
特 集

今、「平家物語」が熱い！
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「
平
家
物
語
」
の
魅
力
と
価
値
を
、
言
語
活
動

を
通
し
て
見
い
だ
し
、
古
典
を
学
ぶ
楽
し
さ
を
実

感
で
き
る
授
業
ア
イ
デ
ア
を
提
案
し
ま
す
。

①
音
で
創
り
上
げ
る
「
平
家
物
語
」

漢
語
を
多
く
用
い
た
和
漢
混
交
文
の
「
平
家
物

語
」
は
、
琵
琶
法
師
の
語
り
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ

ま
し
た
。
独
特
の
調
子
と
リ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に

表
現
す
る
の
か
を
グ
ル
ー
プ
で
考
え
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
台
本
を
作
成
し
ま
す
。
そ
の
際
、
教
科
書
に

あ
る
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
、
朗
読
の
参

考
に
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
群
読
は
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
に
録
音
し
て
、
練
習
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
最
後
に
、
群
読
発
表
会
を
開
き
、
相
互

評
価
を
行
い
ま
す
。

作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
群
読
す
る
こ
と
で
、

古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
協

力
し
て
取
り
組
む
こ
と
は
、
協
働
的
な
学
び
に
つ

な
が
り
ま
す
。

③
か
わ
ら
版
「
平
家
物
語
」

琵
琶
法
師
の
平
曲
に
よ
っ
て
、
広
く
民
衆
に
親

し
ま
れ
た
「
平
家
物
語
」
で
す
が
、
そ
の
当
時
、

新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
発
刊
さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う

か
。
グ
ル
ー
プ
で
協
働
し
て
作
成
し
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
。

ト
ッ
プ
記
事
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、社
説
、コ
ラ
ム
、

四
コ
マ
漫
画
、
広
告
、
源
氏
・
平
家
双
方
の
声
な

ど
、
記
事
の
内
容
を
考
え
て
配
置
し
ま
す
。
こ
の

活
動
は
、
多
面
的
、
多
角
的
な
も
の
の
見
方
を
養

う
こ
と
や
情
報
活
用
能
力
の
育
成
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

④
松
尾
芭
蕉
が
詠
む
「
平
家
物
語
」

三
年
生
で
学
習
す
る
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
関

連
さ
せ
た
授
業
に
な
り
ま
す
。「
平
泉
」
で
は
源

義
経
を
、「
小
松
」
で
は
斎
藤
実
盛
を
し
の
ぶ
な

ど
、松
尾
芭
蕉
が
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
で
、「
平

家
物
語
」
ゆ
か
り
の
地
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
を
紹

介
し
ま
す
。
簡
単
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
実
際
に
芭

蕉
が
詠
ん
だ
句
を
伝
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
扇
の
的
」
や
「
敦
盛
の
最
期
」
で
、
芭
蕉
は

