
令和 6年度用１～３年教科書では、令和 5年度用教科書から以下の箇所を訂正いたします。
校内の先生方でご確認のうえ、ご指導の際には十分ご留意くださいますようお願い申し上げます。

【中学校 国語】

学年 ページ 行など 令和 5年度 令和 6年度

1 152 3 漏
も

れ出づ
（ズ）

る 漏
も

れ出
い

づ
（ズ）

る

2 166 著者欄
筆者　石川忠久　一九三二（昭和
七）——

筆者　石川忠久　一九三二（昭和
七）——二〇二二（令和四）

3

29 9

71 脚注 友岡子郷　一九三四—— 友岡子郷　一九三四——二〇二二

269 著者欄
筆者　大江健三郎　一九三五（昭和
一〇）——

筆者　大江健三郎　一九三五（昭和
一〇）——二〇二三（令和五）

（挿入）

2829 深まる学びへ ● 学びて時に之を習ふ

5 510

　「論
語
」
は
、
今
か
ら
二
千
五
百
年
以
上
前
の
中
国
に
生
き
た
思
想
家
・
孔
子
と
、
そ
の

弟
子
た
ち
の
言
行
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
孔
子
は
、
人
格
や
道
徳
を
高
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
世
を
治
め
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
。
そ
う
し
た
師
の
言
葉
を
後
世
に
残
そ
う
と
弟
子

た
ち
の
手
で
編
ま
れ
た
も
の
が
、「
論
語
」
と
い
う
書
物
で
あ
る
。

　日
本
に
も
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
、
今
も
読
み
継
が
れ
て
い
る
「
論
語
」
に
は
、
人
間
の
生

き
方
に
つ
い
て
の
鋭
い
観
察
や
深
い
思
索
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　次
に
示
す
四
つ
の
章
句
を
声
に
出
し
て
読
み
、
孔
子
の
考
え
方
に
触
れ
て
み
よ
う
。
ま
た
、

「
論
語
」
に
は
、
他
に
も
数
多
く
の
名
言
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
生
活
に
生
か

し
て
い
き
た
い
言
葉
や
、
自
ら
を
励
ま
す
言
葉
、
友
達
や
後
輩
に
贈
り
た
い
言
葉
を
見
つ
け

て
み
よ
う
。

学
び
て
時
に
之こ

れ

を
習
ふ 

「
論
語
」か
ら

子

　男
子
に
対
す
る
敬
称
。
こ
こ
で
は
、
孔
子
の
こ
と
を

指
し
て
「
先
生
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
に
用
い
て
い
る
。

「
子
曰
は
く
」
は
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
の
意
。

時
に

　機
会
が
あ
る
た
び
に
。

習
ふ

　復
習
し
て
体
得
す
る
。
習
熟
す
る
。

亦
説
ば
し
か
ら
ず
や

　な
ん
と
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な	

い
か
。

朋

　「友
」
と
同
じ
意
味
。

人
知
ら
ず
し
て

　世
の
中
の
人
が
認
め
て
く
れ
な
く
て
も
。

慍
み
ず

　不
平
や
不
満
を
抱
か
な
い
。「
慍
い
き
ど
ほ

ら
ず
」「
慍い
か

ら
ず
」
と
い
う
読
み
方
も
あ
る
。

君
子

　徳
の
高
い
、
理
想
的
な
人
格
者
。

故
き
を
温
め
て

　過
去
の
事
柄
や
学
説
な
ど
を
重
ね
て
研

究
す
る
。「
温
め
て
」
は
、
重
ね
て
習
い
、
十
分
熟
す
る

こ
と
。「
温た
づ

ね
て
」
と
読
む
説
も
あ
る
。

新
し
き
を
知
れ
ば

　（現
実
に
応
じ
た
）
新
し
い
意
義
や

知
識
が
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
。

以
て
師
た
る
べ
し

　師
と
な
る
資
格
が
あ
る
も
の
だ
。

［ 

目
標 

］

⃝

歴
史
的
背
景
に
注
意
し
て
「
論
語
」
を
読
み
、

長
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
名
言
に
触
れ
る
。

⃝

人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
孔こ

う

子し

の
考
え
方

を
自
分
た
ち
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
。

読  む

　
子
曰い

は
く
、「
学
び
て
時
に
之
を
習
ふ
、
亦ま
た

説よ
ろ
こ

ば
し
か
ら
ず
や
。

朋と
も

遠
方
よ
り
来
た
る
有
り
、
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。

人
知
ら
ず
し
て
慍う
ら

み
ず
、
亦
君
子
な
ら
ず
や
。」
と
。

　
子
曰
は
く
、「
故ふ

る

き
を
温
め
て
新
し
き
を
知
れ
ば
、

以も
つ

て
師
た
る
べ
し
。」
と
。

子
曰ハ
ク

、「
学ビ
テ

而
時
ニ

習
フ

之
ヲ

、
不ず

亦
説バ
シ
カ
ラ

 
 

乎や

。

有
リ

朋
自よ

遠
方
来タ
ル

、
不
亦
楽シ
カ
ラ

 

乎
。

人
不シ
テ

知
ラ

而
不
慍
ミ

、
不
亦
君
子ナ
ラ

乎
ト

。」（
学が
く

而じ

）
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子
曰ハ
ク

、「
温メ
テ

故キ
ヲ

而
知レ
バ

新シ
キ
ヲ

 

、
可べ 

以
テ

為
師
矣
。」（
為ゐ

政せ
い

）

㆑

㆑

シ
ト

㆓

ル㆑

孔子と弟子たち

（挿入）
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