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◆
古
典
の
響
き

 
 

◆
古
典
を
読
む
と
い
う
こ
と （
竹
西
寛
子
） 
＊

新

古
文
編

 

説
話 

児
の
そ
ら
寝 （
宇
治
拾
遺
物
語
）

 

（
古
文
入
門
） 

絵
仏
師
良
秀 （
宇
治
拾
遺
物
語
）

 
 

大
江
山 （
十
訓
抄
）

 
 

 

文
法
か
ら
解
釈
へ
①
　
用
言 

 

物
語 

竹
取
物
語

 
 

か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
／
か
ぐ
や
姫
の
成
長
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勢
物
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／
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／
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井
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弓
　
　
／
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別
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文
法
か
ら
解
釈
へ
②
　
助
動
詞 

 
 

 

◎
古
典
の
扉
　
平
安
時
代
の
成
人
と
結
婚

 

随
筆 

徒
然
草 （
兼
好
法
師
）

 
 

〈
参
考
〉つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
／
あ
る
人
、弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
／

 
 

丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り
　
　
／
亀
山
殿
の
御
池
に
／

一

新

二

新新

三

＊

新

 
 

名
を
聞
く
よ
り
／
友
と
す
る
に
わ
ろ
き
者
　
　
／

 
 

九
月
二
十
日
の
こ
ろ
／
花
は
盛
り
に

 
 

 

文
法
か
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③
　
助
詞 
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・
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帰
京

 
 

 

◎
古
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扉
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と
暦

 

軍
記 

平
家
物
語

 
 

祇
園
精
舎
／
木
曾
の
最
期

 
 

 

文
法
か
ら
解
釈
へ
④
　
敬
語 

 
 

 

◎
古
典
の
扉
　
軍
記
物
語
に
お
け
る
装
束
描
写

 

和
歌 

万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集

 
 

 

◎
古
典
の
扉
　
和
歌

―
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
言
葉

 

紀
行 

奥
の
細
道 （
松
尾
芭
蕉
）

 
 

旅
立
ち
／
那
須
野
／
白
河
　
　
／
立
石
寺

 
 

 

◎
古
典
の
扉
　
古
典
に
お
け
る「
旅
」

 

評
論 

俊
頼
髄
脳 （
源
俊
頼
）　
山
吹
の
花 

 
 

無
名
抄 （
鴨
長
明
）　
ま
す
ほ
の
薄 

 
 

う
ひ
山
ぶ
み （
本
居
宣
長
）

 
 

 

文
法
か
ら
解
釈
へ
⑤
　
文
字
一つ
の
返
し 

新

＊

新

＊

四五

新

六七

新

八

＊

新
新

新

　
古
典
を
読
む
こ
と
に
よ
って
、
私
た
ち
は
何
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
な
ぜ
、
古
典
を
読
む
必
要
が
あ
る
の
か
。
古
典
教

材
に
先
立
ち
、
学
習
への
意
欲
と
覚
悟
が
も
て
る
メッ
セ
ー
ジ
。

　
直
前
の
教
材
か
ら
例
を
取
り
上
げ
て
文
法
を
解
説
し
た
コ
ラ

ム
を
新
設
。
文
法
が
作
品
世
界
を
解
釈
す
る
た
め
の
大
切
な
道

具
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
で
き
ま
す
。

　
大
学
入
試
を
見
据
え
、
評
論
教
材
も
豊
富
に
収
録
。
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
の
和
歌
の
重
要
性
や
、
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
が

理
解
で
き
ま
す
。

古
典
編

■  

古
文
は
、
中
古
・
中
世
を
中
心
に
、
国
語
総
合
で
読
ん
で
お
き
た
い
作
品
を
網
羅
し
て
配
列
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
大
学
入
試
を
見
据
え
、
評
論
も
豊
富
に
収
録
し
ま
し
た
。

■  
漢
文
は
、
故
事
・
漢
詩
・
思
想
・
文
章
・
小
説
と
、
主
要
な
ジ
ャ
ン
ル
の
定
評
あ
る
教
材
を
そ
ろ
え
ま
し
た
。

ま
た
、
漢
文
を
読
む
力
を
確
実
に
習
得
す
る
た
め
、
段
階
的
な
入
門
教
材
を
設
定
し
ま
し
た
。

■  
豊
富
な
コ
ラ
ム
を
設
け
、
古
典
の
知
識
や
理
解
が
よ
り
深
ま
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

教
科
書
の
目
次

　  ：本内容解説資料でご紹介するページ＊
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新
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）
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説 
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扉
　
読
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小
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」

四

＊

新

新

五

新

六七

古
文
を
読
む
た
め
に

歴
史
的
仮
名
遣
い
／
五
十
音
図
・
い
ろ
は
歌
／
古
語
と
現
代
語
／

品
詞
分
類
／
用
言
と
活
用
形
／
動
詞
／
省
略
／
形
容
詞
／
形
容
動

詞
／
係
り
結
び
／
仮
定
条
件
と
確
定
条
件
／
助
動
詞
／
助
詞
／
敬

語
／
和
歌
の
修
辞

古
典
文
法
要
覧
／
古
典
文
学
史
年
表
／
漢
文
の
基
本
形
式
／
漢

文
参
考
略
年
表

旧
国
名
・
都
道
府
県
名
対
照
図
／
京
都
付
近
地
図
ほ
か
／
平

安
京
条
坊
図
ほ
か
／
装
束
／
住
居
・
調
度
／
陰
暦
／
古
時
刻
・

古
方
位
、
十
干
と
十
二
支
／
中
国
参
考
地
図

漢
文
編付

録
資
料

　
漢
文
を
読
む
力
を
確
実
に
つ
け
る
た
め
の
段
階
的
な
入
門
教

材
を
設
定
。
豊
富
な
練
習
問
題
や
コ
ラ
ム
を
通
し
て
、
訓
読
に

欠
か
せ
な
い
知
識
を
お
さ
え
ま
す
。

　
漢
文
への
理
解
を
深
め
る
コ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
ま
し
た
。
漢
文

が
受
け
継
が
れ
て
き
た
背
景
や
、
現
在
に
も
通
じ
る
学
ぶ
こ
と

の
基
本
が
理
解
で
き
ま
す
。

教
科
書
の
目
次
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成立年代バー
文学史におけるその
作品の位置がひとめ
でわかります。古典の読解を支える工夫

本文と関係の深い図版や資料を配置したり，内容理解のポイントを
脚問で示すなど，古典の読解を助ける工夫を随所に凝らしました。

古典文法を確実に身につけ，
古典への理解を深めるコラム
古文編では，文法を学ぶ意味が実感できる「文法から解釈へ」を新設。
漢文編では，句法や形式を詳説したコラムを設けました。また，古文
編・漢文編とも，随所に設定した「古典の扉」で，時代背景や古人
のものの見方にふれ，古典への理解がより深まるようにしました。

教
科
書
の
特
色

教
科
書
の
特
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7 古典を読むということ 古典を読むということ

楽
の
具
体
相
こ
そ
過
去
の
日
本
人
の
感
受
性
の
手
が
か
り
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
つ
く
ら
れ
た
作
中

人
物
の
そ
れ
で
も
、
作
者
の
認
識
の
外
で
は
な
い
。
作
者
は
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、

同
時
代
の
人
と
生
活
を
借
り
な
が
ら
、
自
身
の
喜
怒
哀
楽
の
効
果
的
な
表
現
を
た
く
ら
む
。

　
し
た
が
っ
て
、
読
者
と
し
て
は
、
物
語
の
筋
書
き
だ
け
で
な
く
、
作
者
の
感
受
性
の
法
則
に
も
あ

や
か
れ
る
わ
け
で
、
具
体
的
な
意
匠
で
共
感
や
違
和
感
を
確
か
め
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
過
去
の
日
本