ど
の
よ
う
な
句
を
作
っ
た
か
を
想
像
し
、
五
・
七
・

五
の
十
七
音
で
表
現
し
ま
す
。
創
作
し
た
句
を
読

み
合
い
、
合
評
し
ま
す
。

②
み
ん
な
で
創
る
「
デ
ジ
タ
ル
絵
巻
物
」

「
平
家
物
語
」
を
題
材
に
し
た
絵
画
は
、
鎌
倉

時
代
末
期
に
作
ら
れ
、
そ
の
後
も
一
の
谷
や
屋
島

の
戦
い
を
描
い
た
作
品
が
多
く
生
ま
れ
ま
し
た
。

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
使
っ
て
、「
デ
ジ
タ
ル
絵
巻

物
」
を
作
成
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

ウ
ェ
ブ
で
「
平
家
物
語
絵
巻
」
と
検
索
す
る
と
、

多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。「
平
家
物
語
画
帖
」

︵
教
科
書
二
年
152
ペ
ー
ジ
︶
を
参
考
に
し
、「
扇
の
的
」

の
場
面
を
描
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
筆
ペ
ン
を
使
っ

て
、
原
文
（「
与
一
、
か
ぶ
ら
を
…
…
海
へ
さ
つ

と
ぞ
散
つ
た
り
け
る
。」）
を
丁
寧
に
書
き
写
し
ま

す
。
完
成
し
た
作
品
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
カ

メ
ラ
機
能
を
使
っ
て
、
写
真
デ
ー
タ
に
し
て
お
き

ま
す
。
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
を
使
え
ば
、
写
真
デ
ー
タ

に
朗
読
な
ど
の
音
声
を
入
力
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
最
後
に
ク
ラ
ス
全
員
の
シ
ー
ト
を
つ
な
い
だ

ら
、「
デ
ジ
タ
ル
絵
巻
物
」
の
完
成
で
す
。

「
古
典
に
親
し
む
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

授
業
で
は
扱
う
作
品
の
特
徴
を
生
か
し
た
学
習
活

動
を
設
定
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。「
平
家

物
語
」
の
特
徴
と
し
て
、
人
間
の
情
動
が
生
き
生

き
と
描
か
れ
て
い
る
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め

今
回
は
、
登
場
人
物
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、

作
品
に
対
す
る
考
え
を
深
め
る
こ
と
を
目
標
に
し

あ
る
生
徒
は
、「
木
曾
の
最
期
」
を
名
場
面
に

取
り
上
げ
、「
義
仲
の
討
ち
死
に
を
知
り
、
戦
う

意
味
が
な
い
と
言
っ
て
兼
平
は
自
害
し
た
が
、
彼

の
命
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
あ
っ
た
の
か
と
考

え
て
し
ま
う
。」
と
記
述
し
て
い
ま
し
た
。

●
五
時
間
目

完
成
し
た
名
場
面
集
の
交
流
会
を
行
い
ま
し

た
。
先
述
の
生
徒
は
、
他
の
生
徒
か
ら
「
敦
盛
の

最
期
」
を
紹
介
さ
れ
、「
兼
平
も
武
士
の
生
き
様

を
は
か
な
ん
で
い
た
が
、
直
実
も
同
じ
で
あ
る
。

武
士
と
し
て
生
き
る
の
に
も
葛
藤
が
あ
る
の
だ
。」

と
振
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
は
登
場
人
物
の
言
動

を
読
み
取
り
、
自
分
な
り
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、

彼
ら
の
生
き
様
に
共
感
し
た
り
、
疑
問
を
抱
い
た

り
す
る
な
ど
、古
典
の
世
界
に
浸
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
名
場
面
集
を
作
る
活
動
を

設
定
し
、
生
徒
が
自
ら
作
品
を
読
み
込
ん
だ
り
、

登
場
人
物
に
注
目
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

●
一
時
間
目

「
平
家
物
語
」
の
概
要
を
学
ん
だ
後
、
冒
頭
部

分
の
暗
唱
と
、「
扇
の
的
」
原
文
の
音
読
を
行
い

ま
し
た
。
授
業
の
最
後
に
は
、
六
代
目
神
田
伯

山
の
講
談
「
扇
の
的
」（*YouTube

）
を
鑑
賞
し

ま
し
た
。
迫
力
あ
る
名
人
芸
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と

で
、
作
品
に
対
す
る
興
味
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

●
二
〜
四
時
間
目

「
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス

平
家
物
語
」

（
K
A
D
O
K
A
W
A
）
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
付

し
、
名
場
面
集
作
り
を
進
め
ま
す
。

な
か
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
を
駆
使
し

て
史
実
や
他
の
文
献
と
も
比
較
し
、
登
場
人
物
の

人
間
性
に
迫
ろ
う
と
す
る
生
徒
や
、
図
を
描
い
て

場
面
を
整
理
す
る
生
徒
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

＊野村萬斎「なんちゃって講談～奈須與市語」×神田伯山「扇の的」 https://youtu.be/YOBGjQDzpeoロイロノートは、株式会社 LoiLo の商標です。
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