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１
　
教
材
に
つ
い
て

宮
沢
賢
治
は
、
色
・
音
・
光
、
さ
ら
に
匂
い

や
味
に
つ
い
て
も
鋭
い
感
性
を
も
っ
て
い
た
。
彼

の
も
つ
豊
か
な
想
像
力
と
あ
い
ま
っ
て
、
賢
治
独

特
の
言
葉
や
表
現
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
た

作
品
、
そ
れ
が
「
や
ま
な
し
」
で
あ
る
。

よ
く
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
は
難
し
い
、
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
声

を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
「
や
ま
な
し
」

に
は
、
難
し
い
語
句
は
特
に
は
な
い
が
、
挿
絵
を

手
が
か
り
に
し
て
、
賢
治
の
表
現
し
た
一
つ
一
つ

の
言
葉
を
味
わ
い
、
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か

に
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
け
ば
、
賢
治
の
表
し
た
か
っ

た
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

児
童
一
人
一
人
が
表
現
を
味
わ
っ
て
い
く
過
程
を

大
切
に
し
、
こ
の
「
や
ま
な
し
」
を
読
み
味
わ
わ

せ
た
い
。

こ
の
教
材
で
身
に
つ
け
た
い
力
は
、
作
品
の

情
景
を
、
挿
絵
を
手
が
か
り
に
し
、
叙
述
に
即
し

て
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
。
色
・
光
・
音
・
匂
い
な
ど
を
表
す

言
葉
や
、
擬
態
語
・
擬
音
語
な
ど
の
使
い
方
、
語

感
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
言
語
感
覚
を
磨
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

２
　
挿
絵
を
生
か
し
て
こ
ん
な
指
導
を

新
し
い
教
科
書
の
挿
絵
は
、
大
判
、
四
色
に

な
っ
た
こ
と
で
実
に
鮮
明
、か
つ
象
徴
的
で
あ
る
。

児
童
が
読
み
進
め
て
い
く
う
え
で
、
イ
メ
ー
ジ
を

広
げ
る
際
の
手
助
け
に
も
な
っ
て
い
る
。

教
科
書
を
開
く
と
、
挿
絵
が
全
面
上
部
に
あ

る
。
そ
れ
は
、
川
の
底
か
ら
見
た
天
井
の
部
分
で

あ
る
。
自
分
を
、
谷
川
の
底
に
身
を
置
く
「
か
に
」

の
視
線
に
置
き
、「
か
に
」
を
通
し
て
、「
五
月
」

「
十
二
月
」
と
読
み
進
め
ら
れ
て
い
る
。

「
か
に
を
か
い
て
も
い
い
で
す
か
。」

児
童
か
ら
、
こ
ん
な
言
葉
が
出
て
き
た
。

児
童
は
、
教
科
書
の
下
方
に
「
か
に
」
を
か
き
、

そ
こ
か
ら
、
叙
述
に
沿
っ
た
読
み
に
入
る
と
、

作
者
の
思
い
と
重
な
り
、
確
か
な
読
み
に
な
っ

て
い
く
。

「
五
月
」
の
場
面
の
挿
絵
は
、「
日
光
の
黄き

金ん

」

で
あ
り
な
が
ら
、「
魚
の
鉄
色
」「
コ
ン
パ
ス
の
よ

う
に
黒
く
と
が
っ
て
い
る
」「
魚
の
白
い
腹
が
ぎ

ら
っ
と
光
っ
て
」な
ど
の
表
現
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、

直
線
的
な
絵
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
白
い

か
ば
の
花
び
ら
が
、
天
井
を
た
く
さ
ん
す
べ
っ
て

き
ま
し
た
。」
で
、
や
や
緑
が
か
っ
た
イ
メ
ー
ジ

に
変
化
す
る
。

「
十
二
月
」
の
挿
絵
は
、
透
明
感
に
あ
ふ
れ
て

い
る
。「
ラ
ム
ネ
の
び
ん
の
月
光
」
で
あ
る
。
天

井
の
部
分
は
、「
黄
金
の
ぶ
ち
が
光
り
」「
月
光
の

に
じ
が
も
か
も
か
集
ま
」
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
五
月
」
と
「
十
二
月
」
の
対

比
は
、「
か
に
」
の
視
線
か
ら
挿
絵
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
児
童
は
、
よ

り
リ
ア
ル
に
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

挿
絵
に
あ
る
黒
い
丸
い
も
の
は
何
か
。「
や
わ

ら
か
な
丸
石
」
と
答
え
る
子
も
い
る
し
、「
や
ま

な
し
」
と
答
え
る
子
も
い
る
。
あ
る
い
は
、「
か

に
の
影
」
と
答
え
る
子
も
い
る
。
そ
れ
は
児
童
が

個
々
に
思
い
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
自
由
な

も
の
で
あ
っ
て
い
い
と
思
う
。

挿
絵
の
中
に
、
実
際
に
「
か
わ
せ
み
」
を
登

場
さ
せ
た
り
、「
や
ま
な
し
」
を
登
場
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
も
、児
童
は
喜
ん
で
や
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
挿
絵
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
大
い
に
読

解
の
手
助
け
に
な
る
。

最
後
に
は
、「
や
ま
な
し
」
の
各
場
面
の
絵
を

か
き
、
そ
れ
を
背
景
に
し
て
音
読
発
表
会
を
行
う

の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
よ
り
「
や
ま
な
し
」
の
作

品
の
世
界
に
浸
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
や
ま
な
し
」
は
、
言
葉
に
深
く
か
か
わ
り
、

描
写
を
読
み
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
楽
し
さ
を
十
分
に

味
わ
え
る
作
品
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
、
一
つ

一
つ
の
場
面
を
、
挿
絵
を
手
が
か
り
に
丁
寧
に
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、自
然
界
の
厳
し
さ
、

豊
か
さ
、
そ
し
て
生
き
も
の
に
対
す
る
宮
沢
賢
治

の
優
し
さ
を
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

と
思
う
。

こ
ん
な
指
導
を
し
て
み
た
い

│
六
年
（
下
）「
や
ま
な
し
」
の

挿
絵
を
生
か
し
て
│

新
し
い
学
習
指
導
を
考
え
る
会
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