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評
論
を
読
み
、

自
分
の
考
え
を
も
つ

筆
者
が
　
　
教
室
に
や
っ
て
き
た
！

0405

撮
影
：
鈴
木
俊
介

二
年
生
（
三
十
名
）

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

宗そ

我が

部べ

義よ
し

則の
り

先
生

芸
術
学
者
・
批
評
家

布ふ

施せ

英ひ
で

利と

さ
ん

※１　「中学校国語教育相談室 No.69」（2012 年 9 月発行）で，「評
論の文章をどう教えるか」と題し，宗我部先生の授業を紹介した。
小社ウェブサイトの「光村コミュニティ」（会員専用）で閲覧が可能。

　
以
前
、
小
誌
で
、
宗
我
部
義
則
先
生
の

「
君
は『
最
後
の
晩
餐
』を
知
っ
て
い
る
か
」

（
二
年
）
を
使
っ
た
授
業
の
模
様
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。（
※
１
）

　
修
復
前
と
修
復
後
の
「
最
後
の
晩
餐
」

を
比
較
し
た
り
、
裏
切
り
者
の
ユ
ダ
は
誰

か
を
話
し
合
っ
た
り
、
生
徒
た
ち
は
評
論

の
対
象
と
な
る
絵
画
を
読
み
解
き
な
が
ら
、

筆
者
の
考
え
を
読
み
取
り
、
さ
ら
に
「
筆

者
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う
思
う

か
」
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。
授
業
は

た
い
へ
ん
盛
り
上
が
り
、
読
者
の
先
生
方

か
ら
も
大
き
な
反
響
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
今
回
の
特
集
で
は
な
ん
と
、

筆
者
で
あ
る
布
施
英
利
さ
ん
が
、
宗
我
部

先
生
の
評
論
の
授
業
を
参
観
す
る
こ
と
に
。

筆
者
と
の
交
流
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
く

の
で
し
ょ
う
か
。

「君は『最後の晩餐』を知っているか」の筆者・布施英利さんと，生徒たち。

特集
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授
業
は
全
七
時
間
。
布
施
さ
ん
を
お
迎
え
す
る

の
は
第
六
時
で
す
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
、
第
一
時

か
ら
第
五
時
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
行
わ
れ
た
か
、

簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
第
一
時
で
は
、
宗
我
部
先
生
が
生
徒
た

ち
に
「
評
論
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
辞
書
で
調

べ
さ
せ
、「
何
が
で
き
れ
ば
、
評
論
を
『
読
め
た
』

と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
投
げ
か
け
ま
し
た
。
生

徒
た
ち
か
ら
は
、「
筆
者
が
述
べ
て
い
る
新
し
い

見
方
や
考
え
方
を
読
み
取
る
こ
と
」「
筆
者
が
述

て
、
次
の
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え

に
共
感
で
き
る
の
か
、
疑
問
に
感
じ
る
こ
と
は
あ

る
か
な
ど
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

論
点
❶　
「
最
後
の
晩
餐
」は「
絵
画
の
科
学
が

生
み
出
し
た
新
し
い
絵
」
と
い
う
布
施
さ
ん

の
考
え
。

論
点
❷　
「
か
っ
こ
い
い
。」
と
は
、
ど
ん
な

点
が
か
っ
こ
い
い
の
か
。
共
感
で
き
る
か
。

論
点
❸　
「
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
は
二
十

一
世
紀
の
私
た
ち
が
初
め
て
見
た
」
と
い
う

布
施
さ
ん
の
考
え
。

　

話
し
合
っ
た
こ
と
を
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
ま
と

め
て
い
き
、
発
表
の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
い
よ
い
よ
第
六
時
で
す
。

べ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、『
ふ
ー
ん
』
で
な
く

『
へ
ぇ
』
と
思
え
る
こ
と
」「
筆
者
の
考
え
に
対
し

て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
」
と
い
う
意

見
が
出
さ
れ
、
こ
の
三
つ
を
、
単
元
の
学
習
目
標

に
設
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
は
、「
最
後
の

晩
餐
」
の
修
復
前
と
修
復
後
の
画
像
を
見
せ
、「
ど

ち
ら
が
修
復
後
だ
ろ
う
」
と
生
徒
た
ち
に
質
問
。

教
室
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
教
材
文
へ
の
関
心

が
一
気
に
高
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
第
二
時
で
は
全
文
を
通
読
。
第
三
時

で
は
、「
最
後
の
晩
餐
」
の
絵
に
線
を
書
き
込
ん

で
遠
近
法
を
確
認
し
た
り
す
る
中
で
、
絵
の
魅
力

を
実
感
さ
せ
、
さ
ら
に
筆
者
が
「
最
後
の
晩
餐
」

を
ど
う
評
し
て
い
る
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
抜
き

出
し
て
考
え
さ
せ
ま
し
た
。

　

