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４ 

状
況
の
中
で 

 

詩
『
挨
拶
―
原
爆
の
写
真
に
よ
せ
て
』
石
垣 

り
ん 

教
科
書
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説
『
故
郷
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魯
迅
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竹
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教
科
書
Ｐ
106

～ 

論
説
『
新
聞
の
社
説
を
比
較
し
て
読
も
う
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教
科
書
Ｐ
124
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挨
拶
―
原
爆
の
写
真
に
よ
せ
て 

 

石
垣 

り
ん 

【
学
習
の
目
標
】 

 
 

 

 

１ 

本
文
に
あ
る
次
の
名
詞
の
意
味
を
国
語
辞
書
で
調
べ
よ
う
。 

 
 

■ 

り
つ
ぜ
ん 

 

■ 

油
断 

  

２ 

こ
の
詩
に
は
、「
顔
」
と
い
う
言
葉
が
何
回
も
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
な
人
の
「
顔
」

を
表
現
し
て
い
る
の
か
、
次
の
文
の
空
欄
（ 

 

）
を
埋
め
な
が
ら
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

 

（１）  

第
一
連 

の
「
顔
」
は
、き
っ
と
被
爆
さ
れ
た
方
を
撮
っ
た
（        

）
に
写
っ
て
い
た
人
の
「
顔
」
。 

 

（２）

 
 

第
三
連
の
「
顔
」
は
、
「
友
よ
」
と
呼
び
か
け
て
は
い
る
が
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
い
る
今
現
在
の

（      

）
の
「
顔
」
。 

 

三
年 

 

組 

名
前 

三
年
生 

国
語 

学
習
プ
リ
ン
ト 

 

状
況
を
捉
え
、人
の
生
き
る
姿
や
社
会
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る 

はじめ 

 

◎
比
喩
や
象
徴
的
な
表
現
に
着
目
し
、
作
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
捉
え
る
。 

◎
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
と
、
現
代
社
会
の
状
況
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
考
え

を
深
め
る
。 
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（３）  

第
三
連
に
「
朝
の
顔
」
と
あ
る
が
、な
ぜ
、朝
な
の
か
と
い
う
と
、き
っ
と
そ
れ
は
、（            

        
 

               

）
だ
か
ら
だ
。 

 

（４）  

第
四
連
の
「
顔
」
は
第
（    

）
連
の
「
顔
」
を
指
し
て
い
る
。 

  

３ 

第
二
連
は
、
一
文
（
一
行
）
の
み
で
、
一
つ
の
連
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
次
の
四
角
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

      

４ 

第
七
連
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
（１）

（２）

に
挑
戦
し
ま
し
ょ
う
。 

 

（１） 

「
一
九
四
五
年
八
月
六
日
の
朝
」
と
は
、
何
の
日
の
こ
と
を
指
し
ま
す
か
。
こ
の
詩
に
書
か

れ
て
い
る
言
葉
を
使
っ
て
、
次
の
四
角
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

      

（２） 
 

「
油
断
し
て
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
油
断
し
て
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、な
ぜ
油
断
し
て
い
て
は
い
け
な
い
の
か
、そ
の
理
由
を
詩
の

表
現
に
求
め
た
時
、
答
え
と
な
る
表
現
を
詩
の
中
か
ら
、
「
い
る
か
ら
」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
書
き

抜
き
ま
し
ょ
う
。 

 

い
る
か
ら
。 

  

５ 

作
者
は
、
こ
の
詩
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す

か
。
現
代
社
会
の
状
況
と
詩
の
内
容
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
あ
な
た
の
考
え
を
、
ノ
ー
ト
に 

二
百
字
程
度
で
書
き
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  


