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言 葉 の 森

『
平
家
物
語
』
の
「
那な

須す
の

与よ

一い
ち

」
の
表
現

は
印
象
的
だ
。「（
扇
は
）
し
ば
し
は
虚こ

空く
う

に

ひ
ら
め
き
け
る
が
、
春
風
に
一ひ
と

も
み
二ふ
た

も
み

も
ま
れ
て
、
海
へ
さ
つ
と
ぞ
散
つ
た
り
け
る
。

夕
日
の
か
か
や
い
た
る
に
、
み
な
紅
ぐ
れ
な
ゐの
扇
の

日
出い

だ
し
た
る
が
、
白
波
の
上
に
漂
ひ
、
浮

き
ぬ
し
づ
み
ぬ
揺
ら
れ
け
れ
ば
、
沖
に
は
平

家
、
ふ
な
ば
た
を
た
た
い
て
感
じ
た
り
」

―
―
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
言
葉
に
ス
ロ
ー
モ
ー

シ
ョ
ン
の
よ
う
な
映
像
。
日
を
描
い
た
真
っ

赤
な
扇
は
夕
暮
の
空
の
色
を
背
景
に
ひ
ら
ひ

ら
と
春
風
に
も
ま
れ
て
落
ち
、
白
波
に
漂
う
。

舟
へ
は
八
〇
メ
ー
ト
ル
近
い
（「
七
段
ば

か
り
は
あ
る
ら
む
」）。
目
標
は
波
で
動
く
。

与
一
も
元
々
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

み
ん
な
の
前
で
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
負
け
ず
、

そ
の
扇
の
真
ん
中
を
見
事
に
射
ぬ
い
た
。
こ

の
後
、
感
に
堪
え
ず
舞
を
舞
う
武
者
の
首
ま

で
射
る
。
鎧よ
ろ
いで
も
首
は
急
所
。
強
い
殺
意
だ
。

実
は
、
こ
の
前
に
美
人
の
乗
っ
た
舟
が
出

て
き
た
と
こ
ろ
で
、「
あ
れ
は
い
か
に
」
と

い
ぶ
か
し
が
る
義
経
に
「
大た
い

将し
や
う

軍ぐ
ん

、
矢
お
も

て
に
す
す
ん
で
傾け
い

城せ
い

を
御
覧
ぜ
ば
、
手
た
れ

に
ね
ら
う
て
射
お
と
せ
と
の
は
か
り
事こ

と

と
お

ぼ
え
候
（
大
将
軍
が
前
に
出
て
美
人
を
御
覧

に
な
っ
た
ら
、
上
手
に
狙
っ
て
射
落
と
せ
と

い
う
作
戦
と
思
い
ま
す
）」
と
部
下
が
忠
告

す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
名

手
な
ら
一
応
射
程
内
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。

そ
の
点
壇
ノ
浦
の
合
戦
で
の
「
阿あ

佐さ

里り
の

与よ

一い
ち

」
と
い
う
別
の
与
一
さ
ん
は
も
っ
と
す
ご

い
。
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
先
ま
で
射
て

（「
四し

町ち
や
う

余よ

を
つ
ッ
と
射
わ
た
し
て
」）、「
大お
ほ

舟ぶ
ね

の
舳へ

に
た
ッ
た
る
」
武
将
を
射
倒
す
話
が

あ
る
（「
遠と
ほ

矢や

」）。
ち
な
み
に
現
在
の
弓
道

で
は
近
的
場
が
二
八
メ
ー
ト
ル
、
遠
的
場

が
六
〇
メ
ー
ト
ル
だ
。
も
っ
と
も
、
扇
が

四
五
〇
メ
ー
ト
ル
先
な
ら
も
う
描
写
な
ど
で

き
な
い
。

さ
て
、
映
像
だ
け
で
な
く
音
に
も
注
意
し

た
い
。
弓
矢
で
定
型
的
に
使
わ
れ
る
表
現

の
「
よ
つ
ぴ
い
て
ひ
や
う
ど
放
つ
」（「
～
と
」

が
前
の
音
の
影
響
で
濁
音
に
な
っ
て
い
る
）

の
「
ひ
や
う
」。
擬
音
語
的
だ
。
こ
の
時
代

の
「
ひ
」
は
今
と
は
違
い
「
フ
ィ
」
の
よ
う

な
音
と
さ
れ
て
い
る
。「
ひ
や
う
」
は
「
フ

ィ
ァ
ウ
」
と
い
う
感
じ
が
近
い
だ
ろ
う
か
。

い
か
に
も
矢
が
飛
ん
で
い
く
感
じ
だ
。
扇
に

当
た
る
と
こ
ろ
は
「
ひ
い
ふ
つ
と
ぞ
射
切
つ

た
る
」。「
フ
ィ
ー
、
フ
ッ
」
と
い
う
感
じ
だ
。

な
お
、
後
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
が
ロ
ー

マ
字
で
記
し
た
天
草
版
の
平
家
物
語
の
該
当

部
分
で
は「
フ
ィ
ッ
プ
ッ
と
」と
な
っ
て
い
る
。

続
い
て
、
武
者
を
射
る
描
写
に
は
「
ひ
や
う

ふ
つ
と
射
」る
と
あ
る
。「
フ
ィ
ァ
ウ
、フ
ッ
」

と
い
う
感
じ
だ
ろ
う
か
。
動
詞
も
含
め
て
微

妙
な
違
い
が
お
も
し
ろ
い
。
な
お
、
天
草
版

で
は
こ
こ
は
「
フ
ィ
ァ
ウ
ツ
ッ
と
」
だ
。

放
つ
瞬
間
の
風
を
切
る
音
、
か
ぶ
ら
矢
の

大
き
な
音
、
命
中
音
、
ど
よ
め
き
…
…
。
音

の
世
界
も
実
に
豊
か
だ
。
盛
者
必
衰
の
主
題

や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
き
方
な
ど
も
読
ま
せ

る
が
、
平
家
物
語
の
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
表
現

の
世
界
も
楽
し
く
味
わ
い
た
い
。

フ
ィ
ー
、フ
ッ
と
ぞ
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今
、「
平
家
物
語
」が
熱
い
！

