
年
三
月
に
発
売
さ
れ
た
山
川
出
版
社
『
デ
ジ
タ

ル
指
導
書
』『
デ
ジ
タ
ル
素
材
集
』
で
は
、『
山
川　

詳
説
日
本
史
図

録
』
掲
載
の
も
の
も
含
め
、
画
像
が
豊
富
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
7
）�　
「
地
図
そ
の
他
の
資
料
を
一
層
活
用
さ
せ
る
」
こ
と
の
重
要
性
は

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
二
〇
〇
九
年
）
の
う
ち
日
本
史
B
の

「
内
容
の
取
扱
い
（
1
）
ウ
」
に
も
記
述
が
あ
り
（
四
二
頁
）、
今
後

の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
資
料
活
用
能
力
は
重
視
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

（
8
）�　

歴
史
的
思
考
力
に
つ
い
て
は
、「
諸
事
象
の
本
質
を
そ
の
歴
史
的

な
形
成
・
展
開
の
過
程
の
実
証
的
な
考
察
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
歴
史

的
な
見
方
や
考
え
方
を
身
に
付
け
」
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

地
理
歴
史
編
』
二
〇
一
〇
年
、
六
三

頁
）。

（
9
）�　

例
え
ば
山
川
出
版
社
『
授
業
で
使
え
る
世
界
史
映
像
集
』
で
は
、

多
く
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
地
図
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
や
ま
だ
・
と
し
ゆ
き
／
愛
知
県
立
旭
陵
高
等
学
校
教
諭
）