第
四
・
五
時
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
受
け

筆
者
が
登
場
！

　
「
わ
っ
、
布
施
さ
ん
だ
！
」「
教
科
書
に
載
っ
て

い
る
写
真
と
髪
型
が
違
う
（
笑
）」。
筆
者
の
布
施

英
利
さ
ん
が
教
室
に
入
る
や
い
な
や
、
生
徒
た
ち

が
ど
よ
め
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
宗
我
部
先
生
が
あ
ら
た
め
て
ご
紹
介
。

「
布
施
英
利
さ
ん
は
、
美
術
に
関
す
る
評
論
家
と

し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
解
剖
学
の
観

点
か
ら
美
術
作
品
を
見
て
い
く
と
い
う
分
野
で
は
、

日
本
で
第
一
人
者
だ
そ
う
で
す
よ
。
今
日
は
、
絵

の
見
方
な
ど
も
教
え
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
で
す

ね
」。

　

先
生
が
そ
う
言
う
と
、
布
施
さ
ん
が
「
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
」
と
一
礼
し
、生
徒
た
ち
も
「
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！
」
と
元
気
よ
く
挨
拶
。

布
施
さ
ん
は
、
黒
板
の
前
に
用
意
さ
れ
た
椅
子
に

座
り
、
教
室
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら
、
授
業
を
参

観
し
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
先
生
は
、
今
日
の
授
業
の
目
標
を
確

認
し
ま
し
た
。「
こ
れ
ま
で
、
三
つ
の
論
点
に
つ

い
て
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
、
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
ま
と
め
た
意
見
を
発
表
し
て
も
ら
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
と
グ
ル
ー
プ
の

交
流
も
で
き
ま
す
し
、
今
日
は
な
ん
と
筆
者
の
方

と
の
交
流
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
交
流
を
通
し

て
、
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
け
た
ら
い
い
で
す

ね
」。

　

黒
板
に
は
、
各
グ
ル
ー
プ
が
前
時
ま
で
に
話
し

合
っ
た
内
容
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
ま
と
め
ら

れ
、
ず
ら
っ
と
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
そ
れ
で
は
、
論
点
❶
に
つ
い
て
発
表
し
た
い

と
言
っ
て
い
た
Ｈ
班
、口
火
を
切
っ
て
く
だ
さ
い
」。

発表の準備をする生徒たち。

「どんどん交流して，自分の考えを
深めていきましょう」と宗我部先生。

生徒たちに挨拶をする布施さん。

グループごとに発表する内容をホワイトボードにまとめた。

単
元
名				

評
論
を
読
む

使
用
教
材

「
君
は『
最
後
の
晩
餐
』を
知
っ
て
い
る
か
」

（
二
年
）

		

授
業
リ
ポ
ー
ト

 （
第
六
時
）

▶学習目標の設定
何ができれば評論が読めたことになるか
グループで話し合い，学習目標を設定。

▶教材文への導入
「最後の晩餐」の二つの画像を見て，ど
ちらが修復後のものか話し合う。

▶「修復」について知る
絵画の修復について，教師の説明を聞く。

▶教材文を読む
全文通読をする。

▶筆者の「最後の晩餐」に対する評価を読─
　み取る
・「最後の晩餐」とは，どのような絵なの
か，絵に書き込みをしたり，裏切り者の
ユダは誰かについて話し合ったりする中
で，絵の魅力を考える。
・筆者は「最後の晩餐」をどう評している
か考える。「ズバリ述べている表現」を
抜き出し，グループで話し合う。

▶自分の考えをまとめる
三つの論点について，グループで話し合
い，自分の考えをまとめる。

▶発表の準備をする
話し合った内容をグループごとにホワイ
トボードにまとめ，発表の準備をする。

▶発表会
グループごとに発表をする。筆者から直
接話を聞き，筆者が評論文に込めた思い
や考えを知る。

▶まとめ，学習の振り返り
自分の考えや，評論を読むこつをまとめる。

第１時

第3時

第 4・5時

第6時

第7時

第 2時

■学習指導計画（全７時間）

第１〜５時の授業の模様は，小社ウェブサイトで詳しくご紹介しています。
「光村図書ウェブサイト＞みつむらweb magazine ＞授業リポート」からご覧ください。
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論
点●❶

論
点●❷

　

Ｈ
班
は
、「
論
点
❶
『
最
後
の
晩
餐
』
は
『
絵

画
の
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
絵
』
と
い
う
布

施
さ
ん
の
考
え
」
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
っ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
発
表
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

Ｈ
班　

布
施
さ
ん
は
、
解
剖
学
・
遠
近
法
・
明
暗

法
な
ど
の
絵
画
の
科
学
を
駆
使
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
が
今
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
絵
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は「
科
学
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
部
分
は
納
得
で
き
た
ん
で
す
け
ど
、「
新