広
が
る
！  

平
家
物
語

「
平
家
物
語
」製
作
委
員
会
に
聞
い
た
！
こ
こ
が
見
ど
こ
ろ
‼
「
平
家
物
語
」

実
践
ア
イ
デ
ア

登
場
人
物
に
焦
点
を
当
て
て
名
場
面
集
を
作
る
◦
碓
氷
愛
実

学
習
者
と
と
も
に
創
造
す
る
古
典
の
授
業
◦
植
田
恭
子

つ
な
が
る
古
典
！

小
学
校・中
学
校・高
等
学
校
で
学
習
す
る
主
な
古
典
教
材
◦
監
修
／
東
野
泰
子

リ
エ
コ
の
国
語
道
場
3

古
典
を
、も
っ
と
自
由
に
、も
っ
と
楽
し
く
！
◦
作
・
画
／
あ
べ
か
よ
こ

監
修
／
甲
斐
利
恵
子

全
力
！
コ
ー
ジ
ー
の
な
る
ほ
ど
書
写
授
業
3

学
習
意
欲
を
高
め
る
に
は
◦
作
／
藤
井
浩
治

画
／
ホ
リ
グ
チ
イ
ツ

02041216

﹃
平
家
物
語
﹄
の
原
文
は
﹃
国
語
２
﹄︵
光
村
図
書
︶

と
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
小
学
館
︶
に

よ
る
︒﹃
天
草
版
平
家
物
語
﹄
は
﹃
天
草
版
平
家

物
語
対
照
本
文
及
び
総
索
引
﹄︵
江
口
正
弘
明
治

書
院
︶
に
よ
る
︒
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メ
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セ
ー
ジ

の
そ
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外
側
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古
ふ る

川
か わ

日
ひ

出
で

男
お

そ
の
外
側
を
つ
ね
に
つ
ね
に
「
い
る
の
で
す

よ
、
そ
の
人
た
ち
が
」
と
意
識
さ
せ
る
の
が
、

（
わ
た
し
た
ち
の
操
る
日
本
語
の
、
そ
の
）

古
語
の
世
界
な
の
だ
、
と
言
い
直
せ
る
。

さ
て
『
平
家
物
語
』
だ
。

じ
つ
は
『
平
家
物
語
』
に
は
諸
本
が
あ
る
。

巻
数
も
文
体
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
題
名
ま
で
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

も
の
も
あ
る
。た
と
え
ば
全
四
十
八
巻
の『
源

平
盛
衰
記
』だ
。題
名
が
変
わ
り
、し
か
も「
平

家
」
な
ら
ぬ
「
源
氏
と
平
氏
」
が
そ
こ
に

フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
さ
れ
た
異
本
も
ま
た
、
し
っ

か
り
と
『
平
家
物
語
』
の
一
本
に
カ
ウ
ン
ト

さ
れ
て
い
る
事
実
は
お
も
し
ろ
い
。

し
か
し
内
容
的
に
「
お
も
し
ろ
い
」
の
は
、

十
四
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
「
覚か

く

一い
ち

本ぼ
ん

」
と

い
う
テ
キ
ス
ト
で
、
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
、

盲
目
の
琵び

琶わ

法
師
た
ち
の
そ
の
当
時
の
語
り

を
文
字
化
し
た
も
の
だ
っ
た
。
順
番
か
ら
言

う
と
、
テ
キ
ス
ト
（
本
）
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
琵
琶
法
師
た
ち
が
演
奏
し
た—

—

琵
琶

を
弾
い
て
語
っ
た—

—

と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
の
逆
で
あ
る
。
ま
ず
、『
平
家
物
語
』
を

演
奏
す
る
芸
能
者
た
ち
が
い
て
、
次
い
で
そ

の
語
り
を
テ
キ
ス
ト
（
＝
覚
一
本
）
に
落
と

し
込
ん
だ
と
い
う
流
れ
だ
。

わ
た
し
は
『
平
家
物
語
』
の
現
代
語
訳
を

二
〇
一
六
年
に
発
表
し
た
。
と
こ
ろ
で
現
代

語
訳
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
翻
訳
の
一
種
な
の
だ
と
言
え
る

し
、
実
際
に
わ
た
し
も
「
自
分
は
翻
訳
を
し

た
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
、
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
翻
訳
と
は
い
っ
た

い
何
な
の
か
？

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
を
機
械

翻
訳
に
か
け
る
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
わ
か

る
。

〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
ぞ
〉

と
、

〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
よ
〉

な
の
だ
。

わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
、
拙
訳
の

『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
に
、
琵
琶
を
持
た

せ
た
。

し
か
も
語
り
手
た
ち
を
複
数
に
し
た
。

わ
た
し
は
、「『
平
家
物
語
』
が
演
奏
さ
れ

る
交
響
楽
的
な
ス
テ
ー
ジ
」
を
こ
そ
、
自
分

の
翻
訳
の
最
終
の
着
地
点
だ
と
見
据
え
た
の

だ
っ
た
。
こ
れ
を
、
ど
う
に
か
現
出
さ
せ
ら

れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

に
ミ
カ
ン
が
あ
る
よ
〉
と
言
う
の
は
ど
ち
ら

側
か
、
ほ
と
ん
ど
瞬
時
に
想
定
す
る
。
十
二

歳
の
女
の
子
が
、
二
十
七
歳
の
教
諭
に
向

か
っ
て
〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
ぞ
〉
と
は

決
し
て
言
わ
な
い
だ
ろ
う
、
と
、
そ
ん
な
ふ

う
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。

同
じ
日
本
語
の
文
章
が
、
意
味
的
に
は

'T
here is a m

andarin orange there.' 

