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『
平
家
物
語
』は
お
も
し
ろ
い
！

特集 『平家物語』を楽しむ

古
典
教
材
の
定
番
と
も
い
え
る
『
平
家
物
語
』。
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
、

子
ど
も
た
ち
は
小
学
校
五
年
で
も
『
平
家
物
語
』
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

小
・
中
の
連
携
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、

中
学
校
で
魅
力
的
な
授
業
を
展
開
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

現
場
の
先
生
方
の
対
談
を
中
心
に
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
集

『
平
家
物
語
』を
楽
し
む

撮
影
：
鈴
木
俊
介

0405

▲琵琶奏者による語りの動画。中学校「国語デジタル
教科書」に収録されている。

　

中
学
校
の
現
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
さ
れ
て

い
る
宗
我
部
先
生
と
、
今
春
『
古
典
が
好
き
に
な

る
』（
光
村
図
書
）
を
上
梓
し
、
小
学
校
で
楽
し

い
古
典
の
授
業
を
さ
れ
て
い
る
青
山
先
生
に
対
談

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
平
家
物
語
』を
使
っ

て
小
・
中
で
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
か
、

『
平
家
物
語
』
の
教
材
と
し
て
の
魅
力
は
何
か
な

ど
、
熱
く
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
語
り
」
の
よ
さ

宗
我
部　

小
学
校
で
は
『
平
家
物
語
』
を
ど
の
よ

う
に
教
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

青
山　

や
は
り
『
平
家
物
語
』
と
の
初
め
て
の
出

会
い
を
楽
し
い
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の

で
、
声
に
出
し
て
読
ま
せ
、
独
特
の
調
子
や
リ
ズ

ム
を
体
で
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
小

学
校
の
教
科
書
に
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作
品
の
歴
史
的
背
景

や
、「
祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

」「
沙し
ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

」
等
の
難
し
い
言

葉
は
写
真
な
ど
の
資
料
を
使
い
な
が
ら
説
明
し
ま

す
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い

る
琵び

琶わ

奏
者
に
よ
る
語
り
の
動
画
も
見
せ
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
語
り
を
ま
ね
て
、

教
室
が
盛
り
上
が
る
ん
で
す
よ
。「
ぎ
ぃ
〜
お
〜

〜
ん
し
ょ
お
〜
〜
じ
ゃ
〜
〜
の
ぉ
〜
」
っ
て
（
笑
）。



特集 『平家物語』を楽しむ

青
あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

東京都生まれ。筑波大学大学院修士課
程修了。私立聖心女子学院初等科を経
て，平成10年より現職。日本国語教育
学会常任理事，全国国語授業研究会常
任理事。著書に『古典が好きになる』（光
村図書），『板書 きれいで読みやすい字
を書くコツ』( ナツメ社／樋口咲子共著）
などがある。光村図書 小学校『国語』
教科書編集委員を務める。

言
葉
の
リ
ズ
ム
に

　
　

躍
動
感
が
あ
り
、

　

音
読
す
る
と
気
持
ち
が
いい
。

         
　
　
　
　
　
　   

　 

（
宗
我
部
）

声
に
出
し
て
読
む
と
き
、

　
「
語
り
」
な
ら
で
は
の

　
　
　
　
　

強
さ
が
あ
る
。

         

　
　
　
　
　
　    

（
青
山
）

0607

宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

埼玉県生まれ。お茶の水女子大学附属
中学校教諭。お茶の水女子大学非常勤
講師。国立教育政策研究所「教育課程
実施状況調査問題（中学校国語）」作成
および分析委員。平成20年告示「中学
校学習指導要領解説国語編」作成協力
者。編著書に『群読の発表指導・細案』（明
治図書出版）など。光村図書 中学校『国
語』教科書編集委員を務める。

宗
我
部　

目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
（
笑
）。

青
山　

琵
琶
の
音
色
に
合
わ
せ
て
語
る
、
と
い
う

こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い

の
で
、
音
声
を
聞
か
せ
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
勢
い
よ
く
早
口
で
音