し
い
絵
」
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
く
て
。
本

当
に
そ
う
な
の
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
科
学
が
駆
使
さ
れ
た
絵
だ
と

い
う
こ
と
に
は
納
得
で
き
た
け
ど
、「
新
し
い
絵
」

　

そ
れ
に
対
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
絵
画
の
科
学

を
駆
使
し
て
「
最
後
の
晩
餐
」
を
描
い
た
。
そ
れ

は
、
当
時
と
し
て
は
、
そ
う
と
う
新
し
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
僕
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン

チ
の
フ
ァ
ン
な
の
で
あ
え
て
言
い
ま
す
け
れ
ど

（
笑
）、
こ
の
五
百
年
前
の
絵
は
、
今
の
私
た
ち
が

見
て
も
新
し
い
と
感
じ
る
部
分
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
永
遠
に
「
新
し
い
絵
」

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
こ
れ
は
僕
の
主
観
で
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

布
施
さ
ん
の
説
明
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
生
徒

た
ち
。「
新
し
い
絵
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」

と
発
表
し
た
Ｈ
班
の
生
徒
た
ち
も
、
深
く
う
な
ず

い
て
い
ま
し
た
。　

か
ど
う
か
は
、
他
を
知
ら
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
他
の
グ
ル
ー
プ
、
論
点
❶

に
つ
い
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
先
日
の
授
業
で
は
、

共
感
で
き
る
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
多
か
っ
た
け
れ

ど
。
共
感
で
き
る
と
い
う
人
、
手
を
挙
げ
て
く
だ

さ
い
。

生
徒　
（
ほ
ぼ
全
員
が
挙
手
）

先
生　

じ
ゃ
あ
、論
点
❶
に
つ
い
て
、他
の
グ
ル
ー

プ
は
納
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
な
。

で
は
、
Ｈ
班
が
疑
問
に
思
っ
た
「
新
し
い
絵
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
布
施
さ
ん
に
お

き
き
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

布
施　

は
い
（
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
）。
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時

代
の
人
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
に
は
、

「
再
生
」
や
「
新
た
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す

る
画
家
が
レ
オ
ナ
ル
ド
な
ん
で
す
ね
。
今
、「
新

し
い
絵
な
の
か
疑
問
だ
」
と
い
う
意
見
が
出
ま
し

た
け
ど
、
確
か
に
そ
う
で
す
よ
ね
。
レ
オ
ナ
ル
ド

は
、
五
百
年
前
の
画
家
で
す
か
ら
、
今
の
皆
さ
ん

か
ら
見
た
ら
、
新
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
も
、
時
代
を
遡
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
に
描

か
れ
た
絵
画
を
見
て
み
る
と
、
子
ど
も
が
描
い
た

よ
う
な
絵
ば
か
り
な
ん
で
す
。
信
仰
心
が
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
心
が
打
た
れ
る
絵
で
は
あ
る

の
で
す
が
。

「『新しい絵』なのかどうかは
わからない」と発表するＨ班。

E 班は「『かっこいい』というより
『きれい』だと思った」と発表。

「永遠に『新しい絵』なんじゃないかと，僕は思う」と布施さん。

　

次
に
、「
論
点
❷
『
か
っ
こ
い
い
。』
と
は
、
ど

ん
な
点
が
か
っ
こ
い
い
の
か
。
共
感
で
き
る
か
」

に
つ
い
て
発
表
し
て
い
き
ま
す
。
前
時
で
、
こ
の

論
点
は
「
共
感
で
き
る
・
で
き
な
い
」
で
、
生
徒

た
ち
の
意
見
が
大
き
く
割
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
あ
、

ど
の
よ
う
な
発
言
が
飛
び
出
す
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

Ｂ
班　

私
た
ち
は
「
か
っ
こ
い
い
」
に
共
感
で
き

る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ

て
、
す
ご
く
微
妙
で
す
（
笑
）。
科
学
的
な
技
法

が
い
っ
ぱ
い
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
確
か
に

「
か
っ
こ
い
い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
絵

が
完
璧
す
ぎ
て「
か
っ
こ
い
い
」と
い
う
よ
り
、「
怖

い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。

先
生　

ど
う
し
て
「
怖
い
」
と
思
う
ん
だ
ろ
う
。

Ｂ
班　

計
算
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
れ

か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
足
元
の
部
分
が
不
自
然
に
塗

り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
て
変
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。

先
生　

こ
の
部
分
だ
ね
（
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出

さ
れ
た
「
最
後
の
晩
餐
」
の
該
当
部
分
を
指
し
て
）。

で
は
、
他
の
班
も
ひ
と
と
お
り
発
表
し
て
い
っ
て

も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

Ｅ
班　

僕
た
ち
も
、
科
学
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
確
か
に
「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
修
復
後
は
、
色
が
淡
く
て
「
か
っ
こ
い
い
」