か
そ
れ
に
類
す
る
内
容
し
か
孕は
ら

ん
で
い
な
い

の
に
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る

「
外
側
に
い
る『
話
し
手
』と『
聞
き
手
』」
を
、

ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
っ
て
も
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
の
だ
。

こ
の
、
外
側
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
浮

上
さ
せ
る
と
い
う
営
為
こ
そ
が
、じ
つ
は（
機

械
に
は
で
き
な
い
）
真
の
翻
訳
な
の
だ
、
と

わ
た
し
は
言
い
た
い
。

さ
ら
に
言
い
た
い
の
だ
が
、
古
典
の
文
章

は
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
る
ほ

ど
、そ
こ
に
主
語
が
明
示
さ
れ
な
い
で
も「
誰

が
主
体
と
な
っ
て
行
為
し
て
い
て
、
誰
が
そ

の
行
為
を
及
ぼ
さ
れ
る
の
か
」
を
伝
え
る
。

た
と
え
ば
複
雑
な
敬
語
シ
ス
テ
ム
が
や
っ
て

い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
。
つ
ま
り
、
機
械
翻

訳
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
み
を
抽
出
す
る
の
に
、

わ
た
し
の
現
代
語
訳
も
、
や
は
り
覚
一
本

を
底
本
に
選
ん
で
い
る
。

こ
れ
を
ど
う
「
翻
訳
」
す
る
か
？

わ
た
し
は
、
や
は
り
、
機
械
的
に
現
代
語

化
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
外
側
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
覚
一
本
に
は
本
来
、
紙
に

書
か
れ
て
い
る
そ
の
文
字
に
先
立
っ
て
、
こ

れ
を
歌
っ
た
り
語
っ
た
り
し
て
い
る
者
た
ち

が
い
た
。
そ
し
て
常
時
、
琵
琶
と
い
う
楽
器

が
と
も
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ぞ
真
の
「
語
り
手
」
で
あ
る
。

で
は
、「
聞
き
手
」
は
？

—
—

真
の
「
聞

き
手
」
は
い
た
の
か
？

も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
。

そ
の
琵
琶
法
師
の
聴
衆
た
ち
、
だ
。

覚
一
本
は
全
十
二
巻
＋
別
立
て
の
一
巻
、

す
な
わ
ち
計
十
三
巻
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
、

こ
の
物
語
を
現
代
語
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
意
味
内
容
を
忠
実
に
「
い
ま
」
に
甦

よ
み
が
え

ら
せ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
と
判
断
し
た
。

そ
れ
で
は
翻
訳—

—

真
の
翻
訳—

—

に
は
な

ら
な
い
、と
決
断
し
た
。大
切
な
の
は
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
だ
。
そ
れ
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
、

真
に
迫
る
よ
う
に
出
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

だ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
翻
訳
サ
イ
ト
等
で

試
せ
ば
、
上
記
の
二
つ
の
文
章
を
、
た
と

え
ば
英
語
に
訳
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ

タ
リ
ア
語
に
訳
し
て
も
、
解
答
は
一
種
類

に
な
る
と
思
う
。
英
語
で
あ
れ
ば 'T

here 
is a m

andarin orange there.' 

が
模
範

解
答
に
な
る
。
あ
る
い
は oranges 

と
複

数
形
に
な
っ
て
、'T

here are ...' 

と
な
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
機
械
翻
訳
が
情
報
と
し
て
こ
だ
わ
る
の

は
、
そ
れ
が
一
個
の
ミ
カ
ン
か
、
二
個
以
上

の
ミ
カ
ン
な
の
か
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と

は
日
本
人
の
私
た
ち
は
気
に
し
て
い
な
い
の

に
（
そ
う
し
た
場
合
は
多
い
）、
し
か
し
な

が
ら
英
語
側
は
相
当
に
気
に
す
る
、
と
い
う

こ
と
は
起
き
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
英
語
の
場
合
、
情

報
と
し
て
の
優
先
度
が
高
い
か
ら
だ
。

だ
が
、
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
ほ
し
い
。

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
二
つ
の
文
章—

—

〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
ぞ
〉
と
〈
そ
こ
に

ミ
カ
ン
が
あ
る
よ
〉
が
併
置
さ
れ
た
際
に
、

た
と
え
ば
話
し
手
と
聞
き
手
が
そ
こ
に
い
る

と
の
設
定
を
す
っ
と
感
じ
取
っ
て
、
そ
れ
が

年
長
者
と
年
少
者
の
ペ
ア
だ
っ
た
ら
〈
そ
こ

作
家

古
川
日
出
男

撮影：朝岡英輔
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特集

今、「平家物語」が熱い！

  

今
、

「
平
家
物
語
」

     
が
熱
い！

特
集

二
〇
二
二
年
は
、「
平
家
物
語
」に
関
連
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
発
表
さ
れ
、話
題
に

な
り
ま
し
た
。

今
号
の
特
集
で
は
、ア
ニ
メ
や
ド
ラ
マ
な
ど
、

古
典
に
新
風
を
吹
き
込
む
珠
玉
の
作
品
を

取
り
上
げ
、国
語
の
授
業
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
提
案
し
ま
す
。

　

Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
「
平
家
物
語
」
は
、
古
川
日
出
男

氏
に
よ
る
現
代
語
訳
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の

語
り
は
、
平
安
末
期
に
確
か
に
生
き
た
人
々
を
、

現
代
の
我
々
に
地
続
き
の
存
在
と
し
て
強
く
結
び

付
け
る
と
と
も
に
、
数あ
ま

多た

あ
る
他
の
古
典
と
の
違

い
―
―
各
々
の
時
代
の
琵
琶
法
師
た
ち
が
聴
衆
に

向
け
て
奏
で
、
語
り
部
の
個
性
と
と
も
に
引
き
継

が
れ
た
口
承
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
し
た
。

　

今
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
そ
の
現
代
語
訳
か
ら

受
け
取
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

た
軍
記
・
史
劇
の
マ
ス
タ
ー
ピ
ー
ス
で
も
な
く
、

滅
び
の
文
学
で
も
な
く
、
私
た
ち
が
こ
の
後
も
語

り
継
い
で
い
く
べ
き
祈
り
の
物
語
で
し
た
。

今
、「
平
家
物
語
」を

ア
ニ
メ
化
し
た
理
由

に
年
号
や
場
所
な
ど
を
説
明
す
る
テ
ロ
ッ
プ
は
一

切
入
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
ぶ
ん
、
当
時
そ
こ

に
生
き
た
人
々
の
感
情
に
想お
も

い
を
巡
ら
せ
て
、
こ

の
時
代
の
日
々
を
感
じ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

ア
ニ
メ
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
、

琵
琶
法
師
の
少
女
・「
び
わ
」
を
主
人
公
に
据
え

ま
し
た
。
び
わ
は
未
来
が
見
え
る
不
思
議
な
目
を

も
っ
て
い
て
、「
平
家
は
い
ず
れ
滅
び
る
」
と
い

う
未
来
を
知
り
な
が
ら
、
平
家
の
人
々
と
共
に
過

ご
し
、
そ
の
運
命
を
見
守
っ
て
い
き
ま
す
。
あ

る
意
味
、「
平
家
物
語
」
の
結
末
を
知
る
私
た
ち
、

現
代
の
視
聴
者
と
も
近
い
立
ち
位
置
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
で
す
。
歴
史
に
詳
し
く
な
く
て
も
、
び
わ
と

一
緒
に
平
家
の
人
々
を
見
守
る
よ
う
に
ご
覧
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

原
典
や
関
連
コ
ン
テ
ン
ツ
と

異
な
る
点

　

軍
記
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
「
平
家
物
語
」
で

す
が
、「
叙
事
詩
で
は
な
く
、
抒じ
ょ

情じ
ょ
う

詩
と
し
て
描

き
た
い
」
と
い
う
監
督
の
思
い
も
あ
り
、
人
間
関

係
の
変
化
も
年
月
の
移
ろ
い
も
、
細
や
か
な
感
情

や
描
写
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
ま

す
。
い
っ
ぽ
う
で
合
戦
な
ど
の
動
的
な
シ
ー
ン
は

緊
迫
感
の
あ
る
「
琵
琶
歌
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
作
中

ア
ニ
メ「
平
家
物
語
」の
魅
力

「
平
家
物
語
」
の
猛た
け

々だ
け

し
い
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
、
は
か
な
さ
や
切
な
さ
を
た
た
え
た
本
作
。

平
家
の
視
点
で
「
諸
行
無
常
」
の
物
語
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
川
日
出
男
さ
ん
の

訳
と
い
っ
し
ょ
に
、
生
徒
に
勧
め
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

活
用
の

ポ
イ
ン
ト

広
が
る
！ 

 

平
家
物
語

Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
「
平
家
物
語
」Blu-ray box

　
好
評
発
売
中

「
平
家
物
語
」 

テレビ
アニメ

「
平
家
物
語
」製
作
委
員
会
に
聞い
た
！

 

こ
こ
が
見
ど
こ
ろ
　
「
平
家
物
語
」
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今、「平家物語」が熱い！
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現
在
放
送
中
の
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌

倉
殿
の
13
人
」
で
は
、
平
家
が
滅
び
る
平
安

時
代
末
期
か
ら
、
源
氏
が
政
権
を
握
る
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
の
世
界
が
描
き
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
主
人
公
は
北
条
義
時
（
演
・
小お

栗ぐ
り

旬し
ゅ
ん

写
真
上
）。
源
氏
の
棟と
う

梁り
ょ
う

・
源
頼
朝
（
演
・

大お
お

泉い
ず
み

洋よ
う

）
を
支
え
た
人
物
で
す
。

脚
本
の
三み

谷た
に

幸こ
う

喜き

さ
ん
が
「
こ
れ
が
原

作
の
つ
も
り
」
と
話
す
の
は
「
吾あ

妻づ
ま

鏡か
が
み

」。

一
一
八
〇（
治
承
四
）年
か
ら
一
二
六
六（
文

永
三
）
年
ま
で
の
、
鎌
倉
幕
府
に
関
係
す
る

出
来
事
が
記
さ
れ
た
歴
史
書
で
す
。
架
空
の

語
り
手
が
、
鎌
倉
で
見
聞
き
し
た
出
来
事
を

日
記
に
つ
づ
っ
た
と
い
う
体
裁
で
編へ
ん

纂さ
ん

さ
れ

て
い
る
点
が
特
徴
的
。「
平
家
物
語
」
と
重

な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
源
氏
側
の
視
点

か
ら
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
同
じ
出
来
事
を

取
り
上
げ
て
い
て
も
、
違
い
が
多
く
あ
り
ま

す
。教

科
書
で
も
お
な
じ
み
の
「
扇
の
的
」「
弓

流
し
」
に
登
場
す
る
源
義
経
（
演
・
菅す

田だ

将ま
さ

暉き

写
真
下
）
は
す
で
に
退
場
し
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
平
家
を
滅
ぼ
し
、
鎌
倉
幕
府
を

