
古典教科書の原点を
目指して

―教室で使う本としてのあり方

　

「
教
科
書
で
」
教
え
る

　

国
語
の
教
科
書
は
、他
教
科
の
そ
れ
と
は
違
う
。

多
様
な
文
章
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ

の
読
解
方
法
が
解
説
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

け
れ
ば
、
練
習
問
題
に
よ
る
反
復
・
応
用
が
豊

富
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。そ
れ
ゆ
え
に
、我
々

教
師
の
責
任
は
重
い
。
教
材
を
読
み
込
み
、
年

間
の
流
れ
を
見
据
え
て
授
業
の
ね
ら
い
を
明
確

化
し
、
そ
れ
を
的
確
に
生
徒
に
伝
え
る
必
要
が

あ
る
。
文
字
通
り
、「
教
科
書
を
」で
は
な
く「
教

科
書
で
」
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

古
典
の
授
業
は
、
と
か
く
文
法
事
項
や
語
彙

の
解
説
に
陥
り
や
す
い
。
だ
が
、「
今
」
を
生

き
る
生
徒
た
ち
に
は
、
そ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
自

体
に
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

文
法
や
語
彙
は
、
あ
く
ま
で
古
典
教
材
を
読
み

解
く
基
礎
的
な
道
具
で
あ
る
。
彼
ら
と
共
に
教

科
書
を
開
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
向
き
合
う

目
的
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
あ
る
「
過
去
」
を
通

し
て
「
今
」
と
「
未
来
」
を
認
識
す
る
こ
と
に

あ
る
。

　

高
校
生
の
う
ち
に
触
れ
て
お
き
た
い
基
礎
的

な
作
品
、
そ
れ
を
思
索
の
入
り
口
と
し
て
も
ら

え
る
作
品
を
多
く
収
め
た
い
。
同
時
に
、
教
室

の
実
態
を
ふ
ま
え
て
、
教
師
が
授
業
を
組
み
立

て
や
す
く
、
現
実
的
な
生
徒
の
進
路
を
開
い
て

い
け
る
よ
う
な
教
科
書
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う

な
思
い
か
ら
、
今
回
の
改
訂
作
業
を
進
め
た
。

　

改
訂
の
ポ
イ
ン
ト

　

ま
ず
、
目
次
を
眺
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
一

見
し
て
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
大
き
く
異
な
る
点

は
、
全
体
を
二
部
に
分
け
た
こ
と
で
あ
る
。
多

く
の
学
校
で
、
三
年
に
な
る
と
古
典
は
選
択
授

業
に
な
る
。
進
路
の
方
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
全

生
徒
に
読
ん
で
お
い
て
ほ
し
い
作
品
を
第
Ⅰ
部

に
集
め
、
文
系
の
進
路
を
志
望
し
て
三
年
で
も

古
典
を
学
ぶ
生
徒
を
念
頭
に
置
い
て
、
第
Ⅱ
部

を
構
成
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
物
語
の
採
録
教

材
数
を
増
や
し
た
。『
国
語
総
合
』
か
ら
の
発

展
教
材
と
し
て
、
第
Ⅰ
部
に
『
竹
取
物
語
』
と

『
伊
勢
物
語
』
を
新
た
に
加
え
た
。
ま
た
、『
源

氏
物
語
』
は
第
Ⅰ
部
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

第
Ⅱ
部
に
も
採
録
し
、「
幻
」
を
加
え
る
こ
と

で
、
紫
の
上
の
死
後
、
残
さ
れ
た
源
氏
の
思
い

を
示
し
た
。
ま
た
、『
枕
草
子
』
も
二
部
に
分
け
、

章
段
を
増
補
し
た
。
第
Ⅰ
部
で
は
『
方
丈
記
』

を
、
第
Ⅱ
部
で
は
『
徒
然
草
』
を
こ
れ
と
並
べ
、

い
わ
ゆ
る
三
大
随
筆
を
網
羅
し
た
。

　

採
録
教
材
数
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の

配
列
に
も
工
夫
を
加
え
た
。
こ
れ
ま
で
は
冒
頭

の
「
説
話
」
の
次
に
「
日
記
」
を
置
い
て
い
た

の
だ
が
、
古
文
に
苦
手
意
識
を
持
つ
生
徒
が
少

な
く
な
い
と
い
う
現
状
を
ふ
ま
え
、
比
較
的
記

述
量
が
短
い
「
随
筆
」
と
、
す
で
に
中
学
や
一

年
の
『
国
語
総
合
』
で
触
れ
て
き
て
い
る
『
竹

取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
を
先
に
置
い
た
。

　

今
回
の
改
訂
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
第

Ⅱ
部
に
「
評
論
」
を
立
項
し
た
こ
と
で
あ
る
。

三
年
で
も
古
典
を
学
ぶ
生
徒
の
多
く
は
、
お
そ

ら
く
進
路
決
定
に
際
し
て
古
典
の
テ
ス
ト
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
者
で
あ
ろ
う
。
高
校
生
に

読
ん
で
も
ら
い
た
い
定
番
の
作
品
を
並
べ
る
と
、

そ
れ
だ
け
で
相
当
量
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、

歌
論
や
俳
論
な
ど
の
入
試
に
お
け
る
出
題
率
の

高
さ
に
対
し
て
、
教
科
書
に
こ
の
類
の
文
章
を
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ほ
そ
や　