と
い
う
よ
り
「
き
れ
い
」
だ
な
と
思
い
ま
す
。

先
生　
「
か
っ
こ
い
い
」
よ
り
も
、
他
に
合
う
言

葉
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
見
ね
。
Ｇ
班

は
ど
う
？

Ｇ
班　
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
表
面

的
で
軽
い
感
じ
が
し
て
、
私
た
ち
は
も
っ
と
、
す

ご
み
の
あ
る
言
葉
の
ほ
う
が
適
切
だ
と
思
い
ま
す
。

生
徒　
（
一
同
笑
い
）

Ｇ
班　

例
え
ば
、「
美
し
い
」「
す
ば
ら
し
い
」「
圧

巻
だ
」「
圧
倒
す
る
」
と
か
、
そ
う
い
う
言
葉
の

ほ
う
が
、
こ
の
絵
に
は
合
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。

「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
か
り
や
す

い
け
ど
、
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
生　

布
施
さ
ん
が
ち
ょ
っ
と
苦
笑
い
を
さ
れ
て

い
ま
す
ね
（
笑
）。「
か
っ
こ
い
い
」
で
は
な
く
、

も
っ
と
重
々
し
い
言
葉
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
意
見
か
。
そ
う
い
う
感
覚
、
と
て
も
大
事
だ

よ
。
他
の
班
は
ど
う
？

Ｆ
班　

私
た
ち
は
、「
か
っ
こ
い
い
」
に
共
感
で

き
る
と
い
う
意
見
で
す
。
で
も
、
布
施
さ
ん
み
た

い
に
絵
を
パ
ッ
と
見
た
と
き
に
は
思
わ
な
く
て
、

布
施
さ
ん
の
文
章
を
読
み
、
こ
の
絵
が
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
よ
う
や
く

「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
え
ま
し
た
。

Ｃ
班　

う
ち
の
班
は
、
ち
ょ
っ
と
共
感
で
き
な
い

と
い
う
意
見
で
す
。
私
た
ち
は
全
員
、
こ
の
絵
を

見
た
と
き
に
、「
か
っ
こ
い
い
」
じ
ゃ
な
く
て
「
す

ご
い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
布
施
さ
ん
は
「
す
ご

い
」
っ
て
思
っ
た
の
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う

言
葉
で
表
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
本
当
に
「
か
っ

こ
い
い
」と
思
っ
た
の
か
、そ
こ
が
わ
か
ら
な
く
て
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
そ
れ
は
、
後
で
布
施
さ
ん
に

お
き
き
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
だ
ね
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

布
施
さ
ん
の
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
表
現
に

つ
い
て
、「
も
っ
と
適
切
な
言
葉
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
」「
本
当
に
『
か
っ
こ
い
い
』
と
思
っ
た

の
だ
ろ
う
か
」
と
、
生
徒
た
ち
の
議
論
が
ど
ん
ど

ん
白
熱
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
論

点
❸
に
移
り
ま
す
。

「
最
後
の
晩
餐
」は

「
新
し
い
絵
」か
？

「
か
っ
こ
い
い
」
に

共
感
で
き
る
か
？
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僕
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
問
い
か
け
を
し
た
ん
で
す
。
布
施

　

最
後
に
「
論
点
❸ 
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
は
、

二
十
一
世
紀
の
私
た
ち
が
初
め
て
見
た
」
と
い
う

布
施
さ
ん
の
考
え
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
て
い
き

ま
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

Ａ
班　

う
ち
の
班
で
は
意
見
が
割
れ
ま
し
た
。
布

施
さ
ん
の
考
え
に
賛
成
の
人
も
い
る
け
ど
、
絵
が

描
か
れ
た
当
時
の
ほ
う
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
表
現

し
た
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
意
見
も
あ
っ
て
。

Ｄ
班　

私
た
ち
は
、
布
施
さ
ん
に
共
感
で
き
な
い

と
い
う
意
見
で
す
。
絵
が
描
か
れ
た
当
時
は
、
色

が
濃
く
て
、
細
か
い
描
き
込
み
も
見
る
こ
と
が
で

き
て
、
そ
れ
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
表
現
し
た
か
っ

た
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

Ｃ
班　

う
ち
の
班
は
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
と

い
う
意
見
で
す
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
「
芸
術
に
完
成

は
な
い
」
っ
て
言
っ
て
い
ま
す
よ
ね
（
※
２
）。
だ

か
ら
、
描
か
れ
た
当
時
の
絵
も
完
成
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
修
復
後
の
「
最