読
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、
動
画
を
視
聴
し
た

後
は
、
一
つ
ず
つ
音
を
伸
ば
し
な
が
ら
力
強
く
語

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部　

中
学
生
に
冒
頭
部
分
の
音
声
を
聞
か
せ

る
と
、「
先
生
、
こ
の
調
子
で
ず
っ
と
続
い
て
い

く
ん
で
す
か
」
と
質
問
し
て
く
る
生
徒
が
い
る
ん

で
す
。
で
す
か
ら
、「
本
編
に
入
る
と
、
も
っ
と

速
く
な
っ
た
り
、
語
る
よ
う
な
調
子
に
な
っ
た
り

す
る
よ
」
と
話
し
、
他
の
部
分
の
音
声
も
聞
か
せ

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
教
科
書
に
は
い
ろ
い
ろ

な
古
典
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、『
平
家

物
語
』
ほ
ど
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
に
躍
動
感
が
あ
る

も
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
生
徒
た
ち
に
音
読
さ

例
え
ば
、
与
一
が
目
を
閉
じ
て
「
南な

無む

八は
ち

幡ま
ん

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

…
…
」
と
祈
念
す
る
場
面
。
こ
の
長
い
せ
り
ふ

を
ど
う
読
め
ば
よ
い
の
か
話
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

「
与
一
は
本
当
に
声
に
出
し
て
言
っ
た
の
か
な
」

と
発
言
し
た
生
徒
が
い
ま
し
た
。
私
が
す
か
さ
ず
、

「
心
の
中
の
声
な
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
読
み

方
を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
投
げ
か
け
る
と
、

生
徒
た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
さ
れ
て
授

業
が
と
て
も
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。「『
あ
の
扇
の

真
ん
中
射
さ
せ
て
た
ば
せ
た
ま
へ
』
に
い
ち
ば
ん

思
い
が
込
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
を
強
く
読
ん

だ
ほ
う
が
い
い
」「
与
一
の
覚
悟
が
感
じ
ら
れ
る

『
弓
切
り
折
り
自
害
し
て
』
を
強
く
読
ん
だ
ほ
う

が
い
い
」「
い
や
、『
こ
の
矢
は
づ
さ
せ
た
ま
ふ
な
』

だ
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

青
山　

な
る
ほ
ど
、
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
心
情

に
迫
る
と
い
う
の
は
、
中
学
生
だ
か
ら
で
き
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
小
学
生
だ
と
、
与
一
は
あ
く

ま
で
お
話
の
中
の
登
場
人
物
。
自
分
と
重
ね
て
心

情
を
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
り
ま
せ
ん
。
よ
く
、

「
小
学
校
で
『
扇
の
的
』
を
扱
わ
れ
た
ら
、
中
学

校
で
教
え
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
」
な

ん
て
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
あ
ま
り
気
に
し
な
く

て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
学
校
の
と
き
に
情

景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
役
割
読
み
し
た
「
扇
の

的
」
を
、
中
学
校
で
は
心
情
を
考
え
な
が
ら
登
場

人
物
に
成
り
き
っ
て
群
読
す
る
。
そ
う
や
っ
て
、

学
び
深
め
て
い
く
お
も
し
ろ
さ
が
味
わ
え
る
は
ず

で
す
。

宗
我
部　

発
達
段
階
に
応
じ
て
子
ど
も
た
ち
が
で

き
る
こ
と
を
引
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
と

授
業
内
容
は
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
ど

ん
ど
ん
重
ね
て
教
え
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
と
思

い
ま
す
。

せ
る
と
役
者
が
か
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。
時
代
劇

の
よ
う
な
語
り
口
で
読
み
な
が
ら
、
自
分
に
ほ
れ

ぼ
れ
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
（
笑
）。

青
山　

声
に
出
し
て
読
む
と
、
い
い
気
持
ち
に
な

れ
る
の
は
『
平
家
物
語
』
の
魅
力
で
す
よ
ね
。
そ

れ
は
や
は
り
「
語
り
」
の
強
さ
な
の
か
な
と
思
い

ま
す
。

群
読
の
お
も
し
ろ
さ

宗
我
部　
「
扇
の
的
」
で
群
読
を
さ
せ
る
と
、
最

初
は
尻
込
み
し
て
い
た
生
徒
が
、
練
習
が
進
む
と

だ
ん
だ
ん
乗
り
気
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
自
ら

「
与
一
役
を
や
ら
せ
て
く
れ
」
と
言
っ
て
き
た
り
。

青
山　

そ
れ
は
小
学
生
も
同
じ
で
す
ね
。
最
初
は

嫌
が
っ
て
い
た
の
に
、
実
は
ひ
そ
か
に
与
一
の

せ
り
ふ
を
練
習
し
て
い
た
り
す
る
（
笑
）。
小
学

校
の
教
科
書
に
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
の

「
同
化（
共
感
）」と
「
異
化
」

宗
我
部　
「
扇
の
的
」
で
は
、
与
一
が
扇
を
射
る

ま
で
に
逡し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん巡
す
る
場
面
と
、
最
後
に
舞
い
を
披
露