人
の
分
析
、
帰
納
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
文
学
と
い
う
の
は
、
人
間
の
ど
の
よ
う
な
状
態
も
、
素
材
で
あ
る
限
り
丸
ご
と
容
認
さ
れ
る
寛
大

な
器
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
理
性
も
感
性
も
対
等
な
重
み
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
主
従
の
関
係
は
な
い
。

文
学
に
は
あ
ら
か
じ
め
拒
否
さ
れ
る
べ
き
素
材
は
何
一
つ
な
い
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
に
ま
で
高
め
る
か
に
作
者
の
存
在
が
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

千
年
の
昔
も
今
も
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
事
柄
と
思
う
。
そ
し
て
、
い
い
作
品
に
、「
力
を
も
入
れ

ず
し
て
天あ

め

地つ
ち

を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼お

に

神が
み

を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男を

と
こ

女を
ん
な

の
仲
を
も
や
は
ら
げ
、

猛た
け

き
武も

の

士の
ふ

の
心
を
も
慰
む
る
」（『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
）
効
用
の
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
う
言
っ

た
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

の
時
代
と
同
じ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
古
典
を
読
む
こ
と
の
意
味
に
、
日
本
人
の
感
受
性
の
過
去
を
知
る
こ
と
を
言
っ
て
き
た
が
、
そ
れ

は
、
日
本
語
の
歴
史
を
知
る
こ
と
だ
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
日
本
語
の
今
を
よ
り
よ
く
知
ろ
う
と

③

④

⑤

⑥

③
意
匠

　工
夫
、
趣
向
。

④
帰
納

　個
々
の
事
柄
か
ら
一
般
的
な
原

理
や
法
則
を
導
き
出
す
こ
と
。

⑤
『
古
今
和
歌
集
』

　九
〇
五
（
延え
ん

喜ぎ

五
）

年
、
紀き
の

友と
も

則の
り

・
紀
貫
之
・
凡お
お
し

河こ
う
ち
の内
躬み

恒つ
ね

・
壬み

生ぶ
の

忠た
だ

岑み
ね

に
よ
っ
て
撰せ

ん

進し
ん

さ
れ
た

最
初
の
勅
撰
和
歌
集
。

⑥
紀
貫
之

　八
七
二
（
貞じ
ょ
う

観が
ん

一
四
）
年
？

～
九
四
五
（
天て
ん

慶ぎ
ょ
う

八
）
年
？
。
歌
人
。

『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
の
一
人
。「
仮

名
序
」
を
記
し
た
。

51015
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6古典を読むということ 古典を読むということ

　
ど
ん
な
に
単
純
な
こ
と
に
も
、
た
い
て
い
複
数
の
原
因
が
あ
っ
て
、
他
と
の
関
係
抜
き
で
あ
り
え

な
い
の
は
大
方
の
事
物
の
運
命
で
あ
る
ら
し
い
。
人
間
と
て
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
自
分
一
個
の

生
存
を
考
え
て
も
こ
と
は
決
し
て
単
純
で
な
い
。

　
今
を
よ
り
よ
く
知
ろ
う
と
し
て
、
今
を
今
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
過
去
を
知
ろ
う
と
す
る
の

は
、
少
な
く
と
も
驕き

ょ
う

慢ま
ん

で
な
い
人
間
の
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
今
後
を
い
か
に
選
択
す
る
か
に
直

結
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
生
産
的
な
行
為
の
は
ず
で
あ
る
。

　
実
生
活
の
具
体
的
な
様
相
や
人
間
の
心
用
い
の
さ
ま
ざ
ま
は
、
歴
史
書
よ
り
も
物
語
の
ほ
う
に

ず
っ
と
詳
し
い
と
言
っ
た
の
は
『
源げ

ん

氏じ

物
語
』
の
作
者
で
あ
っ
た
が
、
日
本
人
の
歴
史
、
こ
と
に
感

受
性
の
歴
史
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
と
き
、
な
る
ほ
ど
そ
の
具
体
性
に
お
い
て
文
学
作
品
を
超
え
る
も

の
は
ま
ず
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
歌
に
お
い
て
も
、
日
記
物
語
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
一
般
的
男
女
で
は
な
く
、

よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
常
に
個
々
の
特
殊
具
体
的
な
男
女
で
あ
っ
て
、
そ
の
男
女
の
喜
怒
哀

◇
古
典
を
学
ぶ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

古
典
を
読
む
と
い
う
こ
と�

竹た
け

西に
し

寛ひ
ろ

子こ

①

②

①
驕
慢

　お
ご
り
高
ぶ
っ
て
他
を
あ
な
ど

る
こ
と
。

②
『
源
氏
物
語
』

　平
安
時
代
中
期
に
成

立
し
た
物
語
で
、
日
本
の
古
典
文
学
の

最
高
傑
作
と
さ
れ
る
。
作
者
は
紫
む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

。

510
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冒
頭
に
は
、
古
典
の
魅
力
や
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を
配
列
。
古
典
を

学
ぶ
意
味
に
つ
い
て
考
え
、
学
習
意
欲
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
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9 古典を読むということ 古典を読むということ

の
一
愛
読
者
に
す
ぎ
な
い
私
も
、
こ
の
姿
勢
の
大
事
に
思
い
い
た
っ
て
久
し
い
が
、
古
文
や
古
語
に

語
ら
せ
る
よ
う
に
読
む
こ
と
は
決
し
て
易
し
く
は
な
い
。

　
し
か
し
、
日
本
人
の
感
受
性
の
法
則
も
、
日
本
語
の
い
い
運
用
の
法
則
も
、
語
ら
せ
る
よ
う
に
読

も
う
と
す
る
と
き
に
だ
け
、
ひ
ら
め
き
の
よ
う
に
感
知
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
い
く

ら
か
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
年
老
い
て
、
時
間
が
で
き
た
か
ら
静
か
に
古
典
で
も
と
い
う
人

が
あ
る
が
、
と
ん
で
も
な
い
。
古
典
を
読
む
に
は
相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
る
。
若
さ
が
い
る
。
根

気
が
い
る
。

　
　
　
　
◆�

「
今
を
よ
り
よ
く
知
ろ
う
と
し
て
…
…
生
産
的
な
行
為
の
は
ず
で
あ
る
。」（
６
・
４
～
６
）
と
ほ
ぼ
同
じ

内
容
で
、
古
典
を
読
む
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
を
探
し
、
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
み

よ
う
。

◆�

古
典
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
過
去
の
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ

れ
が
ど
う
し
て
古
典
を
学
ぶ
意
味
に
な
る
の
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

竹
西
寛
子

た
け
に
し
ひ
ろ
こ

　一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
～
。
小
説
家
。
広
島
県
の
生

ま
れ
。
作
品
に
「
蘭ら

ん

」「
兵
隊
宿
」
な
ど
が
あ
る
。
本
文
は
、『
王
朝
文
学
と

つ
き
合
う
』
に
よ
っ
た
。

5
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し
て
、
日
本
語
の
今
を
今
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
過
去
を
知
ろ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
今
後
い
か

に
自
分
の
日
本
語
を
運
用
し
て
い
く
か
に
直
結
し
う
る
行
為
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
認
識
と
実
行
の
隔
た
り
は
、「
話
す
」「
書
く
」
に
お
い
て
顕
著
な
の
で
、
認
識
の
強