後
の
晩
餐
」
も
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

ど
ち
ら
が
本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
な
の
か
は
、

わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

布
施
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
表
を
受
け
て
、

生
徒
た
ち
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

布
施　

皆
さ
ん
の
意
見
が
、
心
に
グ
サ
グ
サ
き
ま

し
た
（
笑
）。
ま
ず
「
か
っ
こ
い
い
」
に
つ
い
て

話
し
ま
す
ね
。

　

僕
が
、
実
際
に
ミ
ラ
ノ
へ
行
っ
て
「
最
後
の
晩

餐
」
の
前
に
立
っ
た
と
き
、
自
然
と
「
か
っ
こ
い

い
」
と
い
う
言
葉
が
自
分
の
中
か
ら
出
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
ま
ず
事
実
と
し
て
あ
り
ま
す
。
で

も
、
大
事
な
の
は
、
僕
が
本
当
に
「
か
っ
こ
い
い
」

と
思
っ
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
を
文

章
に
す
る
と
き
に
使
う
か
ど
う
か
な
ん
で
す
。
普

通
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
に
対

し
て
「
か
っ
こ
い
い
」
な
ん
て
、
失
礼
だ
し
使
い

ま
せ
ん
。
で
も
、
僕
は
あ
え
て
使
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
問
題
提
起
な
ん
で
す
。

実
際
に
今
日
、
皆
さ
ん
が
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
を
し

で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

生
徒
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
た
意
見
を
受
け

て
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、「『
最
後
の
晩
餐
』
は
、
ど
ん
な
に
手

が
加
え
ら
れ
て
も
一
つ
し
か
な
い
」、「
ど
の
時
代

の
絵
も
、
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
だ
と
思
う
。

布
施
さ
ん
の
言
う
『
芸
術
は
永
遠
な
の
だ
』
は
、

き
っ
と
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
と
思
う
」、「
修
復

に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
人
の
思
い
が

乗
せ
ら
れ
て
、『
最
後
の
晩
餐
』
は
完
成
に
近
づ

い
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
」
…
…
な
ど
の
意
見

が
次
々
と
出
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

先
生
は
、「
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
と
は
何

な
の
か
、
布
施
さ
ん
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
て
み

た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
な
の
で
、

授
業
の
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
と
告
げ
ま

し
た
。　

先
生　

本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
っ
て
、
い
っ
た

い
何
な
ん
だ
ろ
う
。

Ｇ
班　

前
の
時
間
に
、
修
復
前
と
修
復
後
の
「
最

後
の
晩
餐
」
を
見
比
べ
た
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
も

本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
だ
と
言
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
後
も
修
復
が

行
わ
れ
て
よ
り
よ
い
絵
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
は
こ
れ
だ
、
っ
て
言
い

切
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思

い
ま
す
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
修
復
作
業
の
意
味
も
含
ん
で

い
る
よ
う
な
意
見
だ
ね
。
本
当
の
「
最
後
の
晩

餐
」
っ
て
、
何
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
、
グ
ル
ー
プ

て
く
れ
ま
し
た
。
う
ま
い
こ
と
い
っ
た
な
と
思
っ

て
い
ま
す
（
笑
）。

　

ト
ル
ス
ト
イ
と
い
う
小
説
家
が
こ
ん
な
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
。「
優
れ
た
文
学
は
、
答
え
を
与

え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
。
問
い
か
け
を
与
え
て

く
れ
る
の
だ
」
と
。
評
論
も
同
じ
で
、
答
え
を
押

し
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
僕
は

「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
問
い

か
け
を
し
た
ん
で
す
。
そ
こ
に
答
え
は
あ
り
ま
せ

ん
。
答
え
は
、
皆
さ
ん
が
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
二
つ
目
。
こ
れ
ま
で
授
業
の
中
で
「
最

後
の
晩
餐
」
を
何
度
も
見
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、

本
当
に「
よ
く
見
て
」い
る
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ

と
ク
イ
ズ
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

生
徒　
（
一
同
ど
よ
め
く
）

布
施　
「
最
後
の
晩
餐
」
の
絵
を
見
な
い
で
答
え

て
く
だ
さ
い
。
キ
リ
ス
ト
は
何
色
の
服
を
着
て
い

た
で
し
ょ
う
か
。
服
は
二
色
で
、
下
に
着
て
い
る

服
と
上
に
布
を
か
ぶ
せ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、

下
に
着
て
い
る
服
の
色
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
（
布
施
さ
ん
が
、「
赤
色
・
青
色
…
…
」
と
言
い
、

生
徒
は
自
分
が
答
え
だ
と
思
う
色
で
挙
手
）

他のグループの意見を聞く生徒たち。

「本当の『最後の晩餐』って，いったい何だろう」と，
生徒たちに問いかける。

布
施
さ
ん
か
ら

※２　これまでの授業で，レオナルド・ダ・ヴィンチが言ったとされる「芸術に決して完成ということはない。
途中で見切りをつけたものがあるだけだ」という言葉を調べてきた生徒がおり，その言葉を指している。

