
特集 『平家物語』を楽しむ
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タイトル
「武士列伝」「美女列伝」など

選んだ人物の名前

エピソードは二つ書かせる。
どこを読んで，その人物を
解釈したかわかるように。

表題目次

人物についての
簡単な説明

人物相関図などを書
いてもよい。その際，
出典を明記させる。

エピソードの中で，人
物のせりふなどを原文
で紹介させる。

「列伝」は４ページでまとめる。最後に，
「私の敦盛評」などと題し，人物に対す
る自分の解釈や評価を述べる。

『
平
家
物
語
』の
列
伝
を
つ
く
ろ
う    

（
二
年
）

１　

は
じ
め
に

　
『
平
家
物
語
』
は
、
人
物
が
魅
力
的
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
登
場
人
物
に
焦
点
を
当

て
た
単
元
「『
平
家
物
語
』
の
列
伝
を
つ
く
ろ
う
」

を
設
定
し
ま
し
た
。
列
伝
を
つ
く
る
こ
と
で
人
物

像
を
分
析
的
に
読
み
取
り
、
さ
ら
に
自
分
の
生
き

方
に
照
ら
し
、
共
感
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
力

を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
（
※
１
）。

２　

指
導
計
画
（
全
十
二
時
間
）

　
目
標

▼
「
敦
盛
の
最
期
」
を
読
ん
で
、
登
場
人
物
に
つ

い
て
解
釈
し
た
り
、
自
分
の
考
え
に
照
ら
し
て

共
感
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
。

▼
列
伝
づ
く
り
を
通
し
て
、
自
分
が
選
ん
だ
登
場

人
物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
を
解
釈
し
、
自

分
の
考
え
に
照
ら
し
て
共
感
し
た
り
評
価
し

た
り
す
る
。
ま
た
、
古
典
作
品
の
登
場
人
物
の

生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

▼
友
達
の
作
品
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
。

那
須
与
一
、
源
義
経
、
巴と
も
え

御ご

前ぜ
ん

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

人
物
を
選
び
、
自
分
な
り
に
列
伝
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
文も
ん

覚が
く

を
選
ん
だ
生
徒
は
、

文
覚
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
二
つ
紹
介
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
評
価
を
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。

〈
私
の
文
覚
評
〉

　

文
覚
は
、
一
つ
目
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
人
が
で

き
そ
う
に
な
い
こ
と
を
や
っ
て
の
け
、
二
つ
目
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
息
絶
え
る
ま
で
修
行
を
し
て
い

る
。
文
覚
は
無
茶
苦
茶
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
自

分
の
志
を
最
後
ま
で
貫
く
僧
で
あ
る
。
私
は
何
事

も
す
ぐ
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
そ
の

不
屈
の
精
神
を
見
習
い
た
い
と
思
っ
た
。

４　

お
わ
り
に

　

本
単
元
で
は
現
代
語
訳
を
中
心
的
な
テ
キ
ス
ト

と
し
て
用
い
ま
し
た
が
、
列
伝
づ
く
り
に
原
文
を

引
用
さ
せ
る
場
を
設
け
た
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
が

自
ら
進
ん
で
原
文
を
手
に
取
り
読
も
う
と
す
る
姿

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
内
容
を
理
解
し
、
作
品
へ
の

興
味
が
あ
れ
ば
、
原
文
を
読
ん
で
み
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
起
こ
り
、
あ
る
程
度
原
文
の
意
味
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
、

生
徒
が
古
典
作
品
に
親
し
も
う
と
す
る
姿
勢
を
育

む
単
元
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

		

導
入			（
二
時
間
）『
平
家
物
語
』に
関
心
を
も
つ

　

・
Ｄ
Ｖ
Ｄ　
『
人
形
歴
史
ス
ペ
ク
タ
ク
ル 

平
家

　
　

物
語
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
）
第
五
部

　
　

を
視
聴
す
る
。

　

・『
吉
村
昭
の
平
家
物
語
』（
講
談
社
文
庫
）
を
一

　
　

人
一
冊
配
り
、
長
期
休
暇
中
に
各
自
で
読
む
。

		

第
一
次			（
一
時
間
）
学
習
の
見
通
し
を
も
つ

　

・
教
師
が
作
成
し
た
列
伝
の
見
本
（
※
２
）
を

　
　

見
て
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

		

第
二
次			（
三
時
間
）「
敦
盛
の
最
期
」
を
読
む

　

・「
敦
盛
の
最
期
」
を
読
み
、
敦
盛
に
対
す
る

　
　

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

　

・
教
師
の
見
本
を
見
て
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を

　
　

ど
う
言
葉
で
表
現
す
る
の
か
考
え
る
。

		

第
三
次			（
五
時
間
）
列
伝
を
書
く

　

・
自
分
が
選
ん
だ
人
物
に
つ
い
て
列
伝
を
書
く
。

		

第
四
次			（
一
時
間
）
友
達
の
作
品
を
読
み
合
う

　

 

・
全
員
の
作
品
を
ま
と
め
た『
平
家
物
語
列
伝
』

　
　

を
読
み
、
友
達
の
考
え
に
触
れ
る
。

　

・
あ
と
が
き
を
書
き
、
学
習
を
振
り
返
る
。

３　

指
導
の
実
際

■
「
敦
盛
の
最
期
」を
読
ん
で
、列
伝
づ
く
り

　

の
基
礎
を
学
ぼ
う
（
第
二
次
）

　

初
め
に
、
教
師
が
作
成
し
た
列
伝
の
見
本
を
見

せ
、
列
伝
に
は
、
人
物
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
と
も
に
、
書
き
手
が
「
人
物
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
」「
人
物
の
行
動
に
対
し
て
ど
う

思
っ
て
い
る
か
」
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

捉
え
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
敦
盛
の
最
期
」
を
音
読
し
、
全
員

で
内
容
を
確
認
。
敦
盛
の
人
物
像
を
捉
え
さ
せ
る

た
め
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
要
領
で
、
登
場
人
物
の
行

動
や
せ
り
ふ
、
そ
の
他
読
み
取
っ
た
情
報
を
メ
モ

さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
、
自
分
な
り
に
敦

盛
を
解
釈
し
評
価
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
再
び

列
伝
の
見
本
を
見
な
が
ら
、
文
章
構
成
や
図
な
ど

を
ど
う
活
用
す
る
か
な
ど
を
確
認
さ
せ
ま
し
た
。

■
列
伝
を
書
こ
う
（
第
三
次
）

　
『
吉
村
昭
の
平
家
物
語
』
を
読
ん
で
、
人
物
を

一
人
選
び
列
伝
を
書
か
せ
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

実
践  

２

※１　この単元で言う「列伝」とは，紀伝体による歴史編纂法の一つである列伝から発想を得て，本単元用にアレンジしたもの。

※
２
　
教
師
が
作
成
し
た
列
伝
の
見
本