調
は
な
ん
と
な
く
気
が
ひ
け
る
が
、「
読
む
」
と
い
う
全
身
の
経
験
に
基
づ
く
共
感
と
違
和
感
が
、

「
話
す
」「
書
く
」
自
分
に
与
え
る
侮
り
難
い
影
響
を
思
う
と
、
た
と
え
そ
れ
が
、
よ
く
な
い
言
葉
遣

い
に
鋭
敏
に
反
応
す
る
言
語
感
覚
、
言
語
認
識
の
育
成
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
私
は
そ

れ
を
大
切
と
思
う
。
自
分
の
言
葉
遣
い
の
た
め
の
法
則
を
得
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
が
、

目
的
に
走
る
と
足
を
す
く
わ
れ
る
。

　
古
典
は
、
初
め
か
ら
押
し
い
た
だ
い
て
読
む
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
作
者
が
喜
怒
哀
楽
を
強

調
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
読
者
も
自
分
の
力
に
応
じ
て
素
直
に
親
し
み
、
反
発
し
て
い
い
と
思
う
。

反
発
す
る
こ
と
が
あ
り
、
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
部
分
が
あ
っ
て
も
、
優
れ
た
作
品
に
は
必
ず
そ
れ
を

上
回
る
魅
力
が
あ
る
。
感
嘆
す
る
ば
か
り
、
と
い
う
時
期
は
、
私
の
場
合
、
ま
だ
「
要
警
戒
」
で
あ

る
。

　
素
直
な
読
み
に
だ
け
与
え
ら
れ
る
恩
恵
の
大
事
を
思
う
と
き
、「
古
言
を
知
ら
で
は
古
意
は
知
ら

れ
ず
」
と
言
っ
た
江
戸
時
代
の
学
者
、
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

の
姿
勢
が
思
い
返
さ
れ
る
。「
古

い
に
し
え

の
言
葉
」
に

「
古
の
心
」
を
語
ら
せ
よ
う
。
そ
れ
が
宣
長
の
古
典
学
に
お
け
る
基
本
的
な
立
場
で
あ
っ
た
。
古
典

⑦

⑦
本
居
宣
長

　一
七
三
〇
（
享き
ょ
う

保ほ
う

一
五
）

年
～
一
八
〇
一
（
享
和
元
）
年
。
国
学

者
・
歌
人
。
日
本
の
古
典
の
研
究
に
励

ん
だ
。

51015
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37 徒然草 随筆

②
得
失

　成
功
と
失
敗
。
こ
こ
で
は
当
た

る
か
当
た
ら
な
い
か
と
い
う
迷
い
の
心
。

★
「
重
ね
て
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

③
一
刹
那

　ほ
ん
の
一
瞬
と
い
う
意
味
の

仏
教
語
。
後
出
の
「
一
念
」
も
同
じ
。

矢
に
な
ほ
ざ
り
の
心
あ
り
。
毎
度
た
だ
得
失
な
く
、
こ
の
一ひ
と

矢や

に
定
む
べ
し
と
思
へ
。」

と
言
ふ
。
わ
づ
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前
に
て
一
つ
を
お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。

懈け

怠だ
い

の
心
、
自
ら
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
師
こ
れ
を
知
る
。
こ
の
戒
め
、
万
事
に
わ
た

る
べ
し
。

　道
を
学
す
る
人
、
夕
べ
に
は
朝あ
し
たあ

ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、
朝
に
は
夕
べ
あ
ら
ん
こ
と
を

思
ひ
て
、
重
ね
て
ね
ん
ご
ろ
に
修し
ゆ

せ
ん
こ
と
を
期ご

す
。
い
は
ん
や
一
刹
那
の
う
ち
に
お

い
て
、
懈
怠
の
心
あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
な
ん
ぞ
、
た
だ
今
の
一
念
に
お
い
て
、
た

だ
ち
に
す
る
こ
と
の
は
な
は
だ
難か
た

き
。�

（
第
九
二
段
）

②

＊

★

＊

＊

③

＊
語
句

　お
ろ
か
な
り

　期
す

　い
は
ん
や

学

　習

　の

　手

　引

　き

一

　次
の
傍
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
の
違
い
を
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　ア

　お
ろ
か
に
せ
ん
と
（
37
・
2
）
　

①

　イ

　思
は
ん
や
。（
37
・
2
）

　
　ウ

　朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、（
37
・
5
）

②

　ア

　一
矢
に
定
む
べ
し
と
思
へ
。（
37
・
1
）

　
　イ

　万
事
に
わ
た
る
べ
し
。（
37
・
3
）

二

　次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
「
懈
怠
の
心
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に

説
明
し
て
み
よ
う
。

①
「
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
」（
36
・
1
）
人
の
場
合
。

②
「
道
を
学
す
る
人
」（
37
・
5
）
の
場
合
。

三

　筆
者
は
「
懈
怠
の
心
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、

ま
と
め
て
み
よ
う
。

5
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①
諸
矢

　的
に
向
か
う
時
に
作
法
と
し
て

持
つ
、
二
本
一
組
の
矢
。

　　

�

　
　参
考
◉
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に

　つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
ら
し
硯す

ず
りに

向
か
ひ
て
、
心
に

う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く

れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
。�

（
序
段
）

＊

＊

＊

＊

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に

　あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
、
諸も

ろ

矢や

を
た
ば
さ
み
て
的
に
向
か
ふ
。
師
の
い
は

く
、「
初
心
の
人
、
二
つ
の
矢
を
持
つ
こ
と
な
か
れ
。
の
ち
の
矢
を
頼
み
て
、
初
め
の

随
筆

徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ�

兼け
ん

好か
う

法
師

①

＊
語
句

　つ
れ
づ
れ
な
り

　日
暮
ら
し

　そ
こ
は
か
と
な
し

　あ
や
し

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

�

　鎌
倉
時
代
後
期
成
立
の
随
筆

KSK22_p036-037_徒然_責.indd   36 16/03/18   15:59

古
文
は
、
国
語
総
合
で
読
ん
で
お
き
た
い
作
品
を
網
羅
し
て
配
列
。
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が

よ
く
表
れ
て
い
る
も
の
や
現
代
と
関
連
づ
け
て
読
め
る
も
の
を
選
ん
で
教
材
化
し
ま
し
た
。

教
材
名
の
下
に
「
成
立
年
代
バ
ー
」
を

お
き
、
ひ
と
め
で
作
品
の
成
立
時
期
が

わ
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

文
法
を
理
解
す
る
た
め
の
問
い
と
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
問
い
を

教
材
に
応
じ
て
段
階
的
に
設
け
ま
し
た
。
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48文法から解釈へ③

　
Ａ
　
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。

�

（
45
・
1
）

　
こ
の
文
に
は
「
花
は
盛
り
の
も
の
だ
け
を
、
月
は
曇
り
な
い

も
の
だ
け
を
見
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
違
う
。（
そ
れ
は
当

然
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
も
趣
は
あ
る
）」
と
い
う
兼
好

の
美
意
識
が
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
限
定
の
副
助
詞
「
の

み
」
を
抜
く
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
Ｂ
　
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
見
る
も
の
か
は
。

　「
花
は
盛
り
の
も
の
を
、
月
は
曇
り
な
い
も
の
を
見
る
も
の

だ
ろ
う
か
、
い
や
違
う
。」

―
つ
ま
り
、「
満
開
の
桜
も
照
る

月
も
見
る
値
打
ち
が
な
い
」
と
な
り
、
Ａ
と
は
全
く
異
な
る
意

味
の
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。
助
詞
は
、
単
独
で
使
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
、
見
た
目
は
小
さ
な
単
語
で
あ
る
が
、
書
き
手
の
思
い