開
い
た
源
氏
の
未
来
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

る
の
か
、「
平
家
物
語
」
で
は
語
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
今
後
の
展
開
に
注
目
で
す
。

「
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク

ス
」
は
、
古
典
を
初
め
て
読
む
人

に
向
け
ら
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
す
。

主
要
な
部
分
の
原
文
と
現
代
語
訳

の
他
、
解
説
や
図
版
、
コ
ラ
ム
、

あ
ら
す
じ
を
織
り
交
ぜ
た
手
厚
い

構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
典
に

関
心
を
も
ち
始
め
る
中
学
生
に
も

ぴ
っ
た
り
で
す
。

中
学
校
・
高
校
で
学
習
す
る
古
典
の
解
説
・

朗
読
が
、
番
組
名
の
と
お
り
、
十
分
間
の
動
画

に
ま
と
め
ら
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
す
。「
平
家
物

語
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
竹
取
物
語
」
や
「
お
く

の
ほ
そ
道
」
と
い
っ
た
他
の
作
品
の
解
説
も
、

い
つ
で
も
ウ
ェ
ブ
上
で
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

三
谷
幸
喜
さ
ん
の
緩
急
に
富
ん
だ
脚
本
と
、
豪
華
俳
優
陣
に
よ
る
演
技
合
戦
が
注
目

を
集
め
る
今
作
。
家
族
と
見
て
い
る
生
徒
も
多
い
は
ず
で
す
。「
平
家
物
語
」
と
同

時
代
の
話
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
関
心
が
高
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

活
用
の

ポ
イ
ン
ト

授
業
後
に
、
教
科
書
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
場
面
ま
で

読
み
広
げ
た
り
、
作
品
全
体
の
大
筋
を
つ
か
ん
だ
り
す
る

こ
と
で
、
よ
り
深
い
理
解
に
つ
な
げ
ら
れ
ま
す
。

活
用
の

ポ
イ
ン
ト

そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
授
業
で

視
聴
す
る
こ
と
で
、
作
品

の
背
景
を
つ
か
み
、
イ

メ
ー
ジ
を
も
っ
て
学
習
に

入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

活
用
の

ポ
イ
ン
ト

10
ボックス
古
文・漢
文

ウェブ
サイト

min.

（
N
H
K
f
o
r  

S
c
h
o
o
l
）

「
平
家
物
語    

　
　
　
」

文　庫

ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス

日
本
の
古
典

（
編
：
角
川
書
店

K
A
D
O
K
A
W
A
／
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

実
践
は
こ
ち
ら

番組公式ホームページURL
https://www.nhk.or.jp/school/
kokugo/10min_kobun/

大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」

作
：
三
谷
幸
喜
／
主
演
：
小
栗
旬

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
ほ
か

毎
週
日
曜

午
後
八
時
～

※
配
信
サ
ー
ビ
ス
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ラ
ス
」
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
、

お
よ
び
一
週
間
の
見
逃
し
視
聴
が
可
能

「
鎌
倉
殿
の
13
人
」（N
H
K
）

大河
ドラマ



特 集

今、「平家物語」が熱い！

0809

「
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。

埼
玉
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
教
諭

碓う
す

氷い

愛え

実み

前
大
阪
市
立
昭
和
中
学
校
教
諭

植う
え

田だ

恭き
ょ
う

子こ

パソコンで名場面集を作成する様子

「敦盛の最期」の場面を整理した図

登
場
人
物
に
焦
点
を
当
て
て

名
場
面
集
を
作
る

学
習
者
と
と
も
に
創
造
す
る

古
典
の
授
業

+

講
談「
扇
の
的
」・「
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
」

+

群
読
・
絵
巻
物
・
新
聞
・「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
の
関
連

実 践
❶

実 践
❷

教科書教科書



特 集

今、「平家物語」が熱い！

1011

つ
な
が
る
古
典
！

小
学
校・中
学
校・高
等
学
校
で
学
習
す
る
主
な
古
典
教
材

小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
の
十
二
年
間
で
学
習
す
る
主
な
古
典
教
材
を
一
覧
に
し
ま
し
た
。

小
学
校
で
は
、
言
葉
の
美
し
さ
や
リ
ズ
ム
を
体
感
で
き
る
音
読
を
中
心
と
し
た
教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
学
校
で
は
、
文
語
の
決
ま
り
や
歴
史
的
仮
名
遣

い
の
基
礎
を
学
び
な
が
ら
、
古
典
に
親
し
み
ま
す
。
高
等
学
校
で
は
、
小
・
中
で
の
学
び
を
基
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
作
品
に
触
れ
、
古
典
を
味
わ
い
ま
す
。

物
語 説

話

歴
史・

軍
記
物
語

日
記

随
筆

紀
行

和
歌

奈良時代平安時代鎌倉時代室町時代江戸時代

小（
音
読
）
中
高

小（
音
読
）
中
高

小（
音
読
）
中
高

小（
音
読
）
中
高

小（
音
読
）
中
高

小（
音
読
）
中
高

小（
音
読
）
中
高

中（
資
料
）
高

小
中（
音
読
）
高

中高

中（
資
料
）
高

中（
資
料
）
高

中（
資
料
）
高

中（
資
料
）
高

高 高

高

高 高 高

菅原孝標女
は「源氏物
語」を夢中
になって読
んでいた。

芥川龍之介は、「今
昔物語集」「宇治拾
遺物語」を題材に
した小説を書いた。

松尾芭蕉は、「おくの
ほそ道」の旅で「平
泉」を訪れ、「平家物
語」の中でその活躍
が描かれる源義経の
最期に思いをはせた。
また、木曾義仲を敬
愛し、義仲の墓があ
る「義仲寺」に自分
の墓を建てることを
望んだ。