論
点●❸

本
当
の「
最
後
の

晩
餐
」と
は
？
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　宗我部先生が司書の先生にお願いして，図書館に「君は『最後の
晩餐』を知っているか」の特設コーナーを作ってもらいました。置
かれていた書籍は次のとおりです。

・『レオナルド・ダ・ヴィンチ──復活「最後の晩餐」』（小学館）
・『よみがえる最後の晩餐』（ＮＨＫ出版）
・『最後の晩餐の真実』（太田出版）
・『キリスト教名画の楽しみ方──最後の晩餐』（日本基督教団出版局）
・『ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はなぜ傑作か？—聖書の物語と美術─』（小学館）
・『図説─レオナルド・ダ・ヴィンチ──万能の天才を尋ねて─』（河出書房新社）
・『レオナルド・ダ・ヴィンチ──時代を超えた天才』（ＢＬ出版）
・『国際関係がよくわかる宗教の本①ヨーロッパとキリスト教』（岩崎書店）
・『世界名画の謎─作家編』（ゆまに書房）
・『君はレオナルド・ダ・ヴィンチを知っているか』（筑摩書房）

初，描かれた当時の絵が，本当の「最後
の晩餐」だと思っていたけれど，布施さ

んのお話を聞いたり，話し合いをしたりする中で，
どの時代の「最後の晩餐」も，本当の「最後
の晩餐」であると思えました。

め，筆者がいらっしゃるので「答えを知り
たい」と思っていました。でも，布施さん

から「答えは自分自身で考えてください」と言
われ，答えは自分で考
えるもので，答えを「こ
れだ」と限定して考え
るのはよくないのだと思
いました。 施さんの言った「優れた文学は，答

えを与えるのでなく，問いかけを与え
るのだ」という言葉が心に残りました。これ
から，自分が文章を書くときに思い出したい
です。

の単元を学習する前，「最後の晩餐」
について，特に何かを感じたことはな

かったけれど，今はこの絵を「かっこいい」
と感じます。違う絵を見ているような気持ち
です。絵に対する気持ちが，どんどん変化
していきました。

は「かっこいい」より，
もっと重い言葉のほうが

いいと思っていた。でも，布
施さんが「『かっこいい』を
使って問いかけをした」とおっ
しゃっていて，私たちは，布
施さんのねらい通り，話し合いをしていたん
だなと思いました（笑）。
　これまで，評論は「自分の意見を述べる
もの」と思っていましたが，今回の授業を受
けて，「自分の意見を読者が理解できるよう
に伝え，自分の考えをもってもらうための文
章」なのではないかと考えるようになりました。

し合いの中で，「『かっこいい』という言
葉でないほうがいい」という意見が出て，

私も確かにそうだと思いました。でも，布施さん
が，あえて「かっこいい」という言葉を使ったと
いうことを知り，そういう布施さんが「かっこいい」
と思いました。

こ

最

初

話

私

布
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で
あ
る
と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
に
つ
い
て
、
細
部
の
描
き

込
み
が
す
ご
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に

対
し
て
違
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
。「
細
部
で

な
く
、
全
体
の
構
成
が
す
ご
い
の
だ
」
と
。

　

人
と
違
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
、
読
者
は
気
に

な
っ
て
引
っ
か
か
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
、
い

い
意
味
で
「
脳
に
傷
を
つ
け
る
」
み
た
い
な
こ
と

が
、
文
学
や
芸
術
の
役
割
だ
と
思
う
の
で
、
僕
は

布
施　

答
え
は
赤
色
で
す
。
赤
色
以
外
に
手
を
挙

げ
て
い
た
人
も
い
ま
す
ね
。
何
度
も
絵
を
見
て
き

た
は
ず
で
す
が
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
見
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。自
分
の
目
で「
よ

く
見
る
」
こ
と
。
実
は
こ
れ
が
、
美
術
に
つ
い
て

評
論
す
る
と
き
に
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
さ
っ
き
、
キ
リ
ス
ト
の
足
元
が

不
自
然
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
、
っ
て
言
っ
た

人
が
い
ま
し
た
ね
。
誰
で
し
た
っ
け
？

生
徒　

は
い
、
私
で
す
。
な
ん
か
変
だ
な
あ
と
。

布
施　

そ
れ
は
、
た
い
へ
ん
鋭
い
視
点
で
す
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
部
分
は
レ
オ
ナ
ル
ド
が
描
い
て