あ
つ
ひ
と　

現
在
、
東
京
都
立
八
王

子
東
高
等
学
校
教
諭
。
教
師
生
活
十
七
年
。
生
徒

の
知
的
好
奇
心
を
ど
う
や
っ
て
刺
激
す
る
か
、
授

業
中
に
そ
の
頭
を
い
か
に
や
わ
ら
か
く
使
い
、
イ

メ
ー
ジ
を
広
げ
て
も
ら
え
る
か
、日
々
悪
戦
苦
闘
中
。

ま
と
め
て
載
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
だ
が
、

今
回
の
改
訂
で
は
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち

つ
つ
、
う
ま
く
「
評
論
」
を
立
項
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
で
和
歌
と
並

べ
て
「
古
今
和
歌
集
仮
名
序
」
を
載
せ
、
第
Ⅱ

部
の
「
評
論
」
へ
の
導
入
と
し
た
。
歌
論
二
作

品
と
俳
論
に
加
え
、
能
楽
論
・
物
語
論
と
並
ぶ

「
評
論
」
は
、
生
徒
の
現
実
的
な
進
路
を
考
え

た
と
き
、
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
て
く
れ
る
だ

ろ
う
。

　

刺
激
的
な
教
科
書
へ

　

古
文
の
授
業
で
は
、
長
い
年
月
の
中
で
高
く

評
価
さ
れ
て
き
た
作
品
に
接
す
る
機
会
を
保
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
う
っ
か

り
す
る
と
我
々
教
師
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま

い
が
ち
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
毎
時
間
、
何
か
し

ら
新
し
い
発
見
に
つ
な
が
る
よ
う
な
刺
激
を
生

徒
に
与
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

ま
ず
教
え
る
側
に
教
材
と
の
新
鮮
な
関
係
が
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
今
後
、
生
徒
に
、
そ
し
て

教
師
に
、
少
し
で
も
よ
い
刺
激
を
与
え
ら
れ
る

教
科
書
を
さ
ら
に
工
夫
し
て
い
き
た
い
。

〈

古
典―

古
文
編〉

古
典
教
科
書
の
原
点
を
目
指
し
て―

教
室
で
使
う
本
と
し
て
の
あ
り
方

高
等
学
校
古
典̶

古
文
編

第
Ⅰ
部

説
話　
　
　

安
養
の
尼
の
小
袖
（
古
今
著
聞
集
）

老
い
を
養
ふ
国
（
今
昔
物
語
集
）

文
字
一
つ
の
返
し
（
十
訓
抄
）

随
筆　
　
　

枕
草
子
〈
春
は
あ
け
ぼ
の
／
う
つ
く

し
き
も
の
／
す
さ
ま
じ
き
も
の
／
雪
の

い
と
高
う
降
り
た
る
を
〉

方
丈
記
〈
ゆ
く
河
の
流
れ
／
養
和
の

飢
饉
／
日
野
山
の
閑
居
〉

物
語
（
一
）

竹
取
物
語
〈
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
〉

伊
勢
物
語
〈
月
や
あ
ら
ぬ
／
梓
弓
〉

○
古
文
の
音
便

伝
承　
　
　

古
事
記
〈
倭
建
の
東
征
〉

日
記　
　
　

更
科
日
記
〈
あ
こ
が
れ
／
源
氏
の
五

十
余
巻
〉

物
語
（
二
）   

源
氏
物
語
〈
桐
壺
／
若
紫
〉

　

○
注
意
す
べ
き
敬
語
の
用
法

大
鏡
〈
雲
林
院
の
菩
提
講
／
花
山
院

の
出
家
／
肝
試
し
〉

和
歌
・
俳
諧

和
歌
十
六
首

古
今
和
歌
集
仮
名
序

近
世
俳
句

野
ざ
ら
し
紀
行

北
寿
老
仙
を
い
た
む

上
総
の
老
女

第
Ⅱ
部

物
語
（
一
）   

大
和
物
語
〈
安
積
山
〉

堤
中
納
言
物
語
〈
虫
め
づ
る
姫
君
〉

随
筆　
　
　

枕
草
子
〈
木
の
花
は
／
中
納
言
参
り

給
ひ
て
／
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
／
五

月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
歩
く
〉

徒
然
草
〈
さ
し
た
る
こ
と
な
く
て
／

世
に
語
り
伝
ふ
る
こ
と
／
世
に
従
は
ん

人
は
〉

日
記　
　
　

蜻
蛉
日
記
〈
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
／
鷹
〉

和
泉
式
部
日
記
〈
夢
よ
り
も
は
か
な

き
世
の
中
を
〉

軍
記　
　
　

平
家
物
語
〈
俊
寛
／
忠
度
の
都
落
ち
〉

　

○
現
代
に
生
き
る
古
典
①

物
語
（
二
）   

源
氏
物
語
〈
須
磨
／
御
法
／
幻
〉

　

○
現
代
に
生
き
る
古
典
②

評
論　
　
　

毎
月
抄
〈
心
と
詞
〉

正
徹
物
語
〈
亡
き
人
恋
ふ
る
〉

去
来
抄
〈
行
く
春
を
／
岩
鼻
や
〉

風
姿
花
伝
〈
年
来
稽
古
条
々
〉

源
氏
物
語
玉
の
小
櫛〈
物
の
あ
は
れ
〉

近
世
小
説　

西
鶴
諸
国
ば
な
し
〈
大
晦
日
は
合
は

ぬ
算
用
〉

雨
月
物
語
〈
浅
茅
が
宿
〉

芸
能
と
表
現　

井
筒

　

○
現
代
に
生
き
る
古
典
③