「平家物語」の
地震の描写は、
「方丈記」に基
づいている。

「徒然草」には、
「平家物語」の
作者といわれ
ている信濃前
司行長に関す
る記述が見ら
れる。

兼好法師は「枕草子」をお手本として読んでいた。

「土佐日記」は「古
今和歌集」の撰者
であった紀貫之に
よって書かれた。

「新古今和歌集」には、
「古今和歌集」や「源
氏物語」の歌を本歌
とする歌が見られる。

「伊勢物語」には、
「古今和歌集」に
収録されている歌
が出てくる。

「枕草子」「和泉式部日記」
「源氏物語」「紫式部日記」
は、一条天皇の後宮で生
み出された。

紫式部は「源氏物語」
の中で「竹取物語」を
「物語の出で来はじめ
の祖

おや

」と評している。

祗
園
精
舎

扇
の
的

敦
盛
の
最
期

木
曾
の
最
期

宇
治
川
の
先
陣

「紫式部日記」に
は、清少納言に対
する辛辣な人物評
が書かれている。

現存する
最古の歌集

本の表紙は全て「ビギナーズ・クラシックス　日本の古典」
シリーズ（ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川ソフィア文庫）

【
監
修
】
東ひ

が
し

野の

泰や
す

子こ

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師



　甲斐利恵子 かいりえこ
福岡県生まれ。軽井沢風越学園教諭。専門は国語科単元学習。
光村図書中学校『国語』教科書の編集委員。 作・画／あべかよこ　監修／甲斐利恵子

リエコの国語道場

ぜ
ん
っ
ぜ
ん

盛
り
上
が
ら
な
い

ん
で
す
！

1213

ハ
ア
ハ
ア

お
か
し
い
な

国
語
道
場
っ
て

こ
ん
な

所
だ
っ
け
？

古
典
の
楽
し
さ
を

生
徒
に
伝
え
た
い
！

そ
う
ね

ま
ず
は
…

こ
れ
に
限
る
わ
！

音
読
を
繰
り
返
す
う
ち
に

古
典
の
言
葉
が

染
み
込
ん
で

言
葉
の
切
れ
目
が

わ
か
る
よ
う
に
な
る
の

そ
う
す
る
と

な
ん
と
な
く
だ
け
ど

自
然
と
意
味
が

わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
よ

こ
れ
で
他
の

古
典
作
品
も

ど
ん
と
来
い
よ
！

春
／
は
／
あ
け
ぼ
／
の
。

や
／
う
／
や
う
／
白
く
…

春
／
は
／
あ
け
ぼ
の
。

や
う
や
う
／
白
く
…

え
え
！？

い
ま
さ
ら

で
す
か
！？

そ
ん
な

古
典
的
な
！

古
典

だ
け
に
？

音
読
・
暗
唱
！

そ
ん
な
気
持
ち
で

授
業
に

臨
ん
で
い
ま
す

で
も
な
ぜ
か

生
徒
が
…

ふ
～
ん

へ
え
ー

よ
う
こ
そ

国
語
道
場
へ
～

悩
め
る
先
生

こ
ち
ら
に
お
座
り

な
さ
れ
～

リ
エ
コ
先
生

私
、
古
典
の
授
業
で

悩
ん
で
し
ま
っ
て
…

私
は

い
つ
も
が
ん
ば
っ
て

教
材
研
究
を

し
て
い
ま
す

古
典
は
特
に

し
っ
か
り
調
べ
た
り

読
み
込
ん
だ
り
し
て
…

国
語
教
師

奈
津
先
生

ほ
う
ほ
う

ど
ん
な
お
悩
み

か
し
ら
？

い
つ
の
間
に

脱
い
だ
ん
で
す
？

か
か

か
ぐ
や
姫
！？

は
い
！

失
礼
い
た
し
ま
す
！

ぴ
か
ー
ん
！

わ
あ
！！

3
もっと自由に、
もっと楽しく！

古典を、
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「古典は難しい」という思いにとらわれてしまうと、どうしても「わかる」ことを重要視してしまいます。
「一緒に楽しむ」ことを大事にして、「わかる」のその先へ行きましょう！