し
た
男
を
あ
っ
さ
り
と
射
落
と
す
場
面
が
対
照
的

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
与
一
は
扇
を
射
る
と
き
は

あ
ん
な
に
迷
っ
て
い
た
の
に
、
男
を
射
る
と
き
は

何
の
迷
い
も
な
い
。
中
学
生
は
、
そ
こ
に
お
も
し

ろ
さ
を
感
じ
る
よ
う
で
す
。

青
山　

そ
う
な
ん
で
す
か
。
小
学
生
だ
と
、
与
一

が
男
を
射
落
と
す
場
面
を
読
む
と
シ
ュ
ン
と
し
て

し
ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、「
扇
の
的
」
を
教
え

る
と
き
は
、
扇
を
射
る
と
こ
ろ
ま
で
し
か
取
り
上

げ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

宗
我
部　

小
学
校
段
階
で
は
、「
扇
を
射
る
」
と

い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
面
で
終
わ
り
に
し
て
も

よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
で
も
中
学
校
で
は
、

そ
の
先
も
考
え
さ
せ
た
い
。
な
ぜ
与
一
は
男
を
射

み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
戦
い
の

場
面
に
も
触
れ
さ
せ
た
い
の
で
、
な
る
べ
く
時
間

を
つ
く
っ
て
「
扇
の
的
」
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
小
学
生
に
群
読
を
さ
せ
る

の
は
難
し
い
の
で
「
役
割
読
み
」
に
し
て
い
ま
す
。

配
役
を
決
め
て
、
み
ん
な
で
声
を
出
す
楽
し
さ
を

味
わ
わ
せ
る
ん
で
す
。
役
割
読
み
を
す
る
と
、
情

景
を
頭
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

自
然
と
子
ど
も
た
ち
が
乗
っ
て
く
る
の
で
、
楽
し

い
授
業
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部　

中
学
生
に
な
る
と
も
う
少
し
踏
み
込
ん

で
、
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
っ
て
、
そ
れ
を

声
で
ど
う
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
考
え
さ
せ
ま
す
（
宗
我
部
先
生
の
群
読
の
実
践

は
Ｐ
10
─
11
を
参
照
）。
配
役
を
決
め
た
後
、「
ど

ん
な
ふ
う
に
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
」「
こ
の
と
き

の
与
一
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
話
し
合
わ
せ
ま
す
。
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「
同
化
す
る
体
験
」
と
「
異
化
す
る
体
験
」、

 　

そ
の
両
方
を
味
わ
わ
せ
た
い
。

         

　
　
　
　
　
　   

　
　 

（
宗
我
部
）

「
全
て
わ
か
り
尽
く
せ
な
い
」か
ら
こ
そ
、

　

お
も
し
ろ
さ
が
ど
ん
ど
ん
増
し
て
い
く
。

         

　
　
　
　
　
　   

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
青
山
）

0809

落
と
す
の
に
迷
い
が
な
か
っ
た
の
か
、
私
は
生
徒

た
ち
に
話
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ん
ざ

ん
話
し
合
っ
た
結
果
、「
そ
れ
が
武
士
と
い
う
も

の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し

た
。
人
を
射
殺
す
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い

た
戦
場
で
は
、
む
し
ろ
扇
を
射
る
こ
と
の
ほ
う
が

異
常
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

青
山　

あ
あ
、
中
学
生
に
な
る
と
そ
こ
ま
で
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

宗
我
部　

私
は
古
典
を
教
え
る
と
き
、「
同
化
す

る
体
験
」
と
「
異
化
す
る
体
験
」、
そ
の
両
方
を

味
わ
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
与

一
が
扇
を
射
る
と
き
に
祈
る
場
面
。
こ
こ
で
生
徒

城
の
月
」
と
同
じ
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
に
、
子
ど

も
た
ち
は
気
づ
く
ん
で
す
。『
平
家
物
語
』
の
冒

頭
部
分
は
言
葉
が
難
解
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
読

ま
せ
て
小
学
生
に
「
無
常
観
」
を
捉
え
さ
せ
る
こ

と
は
難
し
い
。
で
も
、「
荒
城
の
月
」
に
触
れ
た

後
に
読
ま
せ
る
と
、「
栄
え
続
け
る
っ
て
こ
と
は

な
い
ん
だ
ね
」
と
か
「
永
遠
の
テ
ー
マ
な
の
か
も

し
れ
な
い
」
な
ど
と
、
こ
の
テ
ー
マ
が
、
争
乱
の

時
代
か
ら
明
治
期
、
そ
し
て
今
に
も
通
じ
る
こ
と

を
何
と
な
く
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

宗
我
部　
『
平
家
物
語
』
の
核
心
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

青
山　
『
平
家
物
語
』
の
テ
ー
マ
は
こ
の
冒
頭
部

分
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
小
学
生

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
楽
し
く
音
読
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
意
味
も
感
じ
取
ら
せ
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
扇
の
的
」
な
ど
戦
い