い
な
い
ん
で
す
ね
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
が
尊
重
さ

れ
て
い
な
い
時
代
に
、
こ
こ
に
穴
を
開
け
て
、
扉

を
つ
く
っ
た
ん
で
す
（
下
写
真
参
照
）。
そ
の
後
、

ま
た
穴
を
埋
め
て
色
を
塗
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
う

な
っ
て
い
る
ん
で
す
。だ
か
ら
、「
な
ん
か
変
だ
な
」

と
思
っ
た
の
は
、
鋭
い
で
す
よ
。

　

美
術
の
評
論
に
大
事
な
こ
と
は
、「
よ
く
見
る
」

こ
と
と
、
そ
う
や
っ
て
「
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て

い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
三
つ
目
。
僕
は
、
細
部
が
剥
げ
落
ち
た

修
復
後
の
絵
こ
そ
が
、
本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」

あ
え
て
、
読
者
が
引
っ
か
か
り
を
感
じ
る
よ
う
に

書
い
た
ん
で
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

生
徒
た
ち
は
、
布
施
さ
ん
の
言
葉
を
聞
き
漏
ら

す
ま
い
と
、真
剣
な
表
情
で
鉛
筆
を
走
ら
せ
、ノ
ー

ト
に
書
き
留
め
て
い
き
ま
す
。

　
「
布
施
さ
ん
の
お
話
、
そ
し
て
自
分
が
気
づ
い

た
こ
と
を
、
忘
れ
な
い
よ
う
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
だ
ま
だ
お
話
を
お
聞
き
し
た

い
け
ど
、
時
間
が
き
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
こ

れ
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。
布
施
さ
ん
、
今
日
は
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
宗
我
部
先

生
が
言
い
、
大
き
な
拍
手
で
授
業
は
締
め
く
く
ら

れ
ま
し
た
。

■ 図書館には特設コーナー

大
事
な
の
は
、
自
分
の
目
で
「
よ
く
見
る
」
こ
と
。

布
施

不自然に塗りつぶされている部分を指し，
「ここに扉があったんです」と説明する布施さん。

生
徒
た
ち
よ
り
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「
評
論
を
読
む
」
学
習
と
い
う
と
、「
筆
者
の
考

え
を
読
み
取
り
理
解
す
る
こ
と
」
が
目
標
に
な
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、

評
論
と
い
う
の
は
「
筆
者
は
対
象
に
つ
い
て
ど
ん

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
内
容
だ
け
で

な
く
、ど
ん
な
言
葉
で
、ど
ん
な
表
現
方
法
を
も
っ

て
そ
の
「
こ
と
」
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

筆
者
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
触
れ
て
、
あ
る
対
象
に
つ

い
て
「
そ
う
考
え
る
」
筆
者
と
、
そ
の
対
象
に
つ

い
て
新
た
な
知
見
・
認
識
を
得
つ
つ
、
私
は
「
こ

う
考
え
る
」
と
い
う
読
者
と
が
対
話
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
と
す
る
と
、

何
が
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
、
本
当
は
こ
う
言
い
た

い
の
で
は
な
い
か
、
私
は
こ
う
思
う
の
に
な
ぜ
筆

者
は
こ
う
考
え
た
の
だ
ろ
う
…
…
そ
ん
な
ふ
う
に

問
い
を
発
し
な
が
ら
評
論
の
文
章
に
向
か
い
合
え

た
と
き
、
私
た
ち
は
評
論
を
読
ん
で
い
る
（
読
め

て
い
る
）
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。

　

今
回
は
そ
ん
な
考
え
の
も
と
に
、
細
部
を
精
読

　

評
論
で
も
エ
ッ
セ
イ
で
も
、
詩
で
も
小
説
で

も
、
文
章
を
書
く
と
い
う
の
は
た
っ
た
一
人
の
作

業
だ
。
同
じ
く
、
文
章
を
読
む
と
い
う
の
も
た
っ

た
一
人
の
行
為
で
あ
る
。
一
人
が
一
人
に
話
し
か

け
る
、
そ
れ
が
文
章
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
だ
。
た
と

え
本
が
一
万
部
売
れ
て
、
読
者
が
一
万
人
い
て
も

（
十
万
人
で
も
千
人
で
も
い
い
が
）、
そ
れ
は
一
対

一
万
で
は
な
く
、
一
対
一
が
一
万
あ
る
。
ず
っ
と
、

そ
う
思
っ
て
、
三
十
年
近
く
文
章
を
書
く
仕
事
を

し
て
き
た
。

　