を
表
す
上
で
重
要
な
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
る
の
だ
。

　
試
み
に
Ａ
の
文
か
ら
助
詞
を
全
て
取
り
去
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
Ｃ
　
花
　
盛
り
に
、
月
　
隈
な
き
　
見
る
も
の
。

　
ど
れ
も
自
立
語
で
あ
る
か
ら
単
語
の
意
味
は
わ
か
る
が
、
そ

れ
を
並
べ
た
だ
け
で
は
、
書
き
手
の
思
い
は
伝
わ
ら
な
い
。

　
Ａ
の
文
で
は
、
係
助
詞
「
は
」
で
「
花
」
と
「
月
」
と
を
他

の
も
の
と
区
別
し
て
取
り
立
て
、
格
助
詞
「
を
」
で
「
見
る
」

対
象
を
示
し
、
副
助
詞
「
の
み
」
で
見
る
対
象
を
「
花
は
盛
り

に
」「
月
は
隈
な
き
」
に
限
定
し
、
係
助
詞
「
か
」「
は
」
で
文

全
体
を
反
語
の
文
と
し
て
「
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
の

み
見
る
も
の
」
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

助
詞
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
初
め
て
、
兼
好
の
思
い
が
読
み
手

に
伝
わ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
と
も
す
れ
ば
細
部
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
が
、
全

体
を
支
え
て
い
る
の
は
目
立
た
な
い
細
か
い
部
分
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。

＊�

次
の
ア
と
イ
で
は
ど
の
よ
う
に
意
味
が
異
な
る
か
、
傍
線
部

の
助
詞
に
注
目
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
ア
　
一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
、（
51
・
12
）

　
イ
　
一
文
字
を
の
み
知
ら
ぬ
者
、

文法から解釈へ③    助詞

510

51015
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　古
い
に
し
えの

人
々
は
、
四
季
折
々
の
風
物
を
愛め

で
、
自
然
と
深
く
関

わ
っ
て
生
き
て
い
た
。『
徒つ
れ
づ
れ然
草ぐ
さ

』「
花
は
盛
り
に
」
に
「
花
は

盛
り
に
、
月
は
隈く
ま

な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。」（
45
・
1
）

と
あ
る
よ
う
に
、
雪
月
花
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
兼け
ん

好こ
う

は
『
古
今
和
歌
集
』
を
規
範
と
し
て
培
わ
れ
た
平
安
王
朝
貴
族

た
ち
の
美
意
識
を
愛
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
代
表
す
る

風
物
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　春
（
一
～
三
月
）
…
…
梅
、
桜
、
う
ぐ
い
す
、
春は
る
さ
め雨

　
　夏
（
四
～
六
月
）
…
…
橘
た
ち
ば
な、

ほ
と
と
ぎ
す
、
蛍
、
五
月
雨

　
　秋
（
七
～
九
月
）
…
…
紅
葉
、
菊
、
月
、
鹿

　
　冬
（
十
～
十
二
月
）
…
雪
、
霜
、
木
枯
ら
し
、
千
鳥

　旧
暦
の
一
月
は
現
在
の
二
月
に
あ
た
る
。
一
～
三
月
は
早

春
・
仲
春
・
晩
春
と
さ
れ
、
そ
の
時
々
の
風
物
を
愛
で
た
。
月

で
あ
れ
ば
仲
秋
の
名
月
、
す
な
わ
ち
八
月
十
五
夜
（
現
在
の
九

月
の
満
月
）
が
特
に
美
し
い
と
さ
れ
た
。

　人
々
は
こ
れ
ら
の
風
物
そ
の
も
の
の
す
ば
ら
し
さ
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
を
待
ち
望
ん
だ
り
惜
し
ん
だ
り
す
る
心
の
動
き

や
、
そ
れ
ら
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
人
の
世
の
あ
り
さ
ま
な
ど
に

深
い
情
趣
を
見
い
だ
し
た
。
例
え
ば
、『
伊い

勢せ

物
語
』「
東あ
づ
ま

下く
だ

り
」（
25
ペ
ー
ジ
）
の
「
唐か
ら

衣こ
ろ
も

…
…
」
の
歌
は
、「
か
き
つ
ば

た
」
の
花
を
見
て
詠
ま
れ
た
。
こ
れ
は
初
夏
の
花
で
あ
る
が
、

花
を
衣
に
擦こ
す

り
つ
け
て
染
め
る
染
料
で
も
あ
る
。
衣
服
は
妻
が

用
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、「
か
き
つ
ば
た
―
衣
―
褄つ
ま

（
妻
）」
と
発
想
し
て
、
妻
の
い
る
都
を
遠
く
離
れ
た
「
旅
の

心
」
を
歌
い
あ
げ
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
々
も
ま
た
涙
し
た
の
だ
。

　豊
か
な
想
像
力
と
繊
細
な
感
受
性
を
も
と
に
し
て
、
自
然
と

人
の
世
の
情
趣
を
理
解
す
る
。
そ
の
よ
う
な
人
こ
そ
が
「
心
あ

ら
ん
友
」（
46
・
2
）、「
よ
き
人
」（
46
・
6
）
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

古典の四季・美意識

かきつばた
510

51015

KSK31_p049_古典扉2_責.indd   49 16/03/18   16:01

「文法から解釈へ」では，直前の教材を例に文法を解説し，文法を
学ぶことで古典の理解が深まることを実感できるようにしました。

古典への理解を深めたり，現代との関わりを考えたりする
ことができるコラム「古典の扉」を随所に設けました。
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88俊頼髄脳 評論

①
道
信
の
中
将

　藤ふ
じ

原わ
ら
の

道
信
（
九七二～
九九四）。

平
安
時
代
中
期
の
歌
人
。
藤
原
為た
め

光み
つ

の

子
。

②
山
吹

　晩
春
に
黄
色
い
花
を
つ
け
る
。

③
上
の
御
局

　上う
え

局つ
ぼ
ね

の
敬
称
。
上
局
は
、

后
妃
が
常
の
局
の
他
に
、
天
皇
の
御お

座ま
し

所ど
こ
ろ

近
く
に
賜
る
部
屋
。

④
ゐ
こ
ぼ
れ
て

　は
み
だ
し
座
っ
て
い
て
。

★
「
た
だ
に
過
ぐ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

⑤
く
ち
な
し
に
…
…

　「梔く
ち
な
し子
」
の
実
か

ら
染
め
た
「
く
ち
な
し
（
色
）」
に
、

無
言
の
意
の
「
口
無
し
」
を
掛
け
る
。

「
山
吹
の
花
色
衣
主ぬ
し

や
誰た
れ

問
へ
ど
答
へ

ず
く
ち
な
し
に
し
て
」（『
古
今
和
歌

集
』
俳
諧
歌
・
素そ

性せ
い

法
師
）
な
ど
を
ふ

ま
え
る
。「
ち
し
ほ
（
千
入
）」「
や
ち

し
ほ
（
八
千
入
）」
は
布
を
染
料
に
何

度
も
浸つ

け
て
染
め
る
こ
と
。

　　

山や
ま

吹ぶ
き

の
花

　道み
ち

信の
ぶ

の
中
将
の
、
山
吹
の
花
を
持
ち
て
、
上う
へ

の
御み

局つ
ぼ
ね

と
い
へ
る
所
を
過
ぎ
け
る
に
、

女
房
た
ち
、
あ
ま
た
ゐ
こ
ぼ
れ
て
、「
さ
る
め
で
た
き
も
の
を
持
ち
て
、
た
だ
に
過
ぐ

る
や
う
や
あ
る
。」
と
言
ひ
か
け
た
り
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
や
、
ま
う
け
た
り
け
む
、