こ
こ
ま
で
来
た
ら

い
よ
い
よ
こ
れ
！

大
丈
夫
！

楽
し
そ
う
！

で
も
具
体
的
に

ど
う
す
れ
ば
？

「
平
家
物
語
」は

登
場
人
物
の

個
性
が
際
立
っ
て

い
る
か
ら

好
き
な

人
物
に
つ
い
て

発
表
し
た
り

竹
か
ら
生
ま
れ
た

か
ぐ
や
姫
の

「
竹
取
物
語
」

孔
子
と

弟
子
た
ち
と
の

問
答
集

「
論
語
」

芭
蕉
の
紀
行
文

「
お
く
の
ほ
そ
道
」

長
く

読
み
継
が
れ
て
き
た

古
典
は
当
然

お
も
し
ろ
い
！

人
間
の
真
実
が

描
か
れ
た
奥
深
さ
も

楽
し
め
る
の

リ
エ
コ
先
生

私
、
が
ん
ば
っ
て

み
ま
す
！

違
う

違
う
～
！

「
親
し
ん
で
」

み
ま
し
ょ
！

い
ざ
！

「
わ
か
る
」の

そ
の
先
へ
…

う
わ
飛
ん
で
る

飛
ん
で
る
ー
！

わ
あ
！

内
容
に
つ
い
て

語
り
合
っ
た
り

す
る
の
も
い
い
わ
ね

な
ん
だ
か

今
の
小
説
を

読
ん
で
い
る

と
き
み
た
い
！

人
間
っ
て

今
も
昔
も

変
わ
ら
な
い

ん
だ
ね

そ
ー
な
の
よ

古
典
だ
っ
て

読
み
こ
な
せ
れ
ば

現
代
文
と
同
じ

特
別
視
し
な
く
て

い
い
の
よ

例
え
ば
…

そ
う
か
…
…
！

古
典
っ
て

こ
ん
な
に
自
由
に

楽
し
ん
で

い
い
ん
で
す
ね
！

国
語
道
場

今
日
の
ひ
と
こ
と

も
っ
と
自
由
に

も
っ
と
楽
し
く
！

楽
し
さ
が

古
典
の
学
び
を

起
動
さ
せ
る
！

そ
う
よ
！

そ
し
て
古
典
に

親
し
む
こ
と
が

伝
統
文
化
を

継
承
す
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
く

お
ま
け
に

国
語
科
の

力
も
つ
く

古
典
は

す
ば
ら
し
い

教
材
な
の
よ

確
か
に
！！

親
し
む



Vol.3 学習意欲を高めるには

作／藤井浩治　画／ホリグチイツ

自
分
で
気
づ
か
せ
る
べ
し

意
欲
ア
ッ
プ

の
極
意

そ
の
２

1617

香
川
県
の

と
あ
る
中
学
校

み
ん
な

真
剣
や
な

全
然
書
い
て

な
い
け
ど

ど
し
た
ん
？

自
分
の
字
に

自
信
が
な
く
て
…
…

な
ん
と
か
助
け
て

あ
げ
た
い
け
ど
…
…

ど
う
し
た
ら

え
え
ん
や
ろ

そ
う
な
ん
や

初
め
て
筆
を
持
っ
た
と
き
は

み
ん
な
良
い
顔
を

し
て
い
る
の
に
、

教
科
書
の
よ
う
に
書
け
な
く
て

徐
々
に
苦
手
意
識
を

も
っ
て
し
ま
う
ん
で
す

ん
？

子
ど
も
た
ち
を

書
写
好
き
に
！

  

そ
れ
が
僕
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

　
　
　
　
　

で
す
！

教
科
書
と
比
べ
て
、
つ
い
多
く
を
指
摘
し
て
し
ま
い
が
ち
。

学
ば
せ
た
い
要
素
に
絞
り
、

で
き
て
い
る
と
こ
ろ
を
短
い
言
葉
で
具
体
的
に
褒
め
よ
う
。

教
え
込
む
の
で
は
な
く
、

自
分
で
気
づ
か
せ
る
と
学
習
意
欲
が
高
ま
る
。

❶
教
科
書
に
書
き
込
む

教
科
書
と
自
分
の
文
字
を
見
比
べ
て
、
気
づ
い

た
こ
と
を
教
科
書
に
書
き
込
ま
せ
よ
う
︒

そ
の
後
、
練
習
を
重
ね
、

書
き
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て

で
き
た
か
ど
う
か
を
振
り
返
ら
せ
よ
う
︒

※
半
紙
は
片
付
け
る
の
で
、
教
科
書
に
書
き
込

ま
せ
る
と
よ
い
︒

❷
友
達
と
話
し
合
う

友
達
と
話
し
合
わ
せ
、
気
づ
き
を
増
や
そ
う
︒

次
の
画
を
意
識
し
て

終
筆
を「
は
ね
」て
い
る

う
ま
い
！

書
写
の
時
間
に

初
め
て
褒
め
て

も
ろ
た
！

目
標
に
沿
っ
て
褒
め
る
べ
し

意
欲
ア
ッ
プ

  

の
極
意

そ
の
１

   ポイント           
で
き
る
だ
け
多
く
の

生
徒
に
声
が
け
し
よ
う
。

   ポイント           
教
科
書
そ
っ
く
り
に
書
く
こ
と
が

目
標
で
は
な
い
！

   ポイント           
机
間
指
導
の
際
、

教
師
が
で
き
て
い
る
子
を

他
の
生
徒
に

聞
こ
え
る
声
で
褒
め
て
、

で
き
て
い
な
い
点
に

気
づ
か
せ
よ
う
。

（
ア
ナ
ウ
ン
ス
効
果
の
活
用
）

︻
目
標
︼

点
画
の
変
化
を
理
解
し
て
、

行
書
で
書
こ
う
︒

例

書
写
の
時
間
に

初
め
て
褒
め
て

友
達
と
話
し
合
わ
せ
、
気
づ
き
を
増
や
そ
う
︒



藤井浩治 ふじいこうじ
元広島県尾道市立御調西小学校校長。2008年度まで広島県尾道市立土堂小学校に勤務。陰山英男校長在籍の3年間、
教務主任として土堂改革に取り組み、数々の成果を上げる。光村図書 小学校・中学校『書写』教科書編集委員を務める。

