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教
科
書
の
編
集
方
針

1  

国
語
学
習
の
基
礎
・
基
本
を
重
視
し
、
実
生
活
に
役
立
つ
国
語
の
力
を
獲
得
す
る
。

2  

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
ふ
れ
、
幅
広
い
人
間
性
を
育
て
る
。

3  

言
語
文
化
の
諸
側
面
を
取
り
上
げ
、日
本
の
伝
統
的
な
文
化
に
親
し
む
態
度
を
養
う
。

4  

日
常
生
活
に
お
い
て
適
切
に
表
現
し
、
伝
え
合
う
力
を
身
に
つ
け
る
。

教
科
書
の
特
色

古
典
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
い
、
言
葉
へ
の
理
解
を
深
め
る
古
文
編
・
漢
文
編

■  

古
文
は
、
説
話
の
代
表
的
な
作
品
を
配
列
。
短
く
簡
潔
で
、
興
味
深
く
読
め
る
も
の
を
厳
選
し
ま
し
た
。

■  

漢
文
は
、
思
想
・
漢
詩
・
史
伝
を
配
列
。
現
代
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
厳
選
し
ま
し
た
。

古
典
の
世
界
に
親
し
む
コ
ラ
ム

■  

古
典
の
魅
力
や
現
代
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
解
説
し
た
コ
ラ
ム
を
随
所
に
設
け
ま
し
た
。

指
導
に
役
立
つ
資
料
と
学
習
を
助
け
る
教
材
類

■  

指
導
書
に
は
、
教
材
研
究
や
評
価
に
活
用
で
き
る
資
料
は
も
ち
ろ
ん
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
テ
ス
ト
問
題
・
補
充
教
材
な
ど
を
豊

富
に
収
録
し
ま
し
た
。

古
文
編
・
漢
文
編

コ
ラ
ム

指
導
書
・
教
材
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方
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実
方

 
 

古
文
の
と
び
ら
⑥
　
説
話
の
登
場
人
物

古
今
著
聞
集 

義
家
と
宗
任

 

女
盗
賊

 

相
撲
の
勝
負

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
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塞
翁
が
馬 （
淮
南
子
）

 

朝
三
暮
四 （
列
子
）

 

杞
憂 （
列
子
）

 
 

漢
文
の
と
び
ら
①
　
今
に
生
き
る
故
事
成
語

論
語 

孔
子
の
人
と
な
り

 

孔
子
と
政
治

老
子 

大
道
廃
れ
て
、仁
義
有
り

 

天
下
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
莫
し

荘
子 

渾
沌

 
 

漢
文
の
と
び
ら
②
　
孔
子
っ
て
ど
ん
な
人
？

漢
詩 

竹
里
館

 

峨
眉
山
月
歌

 

臨
洞
庭

 

登
高

 
 

漢
文
の
と
び
ら
③
　
李
白
と
月

三
国
志 

三
た
び
往
き
て
、乃
ち
見
る

漢
文
編

古
典
参
考
資
料

古
典
文
法
要
覧

本
書
で
学
ぶ
古
文
の
基
本
単
語

漢
文
の
読
み
方

覚
え
て
お
き
た
い
故
事
成
語

旧
国
名
・
都
道
府
県
名
対
照
図

平
安
京
条
坊
図
・
内
裏
・
大
内
裏

春
秋
時
代
要
図
・
戦
国
時
代
要
図

中
国
参
考
地
図

資
料
編

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン 

蜂
飼
い
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大
臣 （
古
事
談
）

 
恵
心
僧
都
の
母 （
発
心
集
）

宇
治
拾
遺
物
語 
百
鬼
夜
行

 

観
音
に
な
っ
た
男

 
 

古
文
の
と
び
ら
①
　
説
話
の
お
も
し
ろ
さ

 

呪
い
を
知
ら
せ
た
犬

 

絵
仏
師
の
執
心

 
 

古
文
の
と
び
ら
②
　
芥
川
龍
之
介
と
説
話

 

●
古
典
に
関
連
し
た
近
代
の
文
章
を
読
も
う

 

地
獄
変 （
芥
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之
介
）
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を
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と
保
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後
の
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金
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と
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の
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事
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の
徳
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文
の
と
び
ら
④
　
絵
巻
の
い
ろ
い
ろ

今
昔
物
語
集 

絵
師
と
大
工

 

玄
象
の
琵
琶
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母
捨
山

 
 

古
文
の
と
び
ら
⑤
　
古
典
の
中
の「
同
じ
話
」
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士
の
祭
り
見
物
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文
編 目
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付
き
な
が
ら
、
供
の
人
を
召
し
て
、
や
は
ら
賜た

ま

ひ
け
り
。

　院
も
、「
賢
く
宗む

ね

輔す
け

が
居を

り
申
し
候さ

う
ら

ひ
て
。」
と
仰
せ
ら
れ
て
、

感
ぜ
し
め
た
ま
ひ
け
り
。

 

（
第
九
二

　京
極
の
大
相
国
宗
輔
、
蜂
を
飼
ふ
こ
と
）

（
蜂
が
）付
い
た
ま
ま

静
か
に
手
渡
さ
れ
た

❼

都
合
よ
く
宗
輔
が
い
て
く
れ
て

な
院
政
を
行
っ
た
。

❹
相
国

　京
極
の
大
相
国
の
こ
と
。

❺
枇
杷

　植
物
の
び
わ
。

❻
琴
の
爪

　琴
を
弾
く
と
き
に
指
先
に
は

め
る
道
具
。

❼
院

　鳥
羽
院
の
こ
と
。

学
び
の
道
し
る
べ

一

　前
後
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
、
現
代
語
に
直
そ
う
。

① 

人
々
も
刺
さ
れ
じ
と
て
逃
げ
騒
ぎ
け
る
に
（
6
・
4

）

② 

蜂
、
あ
る
限
り
付
き
て
散
ら
ざ
り
け
れ
ば
（
6
・
7

）

③ 

仰
せ
ら
れ
て
、
感
ぜ
し
め
た
ま
ひ
け
り
。（

7
・
2

）

二

　鳥
羽
殿
で
の
で
き
ご
と
を
順
に
書
き
出
し
、
院
が
宗
輔

の
ど
こ
に
感
心
し
た
の
か
、
簡
潔
に
ま
と
め
よ
う
。

三

　こ
の
話
の
趣
旨
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
話
し
合
お
う
。

 

「
世
も
つ
て
無
益
の
こ
と
と
称
す
」（
6
・
1

）
と
い
う
一

文
が
上
げ
て
い
る
効
果
を
考
え
る
。

▼
無
益
（
6
・
1
）

▼
や
は
ら
（
7
・
1
）

▼
賜
ふ
（
7
・
1
）

▼
賢
し
（
7
・
2
）

▼
居
り
（
7
・
2
）

▼
候
ふ
（
7
・
2
）

▼
仰
せ
ら
る
（
7
・
2
）

▼
感
ず
（
7
・
3
）

びわの実

7  古事談

p006-007_蜂飼いの大臣_4C.indd   7 14.2.27   5:51:06 PM

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
1

蜂は
ち

飼
いの
大
臣

古
事
談

　京き
や
う

極ご
く

の
大だ

い

相し
や
う

国こ
く

、
蜂
を
飼
ふ
こ
と
、
世
も
つ
て
無む

益や
く

の
こ
と
と
称
す
。

　さ
て
五
月
の
こ
ろ
、
鳥と

羽ば

殿ど
の

に
お
い
て
蜂
の
巣
に
は
か
に
落
ち
て
、

御ご

前ぜ
ん

に
多
く
飛
び
散
り
け
れ
ば
、

人
々
も
刺
さ
れ
じ
と
て
逃
げ
騒
ぎ
け
る
に
、

相
国
、
御
前
に
枇び

杷は

の
あ
り
け
る
を
一
房
取
り
て
、

琴
の
爪つ

め

に
て
皮
を
む
き
て
、
差
し
上
げ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、

蜂
、
あ
る
限
り
付
き
て
散
ら
ざ
り
け
れ
ば
、

❶

世
間
の
人
は
役
に
た
た
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
た

❷

突
然
落
ち
て

❸

飛
び
散
っ
た
の
で

❹

❺
枇
杷
が
あ
っ
た
の
を

❻

（
高
く
）差
し
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ

◆
古こ

事じ

談だ
ん

　源
み
な
も
と
の

顕あ
き

兼か
ね

（
一一六〇〜
一二一五）
編
。

一
二
一
二
年
〜
一
二
一
五
年
の
間
に
成

立
。
宮
廷
や
貴
族
、
僧
侶
の
説
話
を
多

く
収
録
し
て
い
る
。
本
文
は
『
古
典
文

庫 

古
事
談 

上
』
に
よ
っ
た
。

【
源
顕
兼
】
一
二
一
一
年
に
出
家
し
、
諸

書
か
ら
材
を
集
め
て
『
古
事
談
』
を
編

纂
し
た
。
有ゆ
う

職そ
く

故こ

実じ
つ

に
精
通
。

❶
京
極
の
大
相
国

　藤ふ
じ

原わ
ら
の

宗む
ね

輔す
け

（
一〇七七〜

一一六二）。
大
相
国
は
太だ
い

政じ
ょ
う

大
臣
（
太
政

官
の
最
高
責
任
者
）
の
唐
名
。

❷
鳥
羽
殿

　現
在
の
京
都
市
伏ふ
し

見み

区
に

あ
っ
た
白
河
、
鳥
羽
両
上
皇
の
離
宮
。

❸
御
前

　鳥
羽
院
の
御
前
。「
鳥
羽
院
」

は
第
七
十
四
代
鳥
羽
天
皇
（
一一〇三〜
一一

五六、
在
位
一一〇七〜
一一二三）。
退
位
後
、

一
一
二
九
年
か
ら
二
十
七
年
間
、
強
力

5

蜂飼いの大臣   6
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5 4

古
文
は
、
説
話
の
代
表
的
な
作
品
か
ら
、
短
く
簡
潔
で
、
興
味
深
く
読
め
る
も
の
を
厳
選
し
て
収
録
し
ま
し
た
。

教
科
書
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト



て
は
立
ち
た
ま
へ
る
ぞ
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
か
な
。
物
の
つ
き
た
ま
へ
る
か
。」
と
言
ひ
け
れ

ば
、「
な
ん
で
ふ
物
の
つ
く
べ
き
ぞ
。
年
ご
ろ
、
不
動
尊
の
火
炎
を
あ
し
く
描
き
け
る
な
り
。

今
見
れ
ば
、
か
う
こ
そ
燃
え
け
れ
と
心
得
つ
る
な
り
。
こ
れ
こ
そ
せ
う
と
く
よ
。
こ
の
道
を
立

て
て
世
に
あ
ら
む
に
は
、
仏
だ
に
よ
く
描
き
奉
ら
ば
、
百
千
の
家
も
出
で
来
な
む
。
わ
た
う
た

ち
こ
そ
、
さ
せ
る
能
も
お
は
せ
ね
ば
、
物
を
も
惜
し
み
た
ま
へ
。」
と
言
ひ
て
、
あ
ざ
笑
ひ
て

こ
そ
立
て
り
け
れ
。

　
そ
の
の
ち
に
や
、
良
秀
が
よ
ぢ
り
不
動
と
て
、
今
に
人
々
め
で
合
へ
り
。

 