　
　く
ち
な
し
に
ち
し
ほ
や
ち
し
ほ
そ
め
て
け
り

と
言
ひ
て
、
さ
し
入
れ
け
れ
ば
、
若
き
人
々
、
え
取
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
奥
に
、
伊い

勢せ

大た
い

輔ふ

が
候さ
ぶ
らひ
け
る
を
、「
あ
れ
取
れ
。」
と
宮
の
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
承
り
て
、
一ひ
と

間ま

が
ほ

ど
を
、
ゐ
ざ
り
出い

で
け
る
に
、
思
ひ
よ
り
て
、

　
　こ
は
え
も
い
は
ぬ
花
の
い
ろ
か
な

と
こ
そ
、
付
け
た
り
け
れ
。
こ
れ
を
、
上
聞
こ
し
め
し
て
、「
大
輔
な
か
ら
ま
し
か
ば
、

評
論

俊と
し

頼よ
り

髄ず
い

脳な
う�

源
俊
頼

①

②

③

④

★
＊

＊

⑤

⑥

⑦

⑧

＊

＊

⑨
＊

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

一
一
一
五
年
頃
成
立
の
歌
論

5
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⑥
伊
勢
大
輔
　
平
安
時
代
中
期
の
女
流
歌

人
。
一
条
天
皇
の
中
宮
彰し
ょ
う

子し

に
仕
え
た
。

⑦
宮
　
中
宮
。

⑧
一
間
　
柱
と
柱
の
間
一
つ
を
い
う
。

⑨
上
　
天
皇
。

恥
ぢ
が
ま
し
か
り
け
る
こ
と
か
な
。」
と
ぞ
、
仰
せ
ら
れ
け
る
。

　こ
れ
ら
を
思
へ
ば
、
心
疾と

き
も
、
か
し
こ
き
こ
と
な
り
。
心
疾
く
歌
を
詠
め
る
人
は
、

な
か
な
か
に
、
久
し
く
思
へ
ば
、
悪あ

し
う
詠
ま
る
る
な
り
。
心
お
そ
く
詠
み
出
だ
す
人

は
、
す
み
や
か
に
詠
ま
む
と
す
る
も
か
な
は
ず
。
た
だ
、
も
と
の
心
ば
へ
に
し
た
が
ひ

て
、
詠
み
出
だ
す
べ
き
な
り
。

＊＊

＊

＊
語
句
　
た
だ
な
り
　
ま
う
く
　
ゐ
ざ
る

　
付
く
　
聞
こ
し
め
す
　
恥
ぢ
が
ま
し

　
な
か
な
か
な
り
　
心
ば
へ

学

　習

　の

　手

　引

　き

一
　
次
の
傍
線
部
の
敬
語
の
種
類
を
答
え
、
誰
へ
の
敬
意
か
説
明
し
て

み
よ
う
。

　
　
①
伊
勢
大
輔
が
候
ひ
け
る
（
88
・
5
）    

　
　
②
宮
の
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
（
88
・
6
） 

　
　
③
上
聞
こ
し
め
し
て
（
88
・
9
）

二
　「
こ
は
え
も
い
は
ぬ
花
の
い
ろ
か
な
」（
88
・
8
）
の
句
の
お
も
し

ろ
さ
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

三
　「
心
疾
き
も
、
か
し
こ
き
こ
と
な
り
。」（
89
・
2
）
と
は
、
伊
勢

大
輔
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
評
し
た
も
の
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。

俊
頼
髄
脳

歌
論
。
筆
者
は
源
俊
頼
。
一
一
一
五
（
永え

い

久き
ゅ
う

三
）
年
頃
成
立
。

関
白
藤
原
忠た
だ

実ざ
ね

の
依
頼
に
よ
り
、
そ
の
娘
の
た
め
に
作
歌
手

引
き
書
と
し
て
著
述
さ
れ
た
。
和
歌
の
種
類
、
歌
病
、
技
法
、

歌
語
等
に
つ
い
て
広
く
述
べ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
歌
説
話

を
記
載
す
る
な
ど
、
作
歌
の
た
め
の
実
用
書
と
し
て
の
具
体

的
な
内
容
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
文
は
『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。

源
俊
頼

一
〇
五
五
（
天て

ん

喜ぎ

三
）
年
？
～
一
一
二
九
（
大だ

い

治じ

四
）
年
。

歌
人
。『
金き
ん

葉よ
う

和
歌
集
』
の
撰せ

ん

者じ
ゃ

。
新
鮮
な
感
覚
と
大
胆
で

自
由
な
歌
風
を
個
性
と
し
、
藤
原
俊と
し

成な
り

・
定さ

だ

家い
え

ら
に
影
響
を

与
え
た
。
勅
撰
和
歌
集
へ
の
入に
っ

集し
ゅ
う

は
二
百
首
余
り
で
あ
る
。

家
集
に
『
散
木
奇
歌
集
』
が
あ
る
。

5
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古
典
Ｂ
の
学
習
や
大
学
入
試
を
見
据
え
て
、
古
文
に
お
け
る
評
論
的
文
章
も
豊
富
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。
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…
…
漢
文
の
基
本
構
造 

二
…
…

　
漢
文
の
構
造
で
は
、
原
則
と
し
て
述
語
が
目
的
語
な
ど
の
前
に
く
る
。
し
た
が
っ

て
、
日
本
語
の
文
章
と
語
順
が
異
な
る
の
で
、
ま
ず
主
語
を
読
み
、
次
に
目
的
語
な

ど
を
読
み
、
最
後
に
述
語
に
返
っ
て
読
む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
不
」「
無
」「
有
」

の
よ
う
な
語
は
、
必
ず
下
か
ら
返
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
返
っ
て
読
む
順

序
を
示
す
符
号
を
「
返
り
点
」
と
い
う
。
返
り
点
に
は
、
レ
点
、
一
・
二
点
、
上
・

下
点
な
ど
が
あ
り
、
漢
字
の
左
下
に
添
え
る
。

　
４ 

我
　
読ム

　
書ヲ	

〔
主
語
―
述
語
―
目
的
語
〕

　
　 

1
　
3
　
2

　
　 

聞ク

　
啼て

い

　
鳥て

う
ヲ

	

〔
述
語
―
目
的
語
〕

　
　 

3
　
1
　
2

　
５ 

不ず

　
覚エ

　
暁ヲ	

〔
否
定
を
示
す
語
―
述
語
―
目
的
語
〕

　
　 

3
　
2
　
1

転ジ
テ　
禍ヒ

ヲ　
為な

ス　
福ト

。	
	
	
	
	
	

