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平家物語古典って楽しい！ 第4回

「
平
家
物
語
」
の
無
常
観
を

子
ど
も
た
ち
に
と
ら
え
さ
せ
る

た
め
、
私
は
ま
ず

唱
歌
「
荒
城
の
月
」
と

出
会
わ
せ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
一
連
か
ら
第
四
連
ま
で

て
い
ね
い
に
学
習
し
て
い
く
と

子
ど
も
た
ち
は
「
平
家
物
語
」
に
通
じ
る

世
界
観
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

音
読
・
視
写
の
後

内
容
理
解
に
入
り
ま
す
。

模
造
紙
に
書
き
こ
ん
で
お
く
と

後
で
振
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
教
科
書
に
は

古
典
が
多
く

扱
わ
れ
て
い
ま
す
ね

こ
う
し
て

見
る
と

古
典
は

楽
し
そ
う

で
す
ね

「
荒
城
」
っ
て

何
か
な
？

こ
の
「
か
げ
」
は
ど
ん
な
意
味
か
な

辞
書
で
調
べ
て
み
よ
う

荒
れ
た
城
！

昔
は
人
が

住
ん
で
い
た
け
ど

今
は
住
ん
で

い
な
い
！

「
日
・
月
・
電
灯

な
ど
の
光
」
だ
っ
て

明
る
く
て
も

「
か
げ
」
な
ん
だ

そ
う
な
ん
で
す
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子
ど
も
た
ち
が

よ
り
楽
し
く

古
典
の
世
界
に

親
し
め
る
よ
う
に
ひ
と
工
夫
し
た

「
平
家
物
語
」
の
授
業
を

ご
紹
介
し
ま
す

こ
の
「
か
げ
」
は

光
と
影
の

ど
っ
ち
だ
ろ
う
？

こ
れ
は
「
昔
の
光
は
ど
こ
に

行
っ
た
ん
だ
ろ
う
？
」
と

い
う
意
味
だ
よ

む
か
し
の
光
を

知
っ
て
い
る
人
が

言
っ
て
い
る
の
か
な
？

栄
え
て

い
た
の
に

滅
び
ち
ゃ
っ
た

の
か

月
の
光
が

う
つ
っ
て
い
る
ん
だ
！

光
だ
！

ゆ
う
れ
い
だ
よ
！

は
か
な
い
ね

落
武
者
⁉

※「荒城の月」をじっくり鑑賞するため、詩の単元に組みこんで年間指導計画を立ててもよいかもしれません。
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古典って楽しい！

「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
を

使
え
ば
映
像
も
い
っ
し
ょ
に

見
せ
る
こ
と
が
で
き
、

子
ど
も
た
ち
は
引
き
こ
ま
れ
ま
す
。つづく

そ
し
て
い
よ
い
よ

「
平
家
物
語
」
の
学
習
に

入
り
ま
す
。

観
念
的
で
言
葉
も
難
し
い

「
平
家
物
語
」
の
冒
頭
部
を

子
ど
も
は
な
ん
と
な
く

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
に
、
琵
琶
奏
者
が
弾
き
語
り
を
し
て
い
る

音
声
を
聴
か
せ
ま
す
。

そ
の
た
め
音
読
へ
も

ス
ム
ー
ズ
に

つ
な
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
後
は

暗
唱
を
さ
せ
ま
す
。

授
業
の
あ
た
ま
に
十
分
ほ
ど

発
表
す
る
時
間
を
設
け
て

継
続
的
に
指
導
す
る
と

い
い
で
し
ょ
う
。

自
宅
で
暗
唱
の
練
習
を
す
る
と

親
や
祖
父
母
の
世
代
も

暗
唱
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
で
し
ょ
う
。

「
荒
城
の
月
」、「
平
家
物
語
」
と

学
習
す
る
こ
と
で

時
代
が
違
っ
て
も
人
の
営
み
に
は

共
通
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
代
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
と
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
荒
城
の
月
」
は
明
治
時
代
の

歌
だ
け
ど
、
こ
れ
か
ら

八
百
年
以
上
前
に
つ
く
ら
れ
た

お
話
を
読
み
ま
す

「
た
け
き
者
も

つ
ひ
に
は
滅
び
ぬ
、

ひ
と
へ
に
風
の
前
の

塵
に
同
じ
。」

わ
、
悲
し
い

は
か
な
い
な
ぁ

「
荒
城
の
月
」

み
た
い
だ

じ
ゃ
、
も
う
一
度

音
読
し
て

み
よ
う

さ
っ
そ
く

授
業
に

取
り
入
れ
て

み
た
い
で
す

次
回
も
実
践
的
な
例
を

ご
紹
介
し
ま
す

こ
れ

戦
に

負
け
た
後
で
し
ょ