（
第
三
八
　
絵
仏
師
良
秀
、
家
の
焼
く
る
を
見
て
喜
ぶ
こ
と
）

よ
う
に
は

❺

ど
う
し
て

❻

❼

❽

❾

❺
物
　
こ
こ
で
は
、
何
か
し
ら
の
霊
を
指

す
。

❻
不
動
尊
　
10
ペ
ー
ジ
注
⑤
参
照
。

❼
わ
た
う
た
ち
　
お
ま
え
た
ち
。「
わ
た

う
」
は
「
和
党
」。
親
し
い
者
や
目
下

の
者
を
呼
ぶ
語
。

❽
さ
せ
る
能
　
こ
れ
と
い
っ
た
才
能
。

❾
よ
ぢ
り
不
動
　
火
炎
の
よ
じ
れ
方
が
み

ご
と
に
描
か
れ
た
不
動
尊
の
像
。

▼
さ
な
が
ら
（
24
・
3
）

▼
す
で
に
（
24
・
4
）

▼
お
ほ
か
た
（
24
・
5
）

▼
眺
む
（
24
・
5
）

▼
と
ぶ
ら
ふ
（
24
・
6
）

▼
わ
ろ
し
（
24
・
8
）

▼
め
づ
（
25
・
7
）

伝良秀筆の不動明王像の模写（醍
だい

醐
ご

寺
じ

所蔵）

5
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絵え

仏ぶ
っ

師し

の
執
心

宇
治
拾
遺
物
語

　
こ
れ
も
今
は
昔
、
絵
仏
師
良り

や
う

秀し
う

と
い
ふ
あ
り
け
り
。
家
の
隣
よ
り
火
出い

で
来
て
、
風
お
し
お 

ほ
ひ
て
責
め
け
れ
ば
、
逃
げ
出
で
て
大
路
へ
出
で
に
け
り
。
人
の
描
か
す
る
仏
も
お
は
し
け
り
。

ま
た
、
衣き

ぬ

着
ぬ
妻め

子こ

な
ど
も
、
さ
な
が
ら
内
に
あ
り
け
り
。
そ
れ
も
知
ら
ず
、
た
だ
逃
げ
出
で

た
る
を
事
に
し
て
、
向
か
ひ
の
つ
ら
に
立
て
り
。
見
れ
ば
す
で
に
わ
が
家
に
移
り
て
、
煙
、
炎 

く
ゆ
り
け
る
ま
で
、
お
ほ
か
た
向
か
ひ
の
つ
ら
に
立
ち
て
眺
め
け
れ
ば
、「
あ
さ
ま
し
き
こ

と
。」
と
て
、
人
ど
も
来
と
ぶ
ら
ひ
け
れ
ど
、
騒
が
ず
。
　

　「
い
か
に
。」
と
人
言
ひ
け
れ
ば
、
向
か
ひ
に
立
ち
て
、
家
の
焼
く
る
を
見
て
、
う
ち
う
な
づ

き
て
、
と
き
ど
き
笑
ひ
け
り
。「
あ
は
れ
、
し
つ
る
せ
う
と
く
か
な
。
年
ご
ろ
は
、
わ
ろ
く
描

き
け
る
も
の
か
な
。」
と
言
ふ
と
き
に
、
と
ぶ
ら
ひ
に
来
た
る
者
ど
も
、「
こ
は
い
か
に
、
か
く 

❶

❷

風
が
お
し
か
ぶ

さ
っ
て

（
火
が
）追
っ
て
き
た
の
で

人
が（
注
文
し
て
）描
か
せ
た（
仏
画
の
）仏
も

そ
れ
も
か
ま
わ
ず

よ
い
こ
と
に
し
て

❸

自
分
の
家
に（
火
が
）移
っ
て

く
す
ぶ
り
だ
す
ま
で

な
ぜ
動
じ
な
い
の
か

❹

こ
れ
は
ま
あ
ど
う
し
て

こ
の

❶
絵
仏
師
　
仏
画
を
描
く
こ
と
を
業
と
す

る
絵
師
。

❷
良
秀
　
伝
未
詳
。

❸
向
か
ひ
の
つ
ら
　
向
こ
う
側
。「
つ
ら
」

は
、
並
び
、
列
。

❹
し
つ
る
せ
う
と
く
か
な
　「
せ
う
と
く

し
つ
る
か
な
」
と
同
じ
。
も
う
け
も
の

を
し
た
な
あ
。「
せ
う
と
く
」
は
一
般

に
「
所
得
」
と
す
る
が
、「
抄
徳
」「
証

得
」
を
当
て
る
説
も
あ
る
。
得
を
す
る

こ
と
の
意
。

5
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7 6

近
代
文
学
の
素
材
と
な
っ
た
作
品
を
収
録
。
古
典
に
親
し
み
を
感
じ
る
と
と
も
に
、

現
代
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



古
文
の
と
び
ら

2

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

と
説
話

　
近
代
の
小
説
家
芥
川
龍
之
介
（
一
八
九
二
年
〜
一
九
二
七
年
）
の

「
地
獄
変
」
と
い
う
小
説
は
、『
宇う

治じ

拾し
ゅ
う

遺い

物
語
』
の
「
絵ゑ

仏ぶ
つ

師し

良り
や
う

秀し
う

、

家
の
焼
く
る
を
見
て
喜
ぶ
こ
と
」
と
、『
古こ

今こ
ん

著ち
ょ

聞も
ん

集じ
ゅ
う

』
の
「
巨こ

勢せ
の

弘ひ
ろ

高た
か

の
地
獄
変
の
屏び

や
う

風ぶ

を
画か

く
こ
と
併な

ら

び
に
千
体
不
動
尊
を
画
き
て
供
養

の
こ
と
」
が
素
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
小
説
の
、「
地
獄
変
の
屏
風
を
描
い
た
良
秀
と
い
う
絵
師
」
の

話
の
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。

　
良
秀
と
申
し
ま
し
た
ら
、
あ
る
い
は
た
だ
い
ま
で
も
な
お
、
あ
の

男
の
事
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
の
こ

ろ
絵
筆
を
と
り
ま
し
て
は
、
良
秀
の
右
に
出
る
も
の
は
一
人
も
あ
る

ま
い
と
申
さ
れ
た
く
ら
い
、
高
名
な
絵
師
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　「
地
獄
変
」
で
は
、
こ
の
後
、「
絵
師
良
秀
」
の
狂
気
と
も
思
え
る
行

動
が
描
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
が
娘
の
命
さ
え
引
き
換
え
に
す
る
ほ

ど
の
芸
術
に
対
す
る
す
さ
ま
じ
い
執
着
で
し
た
。

　
芥
川
は
他
に
も
「
羅
生
門
」「
藪や

ぶ

の
中
」
な
ど
古
典
説
話
に
基
づ
く

小
説
を
い
く
つ
も
書
い
て
い
ま
す
が
、
説
話
を
素
材
と
す
る
の
は
、
次

の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
今
僕
が
あ
る
テ
ー
マ
を
と
ら
え
て
そ
れ
を
小
説
に
書
く
と
す
る
。

そ
う
し
て
そ
の
テ
ー
マ
を
芸
術
的
に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
た
め
に

は
、
あ
る
異
常
な
事
件
が
必
要
に
な
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の

異
常
な
事
件
な
る
も
の
は
、
異
常
な
だ
け
そ
れ
だ
け
、
今こ

ん

日に
ち

こ
の
日

本
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
は
書
き
こ
な
し
に
く
い
。
も
し
強
い
て

書
け
ば
、
多
く
の
場
合
不
自
然
の
感
を
読
者
に
起
こ
さ
せ
て
、
そ
の

結
果
せ
っ
か
く
の
テ
ー
マ
ま
で
も
犬
死
に
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。（
中
略
）
僕
の
昔
か
ら
材
料
を
採
っ
た
小
説
は
大
抵
こ
の

必
要
に
迫
ら
れ
て
、
不
自
然
の
障し

ょ
う

碍が
い

を
避
け
る
た
め
に
舞
台
を
昔
に

求
め
た
の
で
あ
る
。�

（「
澄ち

ょ
う

江こ
う

堂ど
う

雑ざ
っ

記き

」
よ
り
）

　
古
典
説
話
に
あ
る
不
思
議
な
（
異
常
な
）
で
き
ご
と
や
そ
の
お
も
し

ろ
さ
が
、
芥
川
の
創
作
を
支
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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学
習
の
手
引
き

課
題

一

　家
が
火
事
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
良り

ょ
う

秀し
ゅ
う

は
ど
の
よ
う
な
行
動

を
と
っ
て
い
た
か
。
そ
の
様
子
が
わ
か
る
部
分
を
抜
き
出
そ
う
。

二

　「あ
さ
ま
し
き
こ
と
」（
24
・
5

）、「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
か
な
」（
25
・
1

）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
誰
が
、
何
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
。
表
に
し
て
ま
と
め
よ
う
。

三

　「こ
の
道
を
立
て
て
世
に
あ
ら
む
」（
25
・
3

）
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
、
端
的
に
書
こ
う
。

四

　こ
の
話
か
ら
、
良
秀
は
ど
の
よ
う
な
気
性
の
持
ち
主
で
あ
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
か
、
話
し
合
お
う
。

 

良
秀
の
言
動
を
追
っ
て
い
く
。
特
に
「
あ
は
れ
、
し
つ
る
せ
う

と
く
か
な
」（
24
・
8

）
は
こ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
の
表
れ

で
あ
る
か
を
考
え
る
。

演
習

一

　傍
線
部
の
「
の
」
を
文
法
的
な
意
味
の
違
い
に
よ
っ
て
二
種
類

に
分
け
よ
う
。

① 

家
の
隣
よ
り
火
出い

で
来
て
（
24
・
1

）

② 

人
の
描
か
す
る
仏
も
お
は
し
け
り
。（
24
・
2

）

③ 

家
の
焼
く
る
を
見
て
（
24
・
7

）

④ 

物
の
つ
き
た
ま
へ
る
か
。（
25
・
1

）

二

　傍
線
部
の
係
助
詞
「
こ
そ
」
に
注
意
し
て
、
次
の
各
文
を
現
代

語
に
直
そ
う
。

① 

今
見
れ
ば
、か
う
こ
そ
燃
え
け
れ
と
心
得
つ
る
な
り
。（
25
・
3

）

② 

わ
た
う
た
ち
こ
そ
、
さ
せ
る
能
も
お
は
せ
ね
ば
、
物
を
も

惜
し
み
た
ま
へ
。（
25
・
4

）

三

　「仏
だ
に
よ
く
描
き
奉
ら
ば
、百
千
の
家
も
出
で
来
な
む
」（
25
・
4

）

の
「
だ
に
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、「
す
ら
」「
さ
へ
」
と
比

較
し
な
が
ら
ま
と
め
よ
う
。
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9 8

内容を読み取るための具体的な学習課題と，そのおもしろさについて
話し合う活動を設定し，理解を深められるようにしました。また，演習
では，古典の言葉に着目して読むことができるようにしました。