禍
ひ
を
転
じ
て
福
と
為
す
。

2
　
1
　
4
　
3

尽ク
シ
テ　
人
　
事ヲ

　
待ツ

　
天
　
命ヲ

。		

人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
。

3
　
1
　
2
　
6
　
4
　
5
　

zz

2
1

2
1

z
z

z
z

z

わ
ざ
は

z

z
z

2
1

2
1

2
1

2
1

●
返
り
点
の
種
類
と
用
い
方

①
レ
点
　
下
の
一
字
か
ら
、
す
ぐ
上
の
一
字
に
返
っ

て
読
む
。

②
一
・
二
点
　「
一
」
を
付
し
た
字
か
ら
、
二
字
以
上

を
隔
て
て
、「
二
」「
三
」
と
上
に
返
っ
て
読
む
。

③
上
・
下
点
（
上
中
下
点
）　
一
・
二
点
を
付
し
た
句

を
間
に
挟
ん
で
、
下
か
ら
上
に
返
っ
て
読
む
。

④
「

」「

」　
ま
ず
レ
点
で
返
り
、
次
に
一
・
二

点
、
ま
た
上
・
下
点
に
従
っ
て
読
む
。

※
返
っ
て
読
む
字
が
熟
語
の
と
き
は
、
そ
の
熟
語
の

中
間
に
竪た
て

点
（
合ご
う

符ふ

。
今
日
で
は
ハ
イ
フ
ン
の

印
。）
を
引
き
、
そ
の
中
間
に
返
り
点
を
つ
け
る
。

　（
例
）
遊

－

学ス
　
京
　
都ニ
。

◎
練
習
問
題

１
　
次
の
文
を
訓
点
に
従
っ
て
読
ん
で
み
よ
う
。

　
①
有レ
バ　

備ヘ

　
無シ

　
患う
れ
ヒ。

　
②
低た
レ
テ　
頭か
う
べ
ヲ　
思フ

　
故
　
郷ヲ

。

　
③
不ざ
レ
バ　

知ラ

　
其そ
ノ　

人ヲ

　
視み
ヨ　

其ノ

　
友ヲ

。

2
1

z
z

z
2

1

z
2

1
2

1
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漢
文
の
構
造
と
訓
読
の
仕
方

…
…
漢
文
の
基
本
構
造 

一
…
…

　
漢
文
に
お
い
て
、
文
を
構
成
す
る
漢
語
の
役
割
は
語
順
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
日

本
語
の
文
章
の
よ
う
な
助
詞
（
テ
ニ
ヲ
ハ
）
や
活
用
語
尾
は
な
い
。
日
本
語
の
語
順

と
同
じ
構
造
の
場
合
で
も
、
語
と
語
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
助
詞
や

活
用
語
尾
を
「
送
り
仮
名
」
と
し
て
補
っ
て
訓
読
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
１ 

花
　
開ク	

〔
主
語
―
述
語
〕

　
２ 

白キ

　
雲	

〔
修
飾
語
―
被
修
飾
語
〕

　
３ 

風
　
雨	

〔
並
列
〕

花
　
開キ

　
鳥
　
啼な

ク。	

花
開
き
鳥
啼
く
。

大
　
器ハ

　
晩
　
成ス

。	

大
器
は
晩
成
す
。（
大
器
→
大キ
ナ

 

器
　
晩
成
→
晩お
そ
ク

 
成ル

）

行ク

　
雲
　
流ル

ル　
水
。	

行
く
雲
流
る
る
水
。（「
行
雲
」
と
「
流
水
」
は
並
列
）

●
漢
語
の
構
造

　
漢
語
の
構
造
は
、
次
の
五
種
類
が
基
本
と
な
っ

て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
構
造
か
考
え
て
み
よ
う
。

　
①
日
没
　
地
震

　
②
善
人
　
博
愛

　
③
飲
食
　
善
悪
　
人
民
　
金
銀

　
④
成
功
　
即
位

　
⑤
不
正
　
非
常
　
多
欲

　
こ
の
構
造
は
、
そ
の
ま
ま
漢
文
の
構
造
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

●
送
り
仮
名
の
つ
け
方

①
漢
字
の
右
下
に
、
小
さ
く
添
え
る
。

②
片
仮
名
を
用
い
る
。

③
古
典
文
法
に
従
い
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
る
。
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漢
文
の
入
門
教
材
で
は
、
漢
文
の
基
礎
構
造
や
、
送
り
仮
名
や
返
り
点
な
ど
の
訓
読
に
欠
か
せ
な
い

知
識
や
記
号
を
き
ち
ん
と
お
さ
え
、
漢
文
を
読
む
力
が
確
実
に
身
に
つ
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
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109 借虎威 故事成語

＊
無カ
レ

 

敢ヘ
テ

 

A（
ス
ル
コ
ト
）

 

　決
し
て
A
す
る
な
。

〔
禁
止
〕

＊
使ム 

Aヲ
シ
テ

 

B（
セ
）

 

　A
に
B
さ
せ
る
。〔
使

役
〕

＊
不 

A（
セ
）

 

　A
（
し
）
な
い
。〔
否
定
〕

＊
敢ヘ
テ

 

不ラ
ン

 

A（
セ
）

 

乎

　ど
う
し
て
A
（
し
）

な
い
で
い
よ
う
か
、
い
や
、
き
っ
と
A

す
る
。〔
反
語
〕

＊
以テ
為ス 

A（
ナ
リ
）ト

 

　A
（
で
あ
る
）
と
思
っ

た
。

2
1

2
1

z

z

z

学

　習

　の

　手

　引

　き

一

　次
の
文
を
書
き
下
し
文
に
改
め
、
口
語
訳
し
て
み
よ
う
。

①
子
無カ

レ

 

敢ヘ
テ

 

食ラ
フ
コ
ト

 

我ヲ

也
。（
108
・
1
）

②
敢ヘ
テ

 

不ラ
ン

 

走ラ

乎
。（
108
・
4
）

二

　「観
」（
108
・
3
）
と
「
見
」（
108
・
4
）
の
意
味
の
違
い
を
説
明

し
て
み
よ
う
。

三

　「虎
の
威
を
借
る
」
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
か
、
調
べ
て
み
よ
う
。

2
x

z

『成語故事』より
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108借虎威 故事成語

①
子

　あ
な
た
。

②
天
帝

　万
物
を
つ
か
さ
ど
る
天
の
神
。

③
今

　も
し
。
仮
に
。

④
遂

　そ
の
ま
ま
。

★
「
之
」
は
何
を
指
す
か
。

　　
虎
求メ

テ

百
獣ヲ

而
食ラ

フ

之こ
れ
ヲ

。得タ
リ

狐き
つ
ね
ヲ。狐
曰い

ハ
ク、「子し

無カ
レ

敢あ
ヘ
テ

食
我ヲ

也
。天
帝
使ム

我ヲ
シ
テ

長タ
ラ

百
獣ニ

。今
、子
食ラ

ハ
バ

我ヲ

、是こ
レ

逆ラ
フ

天
帝ノ

命ニ

也な
り

。子
以も

つ
テ

我ヲ

為な
サ
バ

不ず
ト

信ナ
ラ、吾わ
れ

為た
め
ニ

子ノ

先
行セ

ン。子
随
我ガ

後ニ

観み
ヨ

。

百
獣
之の

見テ

我ヲ

、而
敢ヘ

テ

不ざ
ラ
ン

走ラ

乎や
ト

。」

　
虎
以テ

為な
ス

然し
か
リ
ト。故ニ

遂つ
ひ
ニ

与と

之こ
れ

行ク

。獣
見テ

之ヲ

皆
走ル

。虎
不ル

知ラ

獣ノ

畏お
そ
レ
テ

己ヲ

而
走ル

ヲ

也
。以テ

為ス

畏ル
ト

狐ヲ

也
。�

（
戦
国
策
）

故
事
成
語

借ル 

虎ノ 

威ヲ

2
1

	
2

	
1

	
z

	
z

①

＊

	
2

ラ
フ

　

コ
ト

	
x

②

＊

	
3

	
2

	
1

③
	
z

	
2

	
1

	
z

	
z

＊

	
z

	
z

し
た
がヒテ

	
2

	
1

	
z

＊

	
z

＊

	
z

④

	
z

	
z

★
	
z

	
2

	
z

	
1

	
z
	
z

元

南宋

1000北宋

五代

唐

隋

500南北朝

東晋
西晋
三国

後漢

新

前漢
0

秦
戦国 列

子

　

  

戦
国
策 

　十
八
史
略

5
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漢
文
は
、
主
要
な
ジ
ャ
ン
ル
の
定
評
あ
る
教
材
を
配
列
。
図
版
や
資
料
を

配
置
し
た
り
、
内
容
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
問
い
や
句
法
を
脚
注
欄
に