こ
の
た
び
自
分
の
書
い
た
文
章
を
国
語
の
教
科

書
に
載
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
教
材
に
し
た

授
業
の
現
場
を
見
る
、
と
い
う
機
会
を
得
た
。
新

鮮
な
体
験
だ
っ
た
の
は
「
複
数
の
生
徒
」
が
自
分

の
文
章
を
素
材
に
し
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て

い
る
光
景
を
目
撃
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
一
対
一
の

世
界
と
は
ち
が
う
、
集
団
（
や
社
会
）
と
い
う
も

の
の
中
に
も
文
章
は
在
る
、
と
い
う
発
見
だ
っ
た
。

ず
っ
と
、
一
人
で
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
（
昔
は

原
稿
用
紙
に
向
か
い
）、
文
章
を
書
い
て
き
た
が
、

国
語
の
授
業
、
と
い
う
現
場
を
拝
見
し
て
、
そ
の

大
き
な
学
び
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
世
に
行
わ
れ
て
い
る
文
章
、
交
わ
さ
れ
る
言

葉
に
は
、表
面
上
の
意
味
だ
け
で
な
く
、「
あ
え
て
」

そ
う
表
す
意
図
が
あ
る
。
評
論
の
「
書
き
手
を
読

む
」
と
い
う
読
み
方
に
つ
い
て
も
学
び
、
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。

て
、
耳
に
す
る
の
は
、
自
分
と
い
う
一
人
の
人
間

で
あ
る
。
磨
く
の
は
、
自
分
自
身
だ
。
授
業
も
、

そ
の
た
め
に
あ
る
。
授
業
を
受
け
て
い
る
生
徒
の
、

一
人
一
人
の
目
を
見
な
が
ら
、
そ
う
思
っ
た
。

　

や
は
り
最
後
は
自
分
、
文
章
は
一
対
一
が
基
本

な
の
で
あ
る
。

し
て
筆
者
の
考
え
を
確
か
め
な
が
ら
読
む
の
で
は

な
く
、
文
章
と
絵
に
触
れ
て
生
徒
た
ち
が
感
じ
た

共
感
や
違
和
感
を
ベ
ー
ス
に
、
ま
る
で
読
書
会
の

よ
う
に
仲
間
と
話
し
合
い
な
が
ら
、
筆
者
が
言
い

た
い
の
は
こ
う
で
は
な
い
か
、
こ
の
絵
の
こ
う
い

う
と
こ
ろ
を
こ
ん
な
言
い
方
で
表
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
…
…
と
読
む
授
業
を
や
っ
て
み
よ
う
と

考
え
た
の
で
し
た
。
そ
こ
へ
筆
者
の
布
施
さ
ん
が

来
て
く
だ
さ
る
と
い
う
知
ら
せ
。
筆
者
と
の
対
話

が
読
者
の
自
己
内
対
話
か
ら
、
現
実
の
書
き
手
と

の
対
話
に
な
る
と
い
う
経
験
は
そ
う
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
布
施
さ
ん
に
率
直
に
自
分
た

ち
の
考
え
を
伝
え
、
布
施
さ
ん
の
お
話
に
楽
し
げ

に
、
ま
た
深
く
う
な
ず
き
な
が
ら
耳
を
傾
け
る
生

徒
た
ち
の
様
子
を
見
て
、
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ

ま
し
た
。

　

布
施
さ
ん
が
、「
あ
え
て
人
が
言
わ
な
い
言
葉

で
表
し
て
、
読
者
に
問
い
を
投
げ
か
け
た
の
だ
」

と
評
論
の
書
き
手
の
意
図
を
か
い
間
見
せ
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
と
て
も

こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
自
分
は
、
授
業
参
観
を
し

た
の
で
は
な
く
、
国
語
の
授
業
を
受
け
た
、
そ
ん

な
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
体
験
で
あ
っ
た
。
国

語
の
授
業
は
、
深
い
。

　

し
か
し
最
後
に
、
や
は
り
こ
う
も
書
き
た
い
。

　

教
室
で
生
徒
た
ち
に
も
話
し
た
こ
と
だ
が
、
よ

い
文
章
と
い
う
の
は
、
な
に
か
答
え
を
押
し
付
け

る
の
で
は
な
く
て
、「
よ
い
問
い
か
け
」
を
す
る

も
の
だ
。
文
章
の
手
法
と
し
て
、
主
観
を
押
し
付

け
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
あ
っ
て
も
、
あ

く
ま
で
そ
れ
は
「
問
い
」
に
す
ぎ
な
い
。
異
論
、

反
論
の
呼
び
水
と
な
る
、
そ
れ
も
織
り
込
ん
で
書

く
の
が
評
論
だ
。
そ
こ
で
、
友
だ
ち
と
議
論
す
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
文
章
を
き
っ
か
け

に
し
て
、
自
分
自
身
と
議
論
す
る
、
自
問
自
答
す

る
。
そ
れ
が
文
章
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
の
始
ま

り
で
あ
り
ゴ
ー
ル
だ
。

　

自
分
の
考
え
を
も
つ
。
評
論
を
読
む
と
い
う
こ

と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、
評
論
を
書
く
と
い

う
の
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
声
を

合
わ
せ
て
文
章
を
音
読
し
て
も
、
そ
れ
を
声
に
し
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