近代文学と古典作品とのつながりについて解説したコラム。前後の教材と
関連づけて読むことで，より古典への関心が高められるようにしました。



し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
車
の
中
に
は

─
あ
あ
、
私
は
そ
の
時
、
そ

の
車
に
ど
ん
な
娘
の
姿
を
眺
め
た
か
、
そ
れ
を
詳
し
く
申
し
上
げ
る
勇
気
は
、

と
う
て
い
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
煙
に
む
せ
ん
で
あ
お
む
け
た

顔
の
白
さ
、
炎
を
払
っ
て
振
り
乱
れ
た
髪
の
長
さ
、
そ
れ
か
ら
ま
た
見
る
ま

に
火
と
変
わ
っ
て
い
く
、
桜
の
唐か

ら

衣ぎ
ぬ

の
美
し
さ
、

─
な
ん
と
い
う
む
ご
た

ら
し
い
景
色
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ろ
う
。
こ
と
に
夜
風
が
一
下
ろ
し
し
て
、
煙

が
向
こ
う
へ
な
び
い
た
時
、
赤
い
上
に
金
粉
を
ま
い
た
よ
う
な
、
炎
の
中
か

ら
浮
き
上
が
っ
て
、
髪
を
口
に
か
み
な
が
ら
、
い
ま
し
め
の
鎖
も
切
れ
る
ば

か
り
身
も
だ
え
を
し
た
あ
り
さ
ま
は
、
地
獄
の
業
苦
を
目
の
当
た
り
へ
写
し

出
し
た
か
と
疑
わ
れ
て
、
私
は
じ
め
強
力
の
侍
ま
で
お
の
ず
と
身
の
毛
が
よ

だ
ち
ま
し
た
。

　
　
　（
中
略
）

　
そ
の
火
の
柱
を
前
に
し
て
、
凝
り
固
ま
っ
た
よ
う
に
立
っ
て
い
る
良
秀
は
、

─
な
ん
と
い
う
不
思
議
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
あ
の
さ
っ
き
ま
で

地
獄
の
責せ

め

苦く

に
悩
ん
で
い
た
よ
う
な
良
秀
は
、
今
は
い
い
よ
う
の
な
い
輝
き

を
、
さ
な
が
ら
恍こ

う

惚こ
つ

と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
、
し
わ
だ
ら
け
な
満
面
に
浮
か

べ
な
が
ら
、
大
殿
様
の
御
前
も
忘
れ
た
の
か
、
両
腕
を
し
っ
か
り
胸
に
組
ん

で
、
た
た
ず
ん
で
い
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
が
ど
う
も
あ
の
男
の

目
の
中
に
は
、
娘
の
も
だ
え
死
ぬ
あ
り
さ
ま
が
映
っ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
美
し
い
火
炎
の
色
と
、
そ
の
中
に
苦
し
む
女
人
の
姿
と

が
、
限
り
な
く
心
を
悦よ

ろ
こ

ば
せ
る

─
そ
う
い
う
景
色
に
見
え
ま
し
た
。

　
し
か
も
不
思
議
な
の
は
、
な
に
も
あ
の
男
が
一
人
娘
の
断
末
魔
を
う
れ
し

そ
う
に
眺
め
て
い
た
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
時
の
良
秀

に
は
、
な
ぜ
か
人
間
と
は
思
わ
れ
な
い
、
夢
に
見
る
獅し

子し

王お
う

の
怒
り
に
似
た
、

怪
し
げ
な
厳
か
さ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
不
意
の
火
の
手

に
驚
い
て
、
鳴
き
騒
ぎ
な
が
ら
飛
び
回
る
数
の
知
れ
な
い
夜
鳥
で
さ
え
、
気

の
せ
い
か
良
秀
の
揉も

み

烏え

帽ぼ

子し

の
周
り
へ
は
、
近
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
ご
ざ

い
ま
す
。

学
習
の
手
引
き

一

　『宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
「
絵
仏
師
の
執
心
」
と
芥
川
が

描
い
た
「
地
獄
変
」
を
読
み
比
べ
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
同
じ

で
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
違
う
か
を
話
し
合
お
う
。

二

　芥
川
は
「
絵
仏
師
の
執
心
」
を
小
説
化
す
る
に
あ
た
っ
て
ど

ん
な
工
夫
を
し
た
か
、「
一
」
で
話
し
合
っ
た
違
い
を
も
と

に
考
え
よ
う
。
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古
典
に
関
連
し
た
近
代
の
文
章
を
読
も
う

地
獄
変

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

　
火
は
み
る
み
る
う
ち
に
、
車や

か
た蓋

を
包
み
ま
し
た
。
ひ
さ
し
に
つ
い
た
紫
の

ふ
さ
が
、
あ
お
ら
れ
た
よ
う
に
さ
っ
と
な
び
く
と
、
そ
の
下
か
ら
も
う
も
う

と
夜
目
に
も
白
い
煙
が
渦
を
巻
い
て
、
あ
る
い
は
す
だ
れ
、
あ
る
い
は
袖
、

あ
る
い
は
棟む

ね

の
金
物
が
、
一
時
に
砕
け
て
飛
ん
だ
か
と
思
う
ほ
ど
、
火
の
粉

が
雨
の
よ
う
に
舞
い
上
が
る

─
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
と
い
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
め
ら
め
ら
と
舌
を
吐
い
て
袖
格
子
に
か
ら
み
な

が
ら
、
半な

か

空ぞ
ら

ま
で
も
立
ち
昇
る
烈
々
と
し
た
炎
の
色
は
、
ま
る
で
日
輪
が
地

に
落
ち
て
、
天
火
が
ほ
と
ば
し
っ
た
よ
う
だ
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
前

に
危
う
く
叫
ぼ
う
と
し
た
私
も
、
今
は
全
く
魂
を
消
し
て
、
た
だ
茫ぼ

う

然ぜ
ん

と
口

を
開
き
な
が
ら
、
こ
の
恐
ろ
し
い
光
景
を
見
守
る
よ
り
外
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
親
の
良り

ょ
う

秀し
ゅ
う

は

─

　
良
秀
の
そ
の
時
の
顔
つ
き
は
、
今
で
も
私
は
忘
れ
ま
せ
ん
。
思
わ
ず
知
ら

ず
車
の
方
へ
駆
け
寄
ろ
う
と
し
た
あ
の
男
は
、
火
が
燃
え
上
が
る
と
同
時
に
、

足
を
止
め
て
、
や
は
り
手
を
差
し
伸
ば
し
た
ま
ま
、
食
い
入
る
ば
か
り
の
目

つ
き
を
し
て
、
車
を
包
む
焔え

ん

煙え
ん

を
吸
い
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
眺
め
て
お
り
ま

し
た
が
、
満
身
に
浴
び
た
火
の
光
で
、
し
わ
だ
ら
け
な
醜
い
顔
は
、
ひ
げ
の

先
ま
で
も
よ
く
見
え
ま
す
。
が
、
そ
の
大
き
く
見
開
い
た
目
の
中
と
い
い
、

引
き
歪
め
た
唇
の
あ
た
り
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
絶
え
ず
引
き
つ
っ
て
い

る
頬
の
肉
の
震
え
と
い
い
、
良
秀
の
心
に
こ
も
ご
も
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し

み
と
驚
き
と
は
、
歴
々
と
顔
に
描
か
れ
ま
し
た
。
首
を
は
ね
ら
れ
る
前
の
盗

人
で
も
、
な
い
し
は
十
王
の
庁
へ
引
き
出
さ
れ
た
、
十
逆
五
悪
の
罪
人
で
も
、

あ
あ
ま
で
苦
し
そ
う
な
顔
を
い
た
し
ま
す
ま
い
。
こ
れ
に
は
さ
す
が
に
あ
の

強ご
う

力り
き

の
侍
で
さ
え
、
思
わ
ず
色
を
変
え
て
、
恐
る
恐
る
大
殿
様
の
お
顔
を
仰

ぎ
ま
し
た
。

　
が
、
大
殿
様
は
固
く
唇
を
お
か
み
に
な
り
な
が
ら
、
時
々
気
味
悪
く
お
笑

い
に
な
っ
て
、
目
も
離
さ
ず
じ
っ
と
車
の
方
を
お
見
つ
め
に
な
っ
て
い
ら
っ
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古
典
作
品
が
も
と
に
な
っ
た
近
代
文
学
の
一
部
を
掲
載
。
読
み
比
べ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

お
も
し
ろ
さ
や
表
現
の
工
夫
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



使し
ム
ル
モ

墜チ

、亦
不ず

ト

能あ
た
ハ

有ル

所
中
傷ス

ル。」其ノ

人
曰ハ

ク、奈
地ノ

壊

何セ
ン
ト。」暁ス

者
曰ハ

ク、地ハ

積
塊
耳
。充じ

ゆ
う

－

塞そ
く
シ

四
虚ニ

、亡シ

処
亡キ

ハ

塊
。若キ

ハ

躇ち
よ

歩ほ

跐し

踏た
ふ
ノ

、終
日
在リ

テ

地
上ニ

行
止ス

。奈
何ゾ

憂ヘ
ン
ヤ
ト

其ノ

壊ル
ル
ヲ。」其ノ

人
舎せ

き

然
大イ

ニ

喜ブ

。暁ス

之ヲ

者モ

、亦
舎
然ト

シ
テ

大イ
ニ

喜ブ

。
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z
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❻

	
1

＊

	
2

く
づ　ル
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と
こ
ろ

　ト
シ
テ

	
x

	
2

❾

	
1
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1
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1

�

ぜ
ん　ト
シ
テ

	
z

学
び
の
道
し
る
べ

一

　次
の
傍
線
部
の
読
み
と
意
味
を
調
べ
よ
う
。

① 

天ハ

積
気
耳
。（
100
・
3

）
　② 

若キ
ハ

 

屈
伸
呼
吸ノ

、（
100
・
3

）

二

　次
の
文
章
を
書
き
下
し
文
に
し
、
現
代
語
訳
し
よ
う
。

① 

奈
何ゾ

憂ヘ
ン

 

崩
墜ス

ル
ヲ

 

乎
。（
100
・
4

）

② 

天
果タ

シ
テ

 

積
気ナ

ラ
バ、

日
月
星
宿
、
不ル 

当ニ 

墜ツ

邪
。（
100
・
5

）

③ 

只ダ

使ム
ル
モ

 

墜チ

、
亦
不 

能ハ 

有ル 

所 

中
傷ス

ル。（
100
・
6

）

④ 

奈 

地ノ

壊ル
ル
ヲ

 