名
前
を
重
点
的
に
練
習
す
べ
し

意
欲
ア
ッ
プ

の
極
意

そ
の
４

❶「
た
め
し
書
き
」
を
さ
せ
る

教
科
書
を
見
せ
ず
に

「
た
め
し
書
き
」
を
さ
せ
よ
う
︒

日
常
の
自
分
の
文
字
が
表
出
さ
れ
る
︒

❷
教
科
書
と
見
比
べ
る

整
え
て
書
く
た
め
の

原
理
・
原
則
を
確
認
し
、

自
分
の
課
題
を
発
見
さ
せ
よ
う
︒

❸「
ま
と
め
書
き
」
を
さ
せ
る

授
業
の
終
わ
り
に
「
ま
と
め
書
き
」
を
し
て
、

「
た
め
し
書
き
」
と
比
べ
さ
せ
よ
う
︒

目
標
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
、

自
分
の
成
長
を
実
感
さ
せ
よ
う
︒

学
年
の
ま
と
め
の
活
動
で
は
、

「
た
め
し
書
き
」
を
し
て

自
分
の
文
字
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
よ
う
。

名
前
を
堂
々
と
書
け
る
と
見
栄
え
が
増
す
。

重
点
的
に
練
習
さ
せ
よ
う
。

名
前
を
書
く
こ
と
が
苦
手
な
生
徒
が
多
い
︒

手
本
作
成
ソ
フ
ト

「
お
手
本
く
ん
」
︵
学
習
指
導
書
付
属
D
V
D
︶
を
活
用
し
、

名
前
手
本
を
作
成
す
る
と
よ
い
︒

教
科
書
教
材
と
同
様
の
文
字
で

簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
︒

こ
ん
な
に

う
ま
く
な
っ
た
！時

間
に
余
裕
の
あ
る

先
生
は
ぜ
ひ
や
っ
て

み
て
ほ
し
い
で
す
！

「
た
め
し
書
き
」を
活
用
す
べ
し

意
欲
ア
ッ
プ

  

の
極
意

そ
の
３

▲

た
め
し
書
き

▲

学習指導書付属 DVD

▲

ま
と
め
書
き

︵
12
ペ
ー
ジ
︶

▲

毛
筆
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

︵
１
ペ
ー
ジ
︶

1819

う
ま
く
な
っ
た
！

︶
を
活
用
し
、

DVD

基
礎
・
基
本
を
反
復
し
よ
う

自
分
た
ち
で

気
づ
い
た
り

話
し
合
っ
た
り

し
て
や
る
気
が

増
し
た
み
た
い

や
な
あ
！

子
ど
も
た
ち
を

「
書
写
好
き
」に
…
…

熱
い
思
い
で

コ
ー
ジ
ー
は

次
の
学
校
へ
…
…

一
時
間
で

自
分
の
文
字
が
変
わ
っ
た
！

そ
の
自
信
が
学
習
意
欲
に

つ
な
が
る
の
で
す
！

漢
字
は
基
本
点
画
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
て
い
る
︒

学
習
に
入
る
前
に
、
基
本
と
な
る
点
画
を
復
習
し
よ
う
︒

授
業
の
初
め
に

五
分
間
で

な
ぞ
ら
せ
る
と

よ
い
で
す
よ
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一般財団法人「言語教育振興財団」では、令和５年度も小・中・高等学校、大学、教育
研究団体等を対象として、今日の情報化・国際化・多様化の進展を踏まえ、言語教育
（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために、理論と実践の分野について優
れた研究開発を行う団体または個人に対して助成を行います。

令和5年度「言語教育振興財団」研究助成金
一般公募のお知らせ

助成内容 ❶言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
❷言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
❸教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月（原則 1 年間）

応募資格 言語教育（国語、英語、日本語、道徳等）に関して研究開発を行う小・中・高等学校・
大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む）、上記に準ずると見なされ
る団体及び個人

助成件数及び金額
助成件数は 60 件程度
助成金額は 1 件につき原則として、
学校・団体 20 万～ 35 万円、個人 15 万～ 25 万円

助成金使途の制限
助成金の使途は、研究に直接関係するものに限ります。インフラ整備のための
機器・物品購入は対象となりません。研修出張費は、交付額の 30％を限度とし、
研究に関係ない研修出張費は助成の対象とはなりません。

応募方法・
締め切り

・研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書等の参考書類を添え
て、別に定める「助成金交付申請書」を、令和 4 年 12 月 20 日（火）必着で、
当財団事務局に郵送してください。

・「助成金交付申請書」を希望される方は、返信用切手（120 円）を同封のうえ、
当財団事務局までお申し込みいただくか、財団ウェブサイトから申請書をダウ
ンロードのうえ送付してください。

決定・発表・交付 令和 5 年 2 月に当財団「選考会」にて選考を行い、選考結果は 3 月末までに文
書にて通知します。ただし、選考結果の内容は公表しません。交付は、4 月末
までに指定された金融機関に振り込みます。

問い合わせ先 一般財団法人言語教育振興財団 事務局
〒 141-0021 東京都品川区上大崎 2-19-9
TEL＆FAX 03-3493-7340
E-mai l :gengo-k@star.ocn .ne . jp

※詳細につきましては、財団のウェブサイト（https://gengo-k.jp/）をご覧ください。

日
々
の
雑
感
、
考
察
、
失
敗
談
か
ら
、
亡
く
な
ら
れ
た
あ
の
方
へ
の
追
悼
文
ま
で
…
…

さ
ま
ざ
ま
な
書
き
手
た
ち
が
、

「
エ
ッ
セ
イ
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
書
き
記
し
た
二
〇
二
一
年
の
記
録
。

こ
の
年
に
新
聞
・
雑
誌
等
の
媒
体
に
発
表
さ
れ
た
中
か
ら
選
り
す
ぐ
っ
た
、

珠
玉
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
表
現
者
た
ち
は
、
い
っ
た
い
何
を
見
つ
め
、
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
本
を
読
む
と
二
〇
二
一
年
の
空
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

苦
し
い
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
喜
び
や
ユ
ー
モ
ア
が
、
洗
練
さ
れ
た
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

日
本
語
の
美
し
さ
も
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い
。
　
　
　
　
　   

―
―
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