示
す
な
ど
、
漢
文
の
読
解
を
助
け
る
工
夫
を
随
所
に
凝
ら
し
ま
し
た
。

教
材
名
の
下
に
「
成
立
年
代
バ
ー
」
を
お
き
、
ひ
と
め
で
作
品
の
成
立

時
期
や
作
者
の
活
動
時
期
な
ど
が
わ
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

文
法
や
漢
字
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
問
い
と

内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
問
い
を
設
け
ま
し
た
。
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130先従隗始 史話

①
昭
王

　在
位
は
前
三
一
一
年
～
前

二
七
九
年
。

②
弔
死
問
生

　戦
死
者
を
弔
い
、
生
存
者

や
遺
族
を
慰
め
る
。

③
卑
辞
厚
幣

　へ
り
く
だ
っ
た
言
葉
を
使

い
、
多
く
の
贈
り
物
を
用
意
す
る
。

④
郭
隗

　燕
の
人
。

⑤
孤

　王
侯
の
謙
称
。

⑥
報

　仕
返
し
を
す
る
。

⑦
与
共
国

　国
政
を
一
緒
に
行
う
。

⑧
先
王

　昭
王
の
父
で
、
殺
害
さ
れ
た
噲

を
指
す
。

　
　戦
国
時
代
中
期
、「
戦
国
の
七
雄
」
に
数
え
ら
れ
て
い
た
燕え
ん

は
、君
主
噲か
い

の
失
政
に
よ
っ
て
混

乱
状
態
に
あ
っ
た
。斉せ
い

は
そ
の
隙
を
つ
い
て
攻
撃
を
し
か
け
、す
で
に
国
政
を
投
げ
出
し
て
い
た

噲
を
殺
害
し
た
。紀
元
前
三
一
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
燕
人
立テ

テ

太
子
平ヲ

為な
ス

君ト

。是こ
れ
ヲ

為ス

昭
王ト

。弔ヒ

死ヲ

問ヒ

生ヲ

、�

卑ひ
く
ク
シ

辞ヲ

厚ク
シ
テ

幣ヲ

、以も
つ
テ

招ク

賢
者ヲ

。問ヒ
テ

郭く
わ
く

隗く
わ
い
ニ

曰い
ハ
ク、「斉ハ

因リ
テ

孤
之の

国ノ

乱ル
ル
ニ、而

襲ヒ
テ

破ル

燕ヲ

。孤
極メ

テ

知ル

燕ノ

小ニ
シ
テ

不ざ
ル
ヲ

足ラ

以テ

報ズ
ル
ニ。誠ニ

得テ

賢

士ヲ

与と
も
ニ

共ニ
シ

国ヲ

、以テ

雪
先
王
之
恥ヲ

、孤
之
願ヒ

也な
り

。先
生
視し

め
セ

史
話

先ま
ヅ 

従よ
リ 

隗く
わ
い 

始メ
ヨ

z

	
2

	
1
	
z

	
2

①

	
1

②

	
z

	
z

③

	
z

	
z

	
2

	
1
	
2

④

	
1

	
2

⑤

	
1

	
z

	
2

	
x
	
2

⑥

	
1

	
2

	
1

⑦

	
z

す
す
ガ
ン

コ
ト
ハ

	
2

⑧

	
1

	
2

元

南宋

1000北宋

五代

唐

隋

500南北朝

東晋
西晋
三国

後漢

新

前漢
0

　
　
　
　
　
　史
記�

　十
八
史
略

5
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131 先従隗始 史話

⑨
可
者

　ふ
さ
わ
し
い
人
物
。

★
「
古
之
君
」
で
始
ま
る
郭
隗
の
た
と
え

話
は
ど
こ
ま
で
続
く
か
。

⑩
涓
人

　君
主
の
近
く
に
い
て
、
そ
の
身

の
ま
わ
り
の
世
話
を
す
る
人
。

⑪
千
里
馬

　一
日
に
千
里
を
走
る
ほ
ど
の

名
馬
。

⑫
期
年

　一
年
。

⑬
致

　招
く
。

★
「
先
従
隗
始
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど

う
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
。

可ナ
ル

者ヲ

。得ン
ト

身
事
之こ

れ
ニ

。」

　
隗
曰ハ

ク、「古い
に
し
へ

之
君ニ

有リ

以テ

千
金ヲ

使し
ム
ル

涓け
ん

人
求メ

千
里ノ

馬ヲ

者
。買ヒ

テ

死
馬ノ

骨ヲ

五
百
金ニ

而
返ル

。君
怒ル

。涓
人
曰ハ

ク、『死
馬ス

ラ

且か
ツ

買フ

之ヲ

。況い
は
ン
ヤ

生ケ
ル

者ヲ

乎や

。馬
今ニ

至ラ
ン
ト

矣
。』不ず

シ
テ

期
年ナ

ラ、千
里ノ

馬

至ル

者
三
。今
、王
必ズ

欲セ
バ

致サ
ン
ト

士ヲ

、先ヅ

従リ

隗
始メ

ヨ。況ン
ヤ

賢ナ
ル

於
隗ヨ

リ
モ

者
、豈あ

ニ

遠シ
ト
セ
ン

千
里ヲ

哉や
ト

。」於お
イ
テ

是こ
こ
ニ

昭
王
為た

め
ニ

隗ノ

改メ
テ

築キ

宮ヲ

、師

－

事ス

之ニ

。於イ
テ

是ニ

士
争ヒ

テ

趨お
も
む
ク

燕ニ

。�

（
十
八
史
略
）

⑨

	
1
	
2

つ
かフ

ル
ヲ

	
x

★

	
d
	
2

	
1
	
3

⑩

じ
んヲ

シ
テ	
2

⑪

	
1

	
a
	
2

	
1

＊

	
z

	
2

⑫

	
1

	
z

⑬

	
z

★

	
z

	
2

＊

	
1

＊

	
2

	
1

	
z

	
z

	
z

	
2

	
1
	
z

	
z

＊
Aス
ラ

 

且ツ
B（
ス
）。

況ン
ヤ

 

Cヲ
乎

　A
で
さ
え
B

で
あ
る
。
ま
し
て
C
な
ら
な
お
さ
ら
B

だ
。〔
抑
揚
〕

＊
A（
ナ
リ
）

  

於
Bヨ
リ
モ

 

　B
よ
り
も
A
（
だ
）。

〔
比
較
〕

＊
豈ニ
A（
セ
）ン

 

哉

　ど
う
し
て
A
（
し
よ
う
）

か
、
い
や
A
（
し
）
な
い
。〔
反
語
〕

2
1

学

　習

　の

　手

　引

　き

一

　こ
の
話
に
お
け
る
「
千
里ノ

馬
」（
131
・
2
）、「
死
馬
」（
131
・
3
）

と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
を
指
し
て
い
る
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。

二

　郭
隗
の
弁
舌
の
巧
み
さ
は
ど
う
い
う
点
に
あ
る
か
、
ま
と
め
て
み

よ
う
。

三

　「隗
よ
り
始
め
よ
」
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
か
、
調
べ
て
み
よ
う
。

5
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史
実
と
文
学
的
創
作
と
が
交
錯
す
る
史
話
を
豊
富
に
採
録
。
文
章

表
現
の
巧
み
さ
や
登
場
人
物
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
て
、
漢
文
の

お
も
し
ろ
さ
を
存
分
に
味
わ
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
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23 22