何セ
ン。（

101
・
1

）

三

　次
の
傍
線
部
は
何
を
指
し
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
し
よ
う
。

① 

因リ
テ

 

往キ
テ

 

暁シ
テ

 

之ヲ

曰ハ
ク、（

100
・
2

）

② 

其ノ

人
曰ハ

ク、（
100
・
4

）

四

　「又
有リ 

憂フ
ル

 

彼
之
所ア

ル
ヲ

  

憂フ
ル

 

者 

」（
100
・
2

）
の
傍
線
部
①
②
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
「
憂
」
え
て
い
る
の
か
、
ま
と
め
よ
う
。

五

　「其ノ

人
」
と
「
暁ス 

之ヲ

者
」
の
会
話
を
ま
と
め
よ
う
。

六

　こ
の
た
と
え
話
は
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
、
話
し
合
お
う
。

2
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定
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＊
亡シ 
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シ
テ

  

亡キ
ハ

 

Ⓑ

　A
で
B
が
な
い
も

の
は
な
い
。〔
二
重
否
定
〕

＊
奈
何ゾ

Ⓐ（
セ
）ン

  

乎

　ど
う
し
て
A（
し
よ

う
）か
。
い
や
A（
し
）な
い
。〔
反
語
〕

＊
当ニ 

Ⓐ（
ス
）

 

　当
然
A
で
あ
ろ
う
。〔
再

読
文
字
〕

＊
Ⓐ（
ナ
ル
）

  

邪

　A（
な
の
）か
。〔
疑
問
〕

＊
使ム
ル
モ

  

Ⓐ（
セ
）

 

　A（
す
る
）と
し
て
も
。

〔
仮
定
〕

＊
奈 

Ⓐヲ

何セ
ン

 

　A
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
。〔
疑
問
〕

2
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イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
3

杞き

憂ゆ
う

列
子

　
杞ノ

国ニ

、有リ

人ノ

憂ヘ
テ

天
地
崩
墜シ

テ、身ノ

亡な
キ
ヲ

所
寄ス

ル、廃ス
ル

寝
食ヲ

者
。又
有リ

憂フ
ル

彼
之の

所ア
ル
ヲ

憂フ
ル

者
。因よ

リ
テ

往ゆ
キ
テ

暁さ
と
シ
テ

之こ
れ
ヲ

曰い
ハ
ク、「天ハ

積
気
耳の

み

。亡シ

処
亡キ

ハ

気
。若ご

と
キ
ハ

屈
伸
呼
吸ノ

、終

日
在リ

テ

天
中ニ

行
止ス

。奈
何ゾ

憂ヘ
ン

崩
墜ス

ル
ヲ

乎や
ト

。」其そ
ノ

人
曰ハ

ク、

天
果タ

シ
テ

積
気ナ

ラ
バ、日じ
つ

月げ
つ

星
宿
、不ざ

ル

当ま
さ
ニ

墜お
ツ

邪か
ト

。」暁ス

之ヲ

者

曰ハ
ク、日
月
星
宿モ

、亦ま
た

積
気
中
之
有ル

光く
わ
う

耀え
う

者ナ
リ。只た
ダ

❶
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と
こ
ろ
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シ
テ

	
x
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❹

い

か

ん

＊

	
2

	
1

❺

	
z

＊	
z

　べ
カ
ラ

＊

	
z

	
2

	
1

❶
杞
国

　周
時
代
の
国
名
。
現
在
の
河
南

省
杞
県
に
あ
っ
た
。

❷
暁

　納
得
で
き
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ

る
。

❸
積
気

　大
気
が
積
み
重
な
っ
た
も
の
。

❹
行
止

　行
動
す
る
。

❺
星
宿

　星
座
。

❻
中
傷

　当
た
っ
て
け
が
を
す
る
。

❼
積
塊

　土
が
積
み
重
な
っ
た
も
の
。

❽
四
虚

　四
方
の
空
間
。

❾
躇
歩
跐
踏

　地
を
踏
み
し
め
て
歩
く
。

�
舎
然

　疑
い
が
消
え
て
、
心
が
晴
れ
晴

れ
と
す
る
さ
ま
。
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漢
文
は
、
思
想
・
漢
詩
・
史
伝
か
ら
、
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
を
厳
選
し
て
収
録
し
ま
し
た
。



い
た
の
で
す
。

　「杞
憂
」
の
話
の
中
で
心

配
者
を
諭
し
た
者
も
、
天
は

円ま
る

天て
ん

井じ
ょ
う

（
ド
ー
ム
）
の
形
を

し
て
お
り
、
そ
れ
が
大
地
を

覆
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い

ま
す
。
現
代
の
人
の
よ
う
に
、

果
て
し
な
く
広
が
る
宇
宙
空

間
を
昔
の
人
は
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　「杞
憂
」
の
話
の
中
に
は
、

当
時
の
宇
宙
観
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
現
在
か
ら
見
れ
ば

取
る
に
足
ら
な
い
話
で
も
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
い
た
っ
て
切

実
な
問
題
だ
っ
た
わ
け
で
す
。「
杞
憂
」
が
後
世
に
使
用
さ
れ
続
け
た

の
は
、
昔
の
人
が
宇
宙
を
謎
の
世
界
と
し
な
が
ら
も
、
興
味
・
関
心
を

寄
せ
、
杞
の
国
の
心
配
者
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
た
か
ら
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
現
在
で
は
、
現
実
味
の
な
い
逸
話
か
ら
生
ま
れ
た
成
語
と
し
て
、

か
え
っ
て
印
象
深
い
言
葉
と
し
て
定
着
し
た
感
が
あ
り
ま
す
。

　こ
の
よ
う
に
、
言
葉
に
は
一
つ
一
つ
に
歴
史
と
文
化
的
背
景
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
漢
文
作
品
に
行
き
着

く
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
漢
文
作
品
を
読
む
こ
と
が
、
言

葉
の
歴
史
と
文
化
的
背
景
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
故
事
成

語
は
そ
の
最
た
る
例
で
す
。
古
来
、
日
本
人
は
漢
文
作
品
に
親
し
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
対
す
る
意
識
・
感
覚
を
磨
い
て
き
ま
し
た
。
言

葉
に
対
す
る
意
識
・
感
覚
が
高
ま
れ
ば
、
日
常
の
言
語
生
活
を
よ
り
豊

か
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

◉
日
頃
よ
く
使
う
故
事
成
語
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
由
来
を
調
べ
よ

う
。

◉
取
り
あ
げ
た
故
事
成
語
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て

い
る
か
、
話
し
合
お
う
。
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年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
健
康
に
関
す
る
話
題
が
増
え
、
周
り
か
ら

脅
か
さ
れ
た
り
す
る
と
、
健
康
診
断
を
受
け
る
の
が
お
っ
く
う
に
な
り

ま
す
。
そ
の
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
、「
最
近
胃
腸
の
調
子
が
悪
い
の
は
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
何
か
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
」「
痩
せ
る
た

め
に
も
っ
と
運
動
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
な
？
」
な
ど
と
、
あ
れ
や

こ
れ
や
と
悩
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
い
ざ
診
断
の
日
、
び
く
び
く
し
な
が

ら
い
ろ
い
ろ
な
検
査
を
受
け
終
わ
り
、
そ
の
結
果
、「
ど
こ
も
異
常
が

あ
り
ま
せ
ん
よ
。」
と
言
わ
れ
る
と
、
ホ
ッ
と
一
息
。
家
に
帰
る
と
、

「
杞き

憂ゆ
う

で
す
ん
で
よ
か
っ
た
ね
。」
と
言
わ
れ
、「
ま
だ
ま
だ
柔や

わ

じ
ゃ
な

い
よ
。」
な
ど
と
強
が
り
を
言
う
、
そ
ん
な
光
景
を
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　
こ
こ
に
出
て
く
る
「
杞
憂
」
と
い
う
言
葉
は
、
無
用
な
心
配
、
取
り

越
し
苦
労
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
直
接
「
無
用
な
心
配
で
す

ん
で
よ
か
っ
た
ね
」
と
言
わ
れ
る
よ
り
、「
杞
憂
で
す
ん
で
よ
か
っ
た

ね
」
と
言
わ
れ
た
ほ
う
が
な
ん
と
な
く
お
さ
ま
り
が
よ
い
で
す
ね
。
た

だ
、「
杞
憂
」
は
訓
読
み
す
る
と
、「
杞
の
憂
い
」
と
な
り
、
具
体
的
に

意
味
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
思
い
浮
か
ば
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
杞
憂
」
の
語
句
の
由
来
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
由
来
は
『
列
子
』
と
い
う
書
物
に
見
え
ま
す
。
昔
、
杞
の
国
に
、
天

が
崩
れ
落
ち
て
き
て
身
の
置
き
所
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配

し
、
寝
る
こ
と
も
食
事
を
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
者
が
い
ま
し
た
。

こ
の
心
配
者
を
気
に
か
け
た
者
が
現
れ
、
心
配
者
を
諭
し
ま
す
。
天
は

大
気
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
崩
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
日
や
月
は
た

と
え
落
ち
た
と
し
て
も
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
大
地
は
土
が

重
な
っ
た
も
の
で
壊
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
と
、

心
配
者
は
安
心
し
て
喜
び
ま
し
た
。

　
こ
の
逸
話
が
も
と
に
な
り
、「
杞
憂
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の

で
す
。
天
が
崩
れ
落
ち
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
ば
か
げ
た
話
が
あ
る
か
、

と
本
当
に
「
杞
憂
」
の
由
来
を
示
す
話
な
の
か
疑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

人
が
ロ
ケ
ッ
ト
で
月
ま
で
飛
ん
で
い
く
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
話
は
あ

り
得
な
い
話
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
昔
の
人
に
と
っ
て
は
、

天
の
存
在
は
大
き
な
問
題
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
に

対
す
る
認
識
が
現
在
と
全
く
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
で
は
、
昔
の
人
は
、
宇
宙
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。
古
来
、
中
国
で
は
宇
宙
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が

あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
宇
宙
に
果
て
が
あ
る
と
考
え
て

漢
文
の
と
び
ら

1

今
に
生
き
る
故
事
成
語
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現代とのつながりについて考えながら読むことで，古典の
世界に親しみがもてるコラムを設定しました。