の
場
面
も
紹
介
す
る
こ
と
で
、「
こ
の
続
き
を
も
っ

と
読
ん
で
み
た
い
」
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
私
は
、
興
味
を
も
っ
た
子
ど
も
に
『
平

家
物
語
』
を
平
易
な
言
葉
で
訳
し
た
本
や
、
漫
画

な
ど
を
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
と
は
い

え
、
小
学
校
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
を

追
う
と
こ
ろ
ま
で
し
か
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
中

学
校
で
人
物
の
心
情
に
迫
っ
て
読
ん
で
い
く
こ
と

で
、
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
『
平
家
物
語
』
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
小
学

校
で
は
そ
の
素
地
を
作
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
と
。

宗
我
部　

そ
れ
は
中
学
校
も
同
じ
で
す
。
生
徒
た

ち
が
高
校
に
進
学
し
て
古
典
を
学
ぶ
と
き
、「
ま

た『
平
家
物
語
』を
学
習
で
き
る
ん
だ
な
」と
思
っ

た
り
、「
も
っ
と
読
ん
で
み
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
、
中
学
校
で
は
、
登
場
人
物
に
同
化
し
て
読

ん
だ
り
、
異
化
し
て
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
人
物

や
当
時
の
人
々
の
生
き
方
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ

せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

青
山　
『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
古
典
の
よ
さ
っ

た
ち
は
与
一
に
共
感
し
、
同
化
し
て
読
む
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
平
然
と
男
を
射
落
と
す
場
面
で
は
、

自
分
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
違
う
「
武
士
」
な
の
だ

と
、
異
化
し
て
読
む
。
そ
う
や
っ
て
今
の
自
分
と

比
べ
て
、
同
化
し
た
り
異
化
し
た
り
し
な
が
ら
、

そ
の
作
品
を
味
わ
う
こ
と
が
、
古
典
を
学
ぶ
お
も

し
ろ
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

大
事
に
し
た
い
こ
と

青
山　

小
学
生
だ
と
、
今
の
自
分
と
比
べ
て
読
む

の
は
難
し
い
の
で
、
古
典
が
「
今
の
時
代
に
も
通

じ
る
な
あ
」
と
感
じ
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
私
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分

を
学
習
さ
せ
る
前
に
、「
荒
城
の
月
」
と
出
会
わ

せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
が
。

宗
我
部　
「
春は
る

高こ
う

楼ろ
う

の
花
の
宴え
ん

…
…
」
で
始
ま
る

唱
歌
で
す
ね
。

青
山　

え
え
。
明
治
期
に
作
ら
れ
た「
荒
城
の
月
」

て
、「
全
て
は
わ
か
り
尽
く
せ
な
い
こ
と
」
だ
と

思
う
ん
で
す
。
小
学
校
、中
学
校
、高
校
と
上
が
っ

て
い
く
に
つ
れ
、
わ
か
る
こ
と
が
増
え
て
、
そ
れ

ま
で
に
学
習
し
た
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
き
、
お

も
し
ろ
さ
が
ど
ん
ど
ん
増
し
て
い
く
。

宗
我
部　

そ
う
や
っ
て
学
び
、
深
め
て
い
け
る
と

こ
ろ
に
、
古
典
が
時
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。

青
山　

子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実

感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

高
校
ぐ
ら
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
こ

に
到
達
す
る
ま
で
、
小
学
校
・
中
学
校
で
重
ね
て

教
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

は
七
五
調
で
リ
ズ
ム
が
よ
く
、『
平
家
物
語
』
の

無
常
観
に
通
じ
る
「
人
の
世
の
栄
枯
盛
衰
の
は
か

な
さ
」
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
う
た
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
唱
歌
の
意
味
を
考
え
さ
せ
て
い
く
と
、
子
ど
も

た
ち
か
ら
「
寂
し
い
歌
だ
ね
」「
は
か
な
い
な
あ
」

な
ど
の
感
想
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、

『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
を
読
ま
せ
る
と
、「
荒

▲小学校では，５年の教科書に『平家物語』の冒頭部
分が掲載されている。