指
導
書
・
教
材

指
導
書
　

本
体
価
格
一
一
、
〇
〇
〇
円
（
税
別
）　

※「
現
代
文
編
」「
古
典
編
」で
別
売
に
な
り
ま
す
。

指
導
書
別
売
品　

生
徒
用
教
材
　

■ 

教
師
用
教
科
書　
本
体
価
格
三
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

指
導
書
の
「
教
師
用
教
科
書
」
と
同
じ
も
の
で
す
。

■ 

指
導
資
料
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版　
本
体
価
格
五
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

※
「
現
代
文
編
」「
古
典
編
」
が
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

指
導
書
の
「
指
導
資
料
」
の
紙
面
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
に
し
た
も
の
で
す
。

■ 
学
習
課
題
ノ
ー
ト　
本
体
価
格
五
〇
〇
円
（
税
別
）

教
科
書
準
拠
の
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
で
す
。
別
冊
解
答
に
は
、
自
習
に
も
使

え
る
詳
し
い
解
説
が
付
い
て
い
ま
す
。

■ 

指
導
資
料

教
材
研
究
に
役
立
つ
資
料
や
、
実
際
の
授
業
や
評
価
で
活
用
で
き
る
情

報
を
豊
富
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

■ 

発
問
例
集

指
導
資
料
に
掲
載
し
た
発
問
を
ま
と
め
た
デ
ー
タ
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

● 

構
成
・
内
容
理
解
シ
ー
ト　
● 
語
句
・
漢
字
学
習
シ
ー
ト　

● 

古
文
品
詞
分
解
シ
ー
ト　
● 

漢
文
書
き
下
し
文
シ
ー
ト　

● 

古
典
口
語
訳
シ
ー
ト

■ 

基
本
テ
ス
ト

短
時
間
で
基
礎
を
養
う
小
テ
ス
ト
。
現
代
文
編
で
は
漢
字
や
語
句
、
古

文
で
は
文
法
、
漢
文
で
は
句
法
な
ど
に
つ
い
て
出
題
し
ま
す
。

■ 

評
価
問
題

定
期
考
査
な
ど
に
使
え
る
問
題
を
、
各
教
材
、
難
易
度
別
に
複
数
収
録

し
て
い
ま
す
。

■ 

実
力
問
題

教
科
書
の
教
材
と
同
じ
著
者
の
作
品
や
、
別
の
著
者
に
よ
る
同
じ
テ
ー

マ
の
文
章
な
ど
を
素
材
に
し
た
実
力
問
題
を
豊
富
に
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

補
充
教
材

教
科
書
の
教
材
に
関
連
す
る
資
料
や
、
発
展
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る

作
品
な
ど
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

教
科
書
原
文

教
科
書
教
材
文
の
原
文
デ
ー
タ
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

朗
読
Ｃ
Ｄ

一
部
の
教
材
に
つ
い
て
、
朗
読
を
収
録
し
た
音
声
Ｃ
Ｄ
で
す
。

■ 

漢
文
エ
デ
ィ
タ

訓
読
文
や
漢
文
テ
ス
ト
の
問
題
文
を
編
集
す
る
た
め
の
ソ
フ
ト
で
す
。

■ 

学
習
課
題
ノ
ー
ト

別
売
の
生
徒
用
教
材
『
学
習
課
題
ノ
ー
ト
』
の
デ
ー
タ
を
同
梱
し
て
い

ま
す
。

■ 

教
師
用
教
科
書

教
科
書
の
紙
面
に
、
文
章
構
造
や
要
約
、
口
語
訳
や
文
法
の
解
説
、「
学

習
の
手
引
き
」
の
解
答
例
な
ど
、
授
業
に
役
立
つ
情
報
を
青
字
で
刷
り

込
ん
だ
も
の
で
す
。

授業で使える便利なツールをダウンロード! !

電子黒板など大画面に提示する簡易版デジタル教材として活用できる「本文パ
ワーポイントデータ」がダウンロードできるようになりました。
ボタンによって表示内容の切り替えができます。

返り点、句読点、送り仮名、書き下し文、口語訳の表示/非表示が切り替え可能！

投影用本文データ

ダウンロード方法

１． 下記 URLから三省堂教科書ページへ
２． 対象書名を選択
３． 教科書ページの「資料ダウンロード」内 

にあるサポート資料からダウンロード 

ページへ遷移
４． 認証情報を入力※

５． 各データをダウンロード

※認証には指導書本冊が必要になりますので、お手元にご準備ください。

三省堂教科書ページ
https://tb.sanseido-publ.co.jp/h-school/hs-kokugo/

画像は高等学校現代文Bのものです。

■  

指
導
書
に
は
、
教
材
研
究
や
評
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も
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、
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ー
ト
・
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ス
ト
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題
・
補
充
教
材
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富
に
収
録
し
ま
し
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に
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学
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示
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し
た
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■ 本文解説

■ 思考ツール

本文の口語訳のon/offができます。マスクをはがし
ながら表示することもできます。

デジタルテキストオリジナルのコンテンツも多数収録
しています。

■ コンテンツ一覧

■ オンライン辞書

「フラッシュカード」「図版資料」「人物相関図」など，
さまざまなコンテンツを収録。

授業での提示に特化した指導者用の辞書サイトを
デジタルテキストのリンクからご利用いただけます。

はじめに
●教科書の内容を最大限に活用すること
デジタルテキストでは，教科書本文の拡大提示，付録や図版資料のインデックスおよびその拡大提示など，教科書の
内容を提示用の素材として，最大限に活用することをコンセプトに製作いたしました。
●CoNETSビューア
　平成29年度版からは教科書会社14社が参画して開発した共通プラットフォームCoNETSビューアでのご利用になります。
　▶CoNETSについて（http://www.conets.jp/）
　　 CoNETSビューアでは，先生ごとにユーザーを登録することで，書き込み情報や履歴などをそれぞれに保有すること
ができます。

　　　　　  豊富なコンテンツで授業をサポート指導者用

※画面サンプルはすべて「精選国語総合」となっております。

デジタル教材
指導者用デジタルテキスト

指導者用デジタルテキスト　〈校内フリーライセンス〉※1

OS ライセンス期間 価格 インストール方法

Windows版 教科書利用期間一括※2 40,000円＋税 DVD-ROM /
ダウンロード

Windows版 単年度ライセンス ご購入年度末まで 18,000円＋税 DVD-ROM /
ダウンロード

※1 校内のすべての端末にインストール可能です。なお，価格は1学年の価格です。
※2 収録されている検定教科書の使用期間中はご利用いただけます。
※3 教師用デジタルテキスト購入校のみ購入できます。
※4 インストールする端末（1端末）ごとにライセンス料金をお支払いいただきます。

学習者用デジタルテキスト　〈1端末1ライセンス〉※3, 4

OS ライセンス期間 価格 インストール方法
Windows版 / iOS版 教科書利用期間一括※2 1,500円＋税 ダウンロード

Windows版
OS Windows 8.1 / Windows 10 （32bit / 64bit 対応）※1

ブラウザ Internet Explorer 11
CPU Intel Core i3以上推奨
メモリ 4GB以上
空き容量 4GB以上（ビューア1GB＋教材3GB）
その他 .NET Framework 4.5.1以降

動作環境や導入にあたっての条件等は，CoNETSのWebサイトにて最新の情報をご確認ください。 http://www.conets.jp/

●動作環境 指導者用  （2020年1月現在）

 学習者用デジタルテキスト についての特徴や動作環境など，
その他詳細な情報は三省堂教科書・教材サイトをご覧ください。
●体験版DVD-ROMのお申し込みはeメールにてご連絡ください。
　eメールアドレス：info-tbdt@sanseido-publ.co.jp

https://tb.sanseido.co.jp
★三省堂教科書・教材サイト

※  Microsoft，Internet Explorerおよび Windowsは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※1 Windows RTには対応しておりません。
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