之ヲ

。
」

　
由よ

リ
テ

是こ
れ
ニ

先
主
遂つ

ひ
ニ

詣い
た
ル

亮り
や
う
ニ。凡お
よ
ソ

三タ
ビ

往キ
テ

、乃チ

見ル

。因よ
リ
テ

屛

人ヲ

曰ハ
ク

、「漢
室
傾け

い

頹た
い
シ

、姦か
ん

臣し
ん

窃ぬ
す
ミ

命ヲ

、主
上
蒙も

う

塵ぢ
ん
ス

。孤

不ず
シ
テ

度は
か
リ

徳ヲ

量は
か
ラ

力ヲ

、欲ス

信
大
義ヲ

於
天
下ニ

。而
智ち

術じ
ゆ
つ

浅
短ニ

シ
テ、遂ニ

用も
つ
テ

猖し
や
う

獗け
つ
シ
テ、至ル

于
今
日ニ

。然
志
猶な

ホ

未い
ま
ダ

已や
マ

。

君
謂お

も
フ
ニ

計
将ま

さ
ニ

安
出
。」

　
亮
答ヘ

テ

曰ハ
ク

、「自よ
リ

董と
う

卓た
く

已い

来ら
い

、豪
傑
並ビ

ニ

起コ
リ

、跨ま
た
ガ
リ

州ニ

連ヌ
ル

郡ヲ

者
、不
可カ

ラ

勝た
フ

数フ
ル
ニ。曹さ
う

操さ
う

比ブ
レ
バ

於
袁ゑ

ん

紹せ
う
ニ

、則す
な
は
チ

名ハ

微ニ
シ
テ

而
衆ハ

寡す
く
ナ
シ。然レ
ド
モ

操
遂ニ

能よ
ク

克か
ツ

紹ニ

。以も
つ
テ

弱ヲ

為な
ル

強ト

者
、 

非あ
ら
ズ

惟た
ダ

天ノ

時ノ
ミ
ニ、抑
そ
も
そ
も

亦ま
た

人ノ

謀
は
か
り
ご
と

也ト

。」
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2

�

	
1

	
z

	
z

	
z

＊	
2

	
1

�

❻
就
　
近
づ
く
。

❼
屈
致
　
無
理
に
招
き
寄
せ
る
。

❽
枉 

駕
　
乗
り
物
を
わ
ざ
わ
ざ
立
ち
寄

ら
せ
る
。

❾
屛 

人
　
人
ば
ら
い
を
す
る
。

�
傾
頹
　
落
ち
ぶ
れ
、
滅
亡
す
る
。

�
主
上
　
天
子
。
漢
の
献
帝
を
い
う
。

�
蒙
塵
　
都
か
ら
逃
げ
出
す
。

�
孤
　
私
。
王
侯
の
謙
称
。

�
猖
獗
　
失
敗
す
る
。

�
董
卓
　
？
～
一
九
二
年
。
後
漢
末
の
群

雄
の
一
人
。
字
は
仲ち
ゅ
う

頴え
い

。
献
帝
を
擁
立

し
て
専
横
を
き
わ
め
た
。

�
不 

可 

勝 

数
　
全
て
を
数
え
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

�
曹
操
　
一
五
五
年
～
二
二
〇
年
。
三
国

の
魏
の
将
軍
。
字
は
孟も
う

徳と
く

。
魏
の
武
帝

と
諡
お
く
り
なさ
れ
た
。

�
袁
紹
　
？
～
二
〇
二
年
。
後
漢
末
の
群

雄
の
一
人
。
字
は
本ほ
ん

初し
ょ

。

�
抑
　
さ
ら
に
。

zzz
z
z

＊
豈ニ

Ⓐ（
乎
）　
A
で
あ
っ
て
も
ら
い
た

い
。〔
願
望
〕

＊
非ズ 

惟ダ

Ⓐノ
ミ
ニ、（
抑
）亦
Ⓑ
也
　
た
だ
A

だ
け
で
は
な
く
、
B
で
あ
る
。

2
1

510
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三
国
志

三
た
び
往ゆ

き
て
、
乃す

な
わ

ち
見
る

　
時ニ

先
主
屯た

む
ろ
ス

新し
ん

野や
ニ

。徐じ
よ

庶し
よ

見ま
み
ユ

先
主ニ

。先
主
器ト

ス

之こ
れ
ヲ

。謂い
ヒ
テ

先
主ニ

曰い
ハ
ク、「諸し
よ

葛か
つ

孔こ
う

明め
い
ハ

者
、臥ぐ

わ

竜り
よ
う

也な
り

。将
軍

豈あ
ニ

願フ

見ル
ヲ

之ヲ

乎か
ト

。」先
主
曰ハ

ク

、「君
与と

も
ニ

俱と
も
ニ

来タ
レ
ト。」庶
曰ハ

ク

、「此こ
ノ

人
可べ

ク
シ
テ

就キ
テ

見ル

、不ざ
ル

可カ
ラ

屈シ
テ

致ス

也
。将
軍
宜よ

ろ
シ
ク

枉ま
ゲ
テ

駕が
ヲ

顧ミ
ル

❶

	
2

❷

	
1

❸

	
2

	
1

❹	
z

	
2

	
1

❺

＊

	
z

	
z

	
2

❻

	
1

	
z

	
2

❼

	
1

	
2

	

べ
シ
ト

❽

	
z

	
x

◆
三さ
ん

国ご
く

志し

　
史
書
。
陳ち

ん

寿じ
ゅ

（
二三三～
二九七）

編
。
六
十
五
巻
。
魏ぎ

・
呉ご

・
蜀し
ょ
くの

三
国

の
歴
史
を
国
別
に
ま
と
め
て
い
る
。

【
陳
寿
】
西せ
い

晋し
ん

時
代
の
歴
史
家
。
初
め
蜀

に
仕
え
た
が
、
滅
亡
後
、
西
晋
に
仕
え

て
『
三
国
志
』
を
著
し
た
。

❶
先
主
　
三
国
の
蜀
の
建
国
者
で
あ
る
劉り
ゅ
う

備び

（
一六一～
二二三）
を
指
す
。
当
時
、
漢

の
将
軍
で
あ
っ
た
。

❷
新
野
　
現
在
の
河
南
省
南
陽
市
新
野
県
。

❸
徐
庶
　
生
没
年
未
詳
。
三
国
時
代
の
策

士
。
字あ
ざ
なは

元げ
ん

直ち
ょ
く

。

❹
器 

之
　
こ
の
人
の
才
能
を
高
く
評
価

す
る
。

❺
諸
葛
孔
明
　
一
八
一
年
～
二
三
四
年
。

三
国
の
蜀
の
政
治
家
。
名
は
亮り
ょ
う。

孔
明

は
字
。

z

劉備像（唐代　『歴代帝王図』）
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17 16

現
在
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
親
し
ま
れ
て
い
る
「
三
国
志
」
か
ら
、
特
に
有
名
な
故
事
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

話
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
と
と
も
に
、
日
本
語
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
漢
文
の
言
葉
を
知
り
、
古

典
へ
の
興
味
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



言
っ
て
み
て
も
し
か
た
が
な
い
。
②
問
題
に

な
ら
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
。
③
ふ
が
い
な
い
。

い
ま
す�

｜
動
四
ま
た
は
動
サ
変
｜
①「
あ
り
」の
尊
敬

語
。
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
②「
行
く
」「
来
」の
尊

敬
語
。
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
お
い
で
に
な
る
。

い
み
じ�

｜
形
シ
ク
｜

①
甚
だ
し
い
。
な
み
な
み
で

な
い
。
②
優
れ
て
い
る
。
す
ば
ら
し
い
。
③

た
い
へ
ん
う
れ
し
い
。
④
た
い
へ
ん
だ
。
ひ

ど
い
。
か
わ
い
そ
う
だ
。

い
ら
ふ�【
答
ふ
】｜
動
下
二
｜
答
え
る
。

う
づ
む�【
埋
む
】｜
動
四
｜
埋
め
る
。

う
る
は
し�【
麗
し
・
美
し
】｜
形
シ
ク
｜
①
立
派
で
美

し
い
。
②
よ
く
整
っ
て
い
て
端
整
で
あ
る
。

③
人
柄
が
律
儀
で
誠
実
で
あ
る
。
④
改
ま
っ

て
い
る
。
⑤
仲
む
つ
ま
じ
い
。
⑥
正
式
で
あ

る
。
本
物
で
あ
る
。

う
る
ふ�【
潤
ふ
】
a
｜
動
四
｜
う
る
お
う
。
湿
っ
ぽ

く
な
る
。
b
｜
動
下
二
｜
う
る
お
す
。

え
も
い
は
ず�

｜
連
語
｜（
程
度
が
甚
だ
し
く
て
）言

葉
で
言
い
表
せ
な
い
。

お
き
つ�【
掟
つ
】｜
動
下
二
｜

①
予
定
す
る
。
計
画

す
る
。
②
処
置
す
る
。
③
命
令
す
る
。

お
く
す�【
臆
す
】｜
動
サ
変
｜
気
お
く
れ
す
る
。

お
と
な
し�【
大
人
し
】｜
形
シ
ク
｜
①
お
と
な
び
て

い
る
。
②
年
輩
だ
。
③
穏
や
か
だ
。

お
ど
ろ
く�【
驚
く
】｜
動
四
｜

①
び
っ
く
り
す
る
。

は
っ
と
す
る
。
②
目
を
覚
ま
す
。

お
の
が�

｜
連
語
｜
自
分
の
。

お
の
づ
か
ら�

｜
副
｜
ひ
と
り
で
に
。
自
然
に
。

お
の
れ�【
己
】｜
代
名
｜

①
自
分
自
身
。
②
自
称
。

わ
た
し
。
改
ま
っ
た
気
持
ち
の
と
き
に
用
い

る
こ
と
が
多
い
。
③
対
称
。
お
ま
え
。
目
下

に
対
し
て
、
ま
た
、
相
手
を
の
の
し
る
と
き

に
用
い
る
。

お
は
し
ま
す�

｜
動
四
｜
①「
あ
り
」の
尊
敬
語
。
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
②「
行
く
」「
来
」の
尊
敬
語
。

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
お
い
で
に
な
る
。

お
は
す�

｜
動
サ
変
｜

①「
あ
り
」
の
尊
敬
語
。
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
②「
行
く
」「
来
」の
尊
敬
語
。

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
お
い
で
に
な
る
。

お
び
た
た
し�

｜
形
シ
ク
｜
①
程
度
が
も
の
す
ご
い
。

②
数
量
が
も
の
す
ご
く
多
い
。

お
ほ
か
た�

｜
副
｜
①
一
般
に
。
お
し
な
べ
て
。
②

ひ
と
と
お
り
。
③（
打
ち
消
し
を
伴
っ
て
）全

く
。
④
そ
も
そ
も
。
だ
い
た
い
。

お
ほ
き
な
り�【
大
き
な
り
】｜
形
動
｜

①
大
き
い
。

②
程
度
が
甚
だ
し
い
。

お
ぼ
し
め
す�【
思
し
召
す
】｜
動
四
｜「
思
ふ
」の
尊

敬
語
。
お
思
い
に
な
る
。
お
考
え
に
な
る
。

お
ほ
す�【
仰
す
】｜
動
下
二
｜

①
命
じ
る
。
②「
言

ふ
」の
尊
敬
語
。
お
っ
し
ゃ
る
。

お
ほ
せ
ら
る�【
仰
せ
ら
る
】｜
連
語
｜
①
お
命
じ
に

な
る
。
②「
言
ふ
」の
尊
敬
語
。
お
っ
し
ゃ
る
。

お
ぼ
ろ
な
り�

｜
形
動
｜
ぼ
ん
や
り
と
か
す
ん
で
い

る
様
子
。

お
れ�

｜
代
名
｜

①
自
称
。
わ
た
し
。
②
対
称
。
お

の
れ
。
相
手
を
の
の
し
っ
て
言
う
と
き
に
用

い
る
。

お
ろ
か
な
り�【
疎
か
な
り
・
愚
か
な
り
】｜
形
動
｜
①

お
ろ
そ
か
だ
。
い
い
か
げ
ん
だ
。
②
表
現
が

あ
り
き
た
り
で
つ
ま
ら
な
い
。
③
未
熟
だ
。

下
手
だ
。
④
賢
く
な
い
。

か
行

か
う
ぶ
る�【
被
る
】｜
動
四
｜
い
た
だ
く
。
受
け
る
。

承
る
。

か
か
る�

｜
連
体
｜
こ
ん
な
。
こ
の
よ
う
な
。

か
ぎ
り
な
し�【
限
り
な
し
】｜
形
ク
｜
①
果
て
し
な

い
。
限
界
が
な
い
。
②
最
高
だ
。

か
く�

｜
副
｜
こ
の
よ
う
に
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
。

か
く
て�

a
｜
副
｜
こ
う
し
て
。
b
｜
接
続
｜
そ
れ
か

ら
。
こ
う
し
て
。

か
く
の
ご
と
く�

｜
連
語
｜
こ
の
よ
う
に
し
て
。

か
し
こ
し�

｜
形
ク
｜
a【
畏
し
・
恐
し
】①
恐
ろ
し
い
。

②
お
そ
れ
多
い
。
b【
賢
し
】①
賢
明
で
あ
る
。

②
技
能
に
優
れ
て
い
る
。
③
す
ば
ら
し
い
。

④
運
が
よ
い
。
⑤
好
都
合
だ
。
⑥
甚
だ
し
い
。

か
た
し�

｜
形
ク
｜
a
【
堅
し
・
固
し
】①
堅
固
で
し
っ

か
り
し
て
い
る
。
②
厳
し
い
。
b【
難
し
】む

ず
か
し
い
。
容
易
で
な
い
。

か
た
ち�【
形
・
容
貌
】｜
名
｜
①
形
状
。
姿
。
か
っ
こ

う
。
②
容
貌
。
容
姿
。

か
た
ら
ふ�【
語
ら
ふ
】｜
動
四
｜
①
語
り
合
う
。
②

親
し
く
交
際
す
る
。
③
男
女
が
言
い
交
わ
す
。

④
説
得
す
る
。
自
分
の
仲
間
に
引
き
入
れ
る
。

⑤
相
談
す
る
。
頼
み
込
む
。

か
な
し�

｜
形
シ
ク
｜
a
【
愛
し
】①
身
に
し
み
て
い

と
お
し
い
。
②
心
に
し
み
て
お
も
し
ろ
い
。

b【
哀
し
・
悲
し
】①
身
に
し
み
て
あ
わ
れ
だ
。

②
悔
し
い
。
残
念
だ
。

か
ま
ふ�【
構
ふ
】
a
｜
動
下
二
｜
①
準
備
す
る
。
計

画
す
る
。
②
組
み
立
て
る
。
設
置
す
る
。
③

身
構
え
る
。
注
意
し
て
ふ
る
ま
う
。b
｜
動
四
｜

関
わ
る
。
関
係
す
る
。

か
ん
ず�【
感
ず
】｜
動
サ
変
｜

①
感
動
す
る
。
②
感

心
し
て
褒
め
る
。
③
あ
る
行
為
に
対
す
る
神

仏
の
報
い
が
現
れ
る
。

き
こ
し
め
す�【
聞
こ
し
召
す
】｜
動
四
｜
①「
聞
く
」

の
尊
敬
語
。
お
聞
き
に
な
る
。
②「
食
ふ
」

「
飲
む
」の
尊
敬
語
。
召
し
上
が
る
。
③「
治

む
」「
行
ふ
」の
尊
敬
語
。
お
治
め
に
な
る
。

き
こ
ゆ�【
聞
こ
ゆ
】｜
動
下
二
｜
a
①
聞
こ
え
る
。

耳
に
入
る
。
②
世
に
知
ら
れ
る
。
b「
言
ふ
」

の
謙
譲
語
。
申
し
あ
げ
る
。

き
よ
げ
な
り�【
清
げ
な
り
】｜
形
動
｜
こ
ざ
っ
ぱ
り

と
し
て
き
れ
い
な
様
子
。

き
ら
き
ら
し�

｜
形
シ
ク
｜
①
き
ら
き
ら
と
輝
い
て

い
る
様
子
。
②
輝
く
ば
か
り
に
美
し
い
。
③

威
厳
が
あ
る
。
立
派
で
あ
る
。

ぐ
す�【
具
す
】｜
動
サ
変
｜
①
備
わ
る
。
②
備
え
る
。

③
連
れ
立
つ
。従
う
。④
伴
う
。連
れ
て
行
く
。

け
し
き�【
気
色
】｜
名
｜
①
様
子
。
顔
つ
き
。
表
情
。

態
度
。
そ
ぶ
り
。
②
機
嫌
。
好
意
。
③
意
向
。

考
え
。
④
兆
候
。

げ
に�

｜
副
｜
①
本
当
に
。
確
か
に
。
②
賛
意
を
表

す
語
。
な
る
ほ
ど
。

け
は
ひ�【
気
配
】｜
名
｜
①
な
ん
と
な
く
感
じ
ら
れ

る
様
子
。
雰
囲
気
。
風
情
。
②（
確
認
で
き

な
い
も
の
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
）音
、
香
り
、

に
お
い
な
ど
。
③
感
触
。
④（
外
面
の
立
ち

居
ふ
る
ま
い
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
）人
柄
・
品

格
。
⑤
亡
き
人
の
面
影
。
名
残
。

こ
こ
ち�【
心
地
】｜
名
｜
①
気
持
ち
。
気
分
。
②
心
。

③
様
子
。
感
じ
。
④
気
分
の
す
ぐ
れ
な
い
こ

と
。
病
気
。

こ
こ
ろ
う�【
心
得
】｜
動
下
二
｜
①
理
解
す
る
。
悟

る
。
②
心
の
準
備
を
す
る
。
③
深
く
わ
き
ま

え
る
。
④
承
知
す
る
。
引
き
受
け
る
。

こ
こ
ろ
に
く
し�【
心
憎
し
】｜
形
ク
｜
①
心
が
引
か

れ
る
。
お
く
ゆ
か
し
い
。
②
興
味
を
引
か
れ

る
。
③
恐
ろ
し
い
。
④
怪
し
い
。

こ
こ
ろ
ば
へ�【
心
ば
へ
】｜
名
｜
①
気
だ
て
。
性
質
。

②
意
味
。
意
向
。
事
情
。
③
趣
。
風
情
。

こ
と
や
う�【
異
様
】｜
名
｜
様
子
が
普
通
で
な
い
こ

と
。
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
。

こ
と
わ
り
な
り�

｜
形
動
｜
も
っ
と
も
だ
。
道
理
に
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あ
行

あ
か
し�

｜
形
ク
｜

①【
明
か
し
】明
る
い
。
②【
赤

し
】赤
い
。

あ
さ
ま
し�

｜
形
シ
ク
｜

①
た
だ
驚
く
ば
か
り
だ
。

②
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。
③（
あ
き
れ
て
）情
け

な
い
。
興
ざ
め
だ
。
④
み
す
ぼ
ら
し
い
。
⑤

あ
さ
は
か
だ
。

あ
さ
む�

｜
動
四
｜
①
意
外
な
事
実
に
驚
く
。
②【
浅

む
】あ
な
ど
る
。
ば
か
に
す
る
。

あ
し�【
悪
し
】｜
形
シ
ク
｜

①
悪
い
。
②
不
快
だ
。

不
都
合
だ
。
③（
技
術
な
ど
が
）ま
ず
い
。
下

手
だ
。
④（
容
姿
・
身
分
な
ど
が
）卑
し
い
。

み
す
ぼ
ら
し
い
。
⑤（
天
候
な
ど
が
）荒
れ
模

様
だ
。
⑥（
性
格
な
ど
が
）荒
々
し
い
。

あ
し
た�【
朝
】｜
名
｜
①
朝
。
②
明
く
る
朝
。

あ
な
が
ち
な
り�【
強
ち
な
り
】｜
形
動
｜
①
強
引
だ
。

②
ひ
た
む
き
だ
。
い
ち
ず
だ
。
③
あ
ま
り
の

こ
と
だ
。

あ
は
れ�

a
｜
感
｜
感
動
し
た
り
驚
い
た
り
す
る
と

き
に
発
す
る
言
葉
。
あ
あ
。
b
｜
名
｜

①
喜

び
・
悲
し
み
・
苦
し
み
な
ど
の
感
情
。
②
し
み

じ
み
と
し
た
感
情
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
風

情
。
情
趣
。

あ
は
れ
が
る�

｜
動
四
｜「
あ
は
れ
」と
思
う
。「
あ

は
れ
」と
思
う
気
持
ち
を
表
面
に
表
す
。

あ
ひ
ぐ
す�【
相
具
す
】｜
動
サ
変
｜
①
一
緒
に
伴
う
。

②
夫
婦
に
な
る
。

あ
へ
て�【
敢
へ
て
】｜
副
｜
①
強
い
て
。
思
い
切
っ

て
。
②（
下
に
打
ち
消
し
を
伴
っ
て
）少
し
も
。

決
し
て
。

あ
へ
な
し�【
敢
へ
な
し
】｜
形
ク
｜
①
手
の
施
し
よ

う
が
な
い
様
子
。
が
っ
か
り
し
た
様
子
。
②

あ
っ
け
な
い
。

あ
ま
た�【
数
多
】｜
副
｜
①
数
多
く
。
②
非
常
に
。

あ
や
し�

｜
形
シ
ク
｜
a
【
怪
し
】①
霊
妙
だ
。
神
秘

的
だ
。
②
珍
し
い
。
③
不
審
だ
。
④
異
常
だ
。

b【
賤
し
】①
卑
し
い
。
身
分
が
低
い
。
②
見

苦
し
い
。
粗
末
だ
。

あ
や
し
ぶ�

｜
動
四
｜【
怪
し
ぶ
】不
思
議
に
思
う
。

怪
し
む
。

あ
や
ふ
げ
な
り�

｜
形
動
｜【
危
ふ
げ
な
り
】危
な
く

見
え
る
様
子
。
危
な
そ
う
だ
。

あ
ら
が
ふ�

｜
動
四
｜
①
争
う
。
②
反
論
す
る
。

あ
ら
は
す�

｜
動
四
｜【
表
す
・
現
す
・
顕
す
】①（
隠
れ

て
い
た
も
の
を
）は
っ
き
り
見
せ
る
。
②
打

ち
明
け
る
。

あ
ら
は
な
り�【
露
は
な
り
】｜
形
動
｜
①
隠
れ
る
と

こ
ろ
が
な
く
ま
る
見
え
で
あ
る
。
②
は
っ
き

り
し
て
い
る
。
③
公
然
と
し
て
い
る
。

あ
ら
は
る�【
現
る
・
顕
る
】｜
動
下
二
｜
①（
隠
れ
て

い
た
も
の
が
）表
面
に
出
る
。
②（
隠
し
て
い

た
こ
と
が
）人
に
知
ら
れ
る
。

あ
り
が
た
し�【
有
り
難
し
】｜
形
ク
｜
①
め
っ
た
に

な
い
。
珍
し
い
。
②
実
現
が
困
難
で
あ
る
。

③
お
そ
れ
多
い
。
か
た
じ
け
な
い
。

あ
り
く�【
歩
く
】｜
動
四
｜
①
動
き
回
る
。
②
歩
く
。

外
出
す
る
。

あ
ん
の
ご
と
く�【
案
の
ご
と
く
】｜
連
語
｜
思
っ
た

と
お
り
。

い
う
な
り�【
優
な
り
】｜
形
動
｜
①
上
品
で
優
雅
な

様
子
。
②
風
流
な
様
子
。

い
か
が�

｜
副
｜

①
疑
問
を
表
す
。
ど
の
よ
う
に
。

ど
う
。
②
反
語
を
表
す
。
ど
う
し
て
。
③
た

め
ら
い
や
非
難
の
気
持
ち
を
表
す
。
ど
う
だ

ろ
う
か
。
ど
う
し
た
も
の
か
。

い
か
で�
｜
副
｜
①
疑
問
を
表
す
。
ど
う
い
う
わ
け

で
。
ど
う
や
っ
て
。
②
反
語
を
表
す
。
ど
う

し
て
。
③
願
望
の
気
持
ち
を
表
す
。
ど
う
に

か
し
て
。

い
か
な
る�

｜
形
容
動
詞「
い
か
な
り
」の
連
体
形
｜
ど
の

よ
う
な
。
ど
う
い
う
。

い
か
に�

｜
副
｜

①
疑
問
を
表
す
。
ど
の
よ
う
に
。

ど
う
。
②
疑
問
を
表
す
。
ど
う
し
て
。
な
ぜ
。

③
程
度
の
甚
だ
し
い
さ
ま
を
表
す
。
ど
ん
な

に
か（
…
だ
ろ
う
）。
さ
ぞ（
…
だ
ろ
う
）。

い
ざ
た
ま
へ�

｜
連
語
｜
さ
あ
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
さ

あ
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
軽
い
敬
意
を
こ
め
て

勧
誘
す
る
意
を
示
す
。

い
た
く�

｜
副
｜

①
甚
だ
し
く
。
ひ
ど
く
。
②（
打

ち
消
し
を
伴
っ
て
）た
い
し
て
。
そ
れ
ほ
ど

に
は
。

い
づ
ち�

｜
代
名
｜
ど
の
方
角
。
ど
ち
ら
。

い
づ
く�

｜
代
名
｜
不
定
称
。
ど
こ
。
ど
ち
ら
。

い
と�

｜
副
｜
①
非
常
に
。
た
い
そ
う
。
②
全
く
。

い
と
は
し�【
厭
は
し
】｜
形
シ
ク
｜

嫌
い
な
様
子
。

い
や
だ
。

い
と
ふ�【
厭
ふ
】｜
動
四
｜

①
い
や
が
る
。
嫌
う
。

②
避
け
て
身
を
守
る
。
③
い
た
わ
る
。

い
と
ほ
し�

｜
形
シ
ク
｜

①
気
の
毒
だ
。
か
わ
い
そ

う
だ
。
②
い
じ
ら
し
い
。
か
わ
い
い
。

い
と
ほ
し
が
る�

｜
動
四
｜
気
の
毒
が
る
。
か
わ
い

そ
う
に
思
う
。

い
ぬ�【
往
ぬ
・
去
ぬ
】｜
動
ナ
変
｜

行
っ
て
し
ま
う
。

去
る
。

い
ふ
か
ひ
な
し�【
言
ふ
か
ひ
な
し
】｜
連
語
｜

①

◎
脚
注
欄
に
掲
げ
た
、
教
科
書
の
本
文
理
解
の
う
え
で
か
ぎ
と
な
る

　単
語
に
、
簡
単
な
解
説
を
付
し
た
。

◎
助
詞
・
助
動
詞
、
ま
た
補
助
用
言
の
類
は
省
い
た
。

◎
品
詞
に
関
す
る
略
号
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　｜名
｜

─
名
詞	

｜
代
名
｜

─
代
名
詞	

｜
動
｜

─
動
詞

　｜形
｜

─
形
容
詞	

｜
形
動
｜

─
形
容
動
詞	

｜
副
｜

─
副
詞

　｜連
体
｜

─
連
体
詞	

｜
接
続
｜

─
接
続
詞	

｜
感
｜

─
感
動
詞
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完か
ん
璧ぺ

き

欠
点
や
不
足
が
一
つ
も
な
く
、
非
常
に
優
れ
て
い
る
こ
と
。

臣し
ん

願ね
が

は
く
は
、
璧へ
き

を
奉ほ
う

じ
て
往ゆ

き
て
使つ
か

ひ
せ
ん
。
城じ
や
う

趙て
う

に
入い

ら
ば
、
璧へ
き

は
秦し
ん

に
留と

め

ん
。
城じ
や
う

入い

ら
ず
ん
ば
、
臣し
ん

請こ

ふ
、
璧へ
き

を
完ま
つ
たう

し
て
趙て
う

に
帰か
へ

ら
ん
。

私
に
璧
を
奉
じ
に
行
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
都
市
が
趙
の
も
の
に
な
っ
た
ら
、
璧
は
秦
に
置
い
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
都
市
が
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
私
は
璧
を
無
傷
の
ま
ま
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

�

（『
史
記
』
よ
り
）

杜ず

撰さ
ん

手
を
抜
い
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
い
い
か
げ
ん
な
様
子
。

杜と

黙も
く

詩
を
為つ
く

る
に
、
多お
お

く
律り
つ

に
合あ

は
ず
。
故ゆ
ゑ

に
事こ
と

の
格か
く

に
合あ

は
ざ
る
者も
の

を
言い

ひ
て
杜づ

撰さ
ん

と
為な

す
。

杜
黙
は
詩
を
作
っ
た
が
、
詩
の
規
則
に
合
わ
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
物
事
の
規
則
に

合
わ
な
い
も
の
を
杜
撰
（
杜
が
作
っ
た
も
の
）
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。�

（『
野
客
叢
書
』
よ
り
）

推す
い

敲こ
う

文
章
や
詩
を
書
く
と
き
に
、
最
適
の
字
句
や
表
現
を
考
え
て
練
り
上
げ
る
こ
と
。

島た
う

、
挙き
よ

に
赴お
も
む
き
て
京け
い

に
至い
た

る
。
驢ろ

に
騎の

り
て
詩し

を
賦ふ

し
、「
僧そ
う

は
推お

す
月げ
っ

下か

の
門も
ん

」

の
句く

を
得え

た
り
。推す
い

を
改あ
ら
ため

て
敲か
う

と
作な

さ
ん
と
欲ほ
っ

す
。手て

を
引ひ

き
て
推す
い

敲か
う

の
勢い
き
ほひ

を
作な

す
も
、
未い
ま

だ
決け
っ

せ
ず
。
覚お
ぼ

え
ず
し
て
大た
い

尹ゐ
ん

韓か
ん

愈ゆ

に
衝あ

た
る
。
乃す
な
はち
具つ
ぶ

さ
に
言い

ふ
。
愈ゆ

曰い

は
く
、「
敲か
う

の
字じ

佳よ

し
。」と
。遂つ
ひ

に
轡た
づ
なを

並な
ら

べ
て
詩し

を
論ろ
ん

ず
る
こ
と
、之こ
れ

を
久ひ
さ

し
く
す
。

賈か

島と
う

は
科
挙
の
試
験
を
受
け
る
た
め
都
へ
や
っ
て
き
た
。
驢

馬
に
乗
っ
て
詩
を
作
り
、「
僧
は
推
す
月
下
の
門
」
と
い
う
句

を
思
い
つ
い
た
。「
推
す
」
を
「
敲た

た

く
」
に
改
め
よ
う
か
と
思

い
、
手
で
押
す
動
作
や
叩
く
動
作
を
し
て
み
た
が
、
ま
だ
決

ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
う
っ
か
り
都
の
長
官
韓
愈
の

行
列
に
衝
突
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
賈
島
は
韓
愈
に
事
情

を
詳
し
く
話
し
た
。
韓
愈
は
「『
敲
く
』
の
字
の
ほ
う
が
よ

い
。」
と
言
っ
た
。
そ
の
ま
ま
二
人
は
馬
を
並
べ
て
長
い
時
間

詩
を
論
じ
合
い
な
が
ら
行
っ
た
。�

（『
唐
詩
紀
事
』
よ
り
）

訳訳訳

断だ
ん
腸ち

ょ
う

こ
ら
え
き
れ
な
い
ほ
ど
、
悲
し
み
苦
し
む
こ
と
。

桓く
わ
ん

公こ
う

、
蜀し
よ
くに

入い

り
、
三さ
ん

峡け
ふ

の
中う
ち

に
至い
た

る
。
部ぶ

伍ご

の
中な
か

に
猿ゑ
ん

子し

を
得う

る
者も
の

有あ

り
。
其そ

の

母は
は

岸き
し

に
縁よ

り
て
哀あ
い

号が
う

し
、
行ゆ

く
こ
と
百ひ
や
く

余よ

里り

に
し
て
去さ

ら
ず
。
遂つ
ひ

に
跳を
ど

り
て
船ふ
ね

に
上の
ぼ

り
、
至い
た

れ
ば
便す
な
は即

ち
絶た

ゆ
。
破や
ぶ

り
て
其そ

の
腹は
ら

の
中な
か

を
視み

れ
ば
、
腸
は
ら
わ
た

皆み
な

寸す
ん

寸ず
ん

に
断た

え
た

り
。
公こ
う

、
之こ
れ

を
聞き

き
て
怒い
か

り
、
命め
い

じ
て
其そ

の
人ひ
と

を
黜し
り
ぞけ

し
む
。

桓
公
が
蜀
に
攻
め
入
り
、
三
峡
ま
で
や
っ
て
き
た
。
部
隊
の
中
に
子
猿
を
捕
ま
え
た
者
が
い
た
。

そ
の
母
猿
は
岸
を
伝
い
な
が
ら
泣
き
叫
び
、
百
里
余
り
進
ん
で
も
立
ち
去
ら
な
か
っ
た
。
と
う
と

う
船
に
跳
び
上
が
り
、
子
猿
の
も
と
に
着
く
と
す
ぐ
に
息
絶
え
た
。
母
猿
の
腹
を
裂
い
て
中
を
見

る
と
、
腸
が
ず
た
ず
た
に
ち
ぎ
れ
て
い
た
。
桓
公
は
こ
の
話
を
聞
い
て
怒
り
、
そ
の
者
を
罷
免
す

る
よ
う
命
じ
た
。�

（『
世
説
新
語
』
よ
り
）

破は

天て
ん

荒こ
う

今
ま
で
誰
も
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
す
る
こ
と
。

唐た
う

の
荊け
い

州し
う

は
衣い

冠く
わ
ん

藪そ
う

沢た
く

し
、
毎ま
い

歳さ
い

挙き
よ

人じ
ん

を
解か
い

送そ
う

す
れ
ど
も
、
多お
ほ

く
名な

を
成な

さ
ず
。
号が
う

し
て
曰い

は
く
、「
天て
ん

荒く
わ
う

解か
い

」
と
。
劉り
う

蛻ぜ
い

舎し
や

人じ
ん

、
荊け
い

の
解か
い

を
以も
つ

て
及き
ふ

第だ
い

す
。
号が
う

し
て

「
破は

天て
ん

荒く
わ
う

」
と
為な

す
。

唐
の
荊
州
は
官
吏
出
身
者
が
多
く
、
毎
年
解
試
と
い
う
地
方
試
験
を
行
っ
て
合
格
し
た
者
を
中
央

の
進
士
の
試
験
に
臨
ま
せ
て
い
た
が
、
合
格
者
が
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
荊
州
か
ら
の
受
験
者

は
「
天
荒
解
（
未
開
の
地
の
受
験
者
）」
と
言
わ
れ
た
。
や
が
て
舎
人
の
劉
蛻
が
、
荊
州
か
ら
送

り
出
さ
れ
て
初
め
て
合
格
し
た
。
そ
こ
で
劉
蛻
は
「
破
天
荒
（
天
荒
を
破
っ
た
）」
と
呼
ば
れ
た
。

�

（『
北
夢
瑣
言
』
よ
り
）

訳訳　次
の
言
葉
も
、
中
国
の
古
い
書
物
に
由
来
を
も
つ
故
事
成
語
で
す
。
辞
書
等
で
意
味

や
由
来
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

◦
温お
ん

故こ

知ち

新し
ん

　◦
大た

い

器き

晩ば
ん

成せ
い

　◦
五ご

十じ
っ

歩ぽ

百ひ
ゃ
っ

歩ぽ

　◦
馬ば

耳じ

東と
う

風ふ
う

　◦
蛇だ

足そ
く

　◦
守し

ゅ

株し
ゅ

◦
漁ぎ
ょ

夫ふ

の
利り

　◦
背は
い

水す
い

の
陣じ
ん

　◦
蛍け
い

雪せ
つ

の
功こ
う

　
　◦
羊よ
う

頭と
う

狗く

肉に
く

　◦
助じ
ょ

長ち
ょ
う

　◦
登と
う

竜り
ゅ
う

門も
ん
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覚
え
て
お
き
た
い
故
事
成
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臥が

薪し
ん

嘗し
ょ
う

胆た
ん

屈
辱
を
晴
ら
し
て
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
苦
労
を
重
ね
る
こ
と
。

夫ふ

差さ

讎あ
だ

を
復ふ
く

せ
ん
と
志
こ
こ
ろ
ざし

、
朝て
う

夕せ
き

薪し
ん

中ち
ゆ
う

に
臥ぐ
わ

し
、
出し
ゆ
つ

入に
ふ

す
る
に
人ひ
と

を
し
て
呼よ

ば
し
め

て
曰い

は
く
、「
夫ふ

差さ

、
而な
ん
ぢ

越ゑ
つ

人ひ
と

の
而な
ん
ぢの
父ち
ち

を
殺こ
ろ

せ
し
を
忘わ
す

れ
た
る
か
。」
と
。
勾こ
う

践せ
ん

国く
に

に
反か
へ

り
、
胆き
も

を
坐ざ

臥ぐ
わ

に
懸か

け
、
即す
な
はち

胆き
も

を
仰あ
ふ

ぎ
之こ
れ

を
嘗な

め
て
曰い

は
く
、「
女な
ん
ぢ

会く
わ
い

稽け
い

の

恥は
ぢ

を
忘わ
す

れ
た
る
か
。」
と
。

夫
差
は
復
讐
を
決
意
し
、
朝
夕
薪
の
上
で
寝
起
き
し
、
部
屋

に
出
入
り
す
る
人
に
こ
う
言
わ
せ
た
。「
夫
差
よ
、
お
ま
え
は

越
の
人
間
が
お
ま
え
の
父
を
殺
し
た
の
を
忘
れ
た
の
か
。」
と
。

勾
践
は
国
に
帰
る
と
、
苦
い
肝
を
寝
起
き
す
る
部
屋
に
つ
る

し
、
寝
起
き
す
る
た
び
に
肝
を
仰
い
で
な
め
て
言
っ
た
。「
お

ま
え
は
会
稽
で
受
け
た
恥
を
忘
れ
た
の
か
。」
と
。

�

（『
十
八
史
略
』
よ
り
）

四し

面め
ん
楚そ

歌か

周
り
が
敵
や
反
対
者
ば
か
り
で
、
味
方
が
い
な
い
こ
と
。

項か
う

王わ
う

の
軍ぐ
ん

、
垓が
い

下か

に
壁へ
き

す
。
兵へ
い

少す
く

な
く
食し
よ
く

尽つ

く
。
漢か
ん

軍ぐ
ん

及お
よ

び
諸し
よ

侯こ
う

の
兵へ
い

、
之こ
れ

を
囲か
こ

む

こ
と
数す
う

重ち
よ
う

な
り
。
夜よ
る

、
漢か
ん

軍ぐ
ん

の
四し

面め
ん

皆み
な

楚そ

歌か

す
る
を
聞き

き
、
項か
う

王わ
う

乃す
な
は

ち
大お
ほ

い
に
驚お
ど
ろき

て
曰い

は
く
、「
漢か
ん

、
皆み
な

已す
で

に
楚そ

を
得え

た
る
か
。
是こ

れ
何な
ん

ぞ
楚そ

人ひ
と

の
多お
ほ

き
や
。」
と
。

楚
の
王
項
羽
の
軍
は
垓
下
に
城
壁
を
築
い
て
立
て
籠
も
っ
た
。
兵
力
は
少
な
く
食
糧
も
尽
き
果
て

た
。
漢
の
軍
や
諸
侯
の
軍
が
、
こ
の
城
壁
を
幾
重
に
も
包
囲
し
た
。
夜
に
な
り
、
漢
の
軍
が
四
方

で
皆
楚
の
国
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
を
聞
き
、
項
羽
は
大
い
に
驚
い
て
言
っ
た
。「
漢
は
も
う
楚

の
国
を
全
部
占
領
し
た
の
か
。
な
ん
と
楚
の
人
が
多
い
こ
と
か
。」�

　（『
史
記
』
よ
り
）

訳訳

呉ご

越え
つ
同ど

う
舟し

ゅ
う

仲
の
悪
い
者
ど
う
し
が
一
緒
に
い
た
り
、
一
緒
に
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
。

夫そ

れ
呉ご

人ひ
と

と
越ゑ
つ

人ひ
と

と
相あ
ひ

悪に
く

む
も
、
其そ

の
舟ふ
ね

を
同お
な

じ
く
し
て
済わ
た

り
て
風か
ぜ

に
遇あ

ふ
に
当あ

た

り
て
は
、
其そ

の
相あ
ひ

救す
く

ふ
や
左さ

右い
う

の
手て

の
如ご
と

し
。

そ
も
そ
も
呉
の
国
の
人
と
越
の
国
の
人
と
は
互
い
に
憎
み
合
う
間
柄
だ
が
、
同
じ
舟
に
乗
り
合
わ

せ
て
強
風
に
遭
っ
た
な
ら
、
右
手
と
左
手
の
関
係
の
よ
う
に
互
い
に
助
け
合
う
も
の
だ
。

�

（『
孫
子
』
よ
り
）

矛む

盾じ
ゅ
ん

つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
こ
と
。

楚そ

人ひ
と

に
楯た
て

と
矛ほ
こ

と
を
鬻ひ
さ

ぐ
者も
の

有あ

り
。
之こ
れ

を
誉ほ

め
て
曰い

は
く
、「
吾わ

が
楯た
て

の
堅か
た

き
こ
と
、

能よ

く
陥と
ほ

す
も
の
莫な

し
。」
と
。
又ま
た

其そ

の
矛ほ
こ

を
誉ほ

め
て
曰い

は
く
、「
吾わ

が
矛ほ
こ

の
利と

き
こ
と
、

物も
の

に
於お
い

て
陥と
ほ

さ
ざ
る
無な

し
。」
と
。
或あ
る

ひ
と
曰い

は
く
、「
子し

の
矛ほ
こ

を
以も
っ

て
、
子し

の
楯た
て

を

陥と
ほ

さ
ば
何い
か
ん如

。」
と
。
其そ

の
人ひ
と

応こ
た

ふ
る
こ
と
能あ
た

は
ざ
る
な
り
。

楚
の
人
に
、
楯
と
矛
と
を
売
る
者
が
い
た
。
そ
の
楯
を

自
慢
し
て
、「
私
の
楯
は
堅
く
、
ど
ん
な
も
の
で
も
貫

き
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
た
。
次
に
、

矛
を
自
慢
し
て
、「
私
の
矛
は
鋭
く
、
ど
ん
な
も
の
で

も
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。」
と
言
っ
た
。
す
る

と
あ
る
人
が
、「
あ
な
た
の
矛
で
、
あ
な
た
の
楯
を
貫

い
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。」
と
た
ず
ね
た
。
そ
の
人
は

答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。�

（『
韓
非
子
』
よ
り
）

他た

山ざ
ん
の
石い

し

他
人
の
よ
く
な
い
言
行
も
、
自
分
を
磨
く
た
め
の
助
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

他た

山ざ
ん

の
石い
し

、
以も
つ

て
玉た
ま

を
攻を
さ

む
べ
し
。

よ
そ
の
山
か
ら
出
た
粗
悪
な
石
で
も
、
砥
石
と
し
て
使
え
ば
自
分
の
宝
玉
を
磨
い
て
美
し
く
す
る

の
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。�

（『
詩
経
』
よ
り
）

訳訳訳
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「構成・内容理解シート」

　

本
体
価
格
一
五
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

■ 

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

● 

学
び
の
道
し
る
べ
シ
ー
ト　
● 

構
成
・
内
容
理
解
シ
ー
ト　
● 

古
文
品
詞
分
解
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
。

■ 

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
。

指
導
書

■ 

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
。

■ 

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
。

■ 

教
師
用
教
科
書　
本
体
価
格
四
、五
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
四
、五
〇
〇
円
（
税
別
）

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
。

指
導
書
別
売
品

指
導
に
役
立
つ
資
料
と
学
習
を
助
け
る
教
材
類

指
導
書
・
教
材

指
導
書・教
材
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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。

　　　　　  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。

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）

※  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。

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。

デジタル教科書
指導者用デジタルテキスト

 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

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

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
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