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岐
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業
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北
原 

章
大 

 

一
、
単
元
名
「
君
は
最
後
の
晩
餐
を
知
っ
て
い
る
か
～
布
施
さ
ん
に
挑
戦
～
」 

 

二
、
単
元
及
び
教
材
に
つ
い
て 

説
明
的
文
章
を
読
む
際
、
生
徒
た
ち
は
ま
ず
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
表
現
や
構
成
、

展
開
を
基
と
し
て
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
考
え
、
解
釈
す
る
。
そ
の
上
で
、
読
み
取
っ
て
得
た
知
識
や
も
の

の
見
方
、
考
え
方
を
日
常
生
活
や
他
の
学
習
で
活
用
し
た
り
、
さ
ら
に
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
よ
う
と
、
新
た
な
文
章
に

相
対
し
て
い
く
。
文
章
の
内
容
を
適
切
に
理
解
し
た
上
で
、
筆
者
と
議
論
す
る
か
の
よ
う
に
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い

く
。
そ
れ
こ
そ
に
、
読
書
の
魅
力
の
一
つ
が
あ
る
と
言
え
る
。 

本
教
材
「
君
は
最
後
の
晩
餐
を
知
っ
て
い
る
か
」
で
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
の
名
画
「
最
後
の
晩
餐
」
を
筆
者

は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
解
剖
学
」「
遠
近
法
」「
明
暗
法
」
と

い
っ
た
医
学
や
建
築
に
用
い
ら
れ
る
手
法
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
「
絵
画
の
科
学
」
と
称
し
て
論
理
的
に
説
明
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
的
文
章
や
絵
画
の
批
評
に
お
い
て
、
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
表
現
を
用
い
る
こ
と
や
、
絵
画
を
緻
密

な
視
点
で
詳
細
に
分
析
し
、
説
明
す
る
点
に
、
筆
者
の
着
眼
点
の
鋭
さ
が
表
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。 

本
単
元
で
は
、
筆
者
の
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
適
切
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、

共
感
で
き
る
か
ど
う
か
で
筆
者
と
「
議
論
」
す
る
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
た
。
生
徒
一
人
一
人
が
筆
者
の
も
の
の
見

方
、
考
え
方
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
適
切
に
理
解

し
、
筆
者
の
人
物
像
や
作
品
の
背
景
と
い
っ
た
視
点
か
ら
も
教
材
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
優
れ
た
美
術
評
論
家
で
あ

る
筆
者
と
、
表
現
を
根
拠
に
「
議
論
」
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
力
を

身
に
付
け
さ
せ
て
い
き
た
い
。 

 

三
、
生
徒
の
実
態 

生
徒
は
説
明
的
文
章
の
読
解
に
お
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
筆
者
の
主
張
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
学
力
調
査
等
の
結
果
で
は
、
文
章
の
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
と
の
役
割
の
違
い
を
考
え
て
読
ん
だ
り
、

自
分
の
考
え
を
形
成
し
た
り
す
る
力
に
弱
さ
が
認
め
ら
れ
た
。
特
に
、
考
え
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
日
々
の
授
業
の
中
で

も
「
す
ご
い
と
思
っ
た
。」「
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
簡
単
な
感
想
を
述
べ
る
に
留
ま
り
、
自
分
の
体
験

や
表
現
効
果
、
語
感
と
い
っ
た
様
々
な
視
点
を
根
拠
と
し
て
、
論
理
的
に
考
え
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

比
較
す
る
こ
と
や
関
連
付
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
筋
道
立
て
て
形
成
す
る
力
を
身
に
付
け
さ
せ
て
い
き
た

い
。 

 四
、「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て 
 

 

          

 

「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
、
前
述
の
生
徒
の
実
態
と
、
本
単
元
の
特
性
を
生
か
し
、
「
自

分
の
知
識
や
経
験
を
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
と
つ
な
げ
て
考
え
を
形
成
す
る
力
」
を
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い

と
考
え
て
い
る
。
特
に
、
考
え
を
形
成
す
る
場
面
で
は
、
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方
が

自
分
に
も
あ
る
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
て
考
え
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。 

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

「
Ｃ
読
む
こ
と
」（
中
）
第
二
学
年 

よ
り 

 

イ 

文
章
全
体
と
部
分
と
の
関
係
、
例
示
や
描
写
の
効
果
、
登
場
人
物
の
言
動
の
意
味
な
ど
を
考
え
、
内
容
の
理
解
に

役
立
て
る
こ
と 

 

エ 

文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
知
識
や
体
験
と
関
連
付
け
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と 

「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
の
具
体
化 

（
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
の
具
体
化
＆
言
語
活
動
例
一
覧
表
①
） 

イ 

文
章
の
解
釈 

 
 

６ 

読
み
手
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
表
現
や
展
開
の
工
夫
を
理
解
す
る
た
め
に
、
文
章
中
に
示
さ
れ
て
い
る

具
体
例
や
図
表
な
ど
の
例
示
が
果
た
し
て
い
る
役
割
と
効
果
を
捉
え
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

エ 

自
分
の
考
え
の
形
成
７ 

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
て
き
た
知
識
や
様
々
な
体
験
と
関

連
付
け
て
、
賛
否
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
な
ど
、
具
体
的
な
も
の
に
基
づ
い
て
自
分

の
考
え
を
書
い
た
り
話
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



言
語
活
動
を
通
し
て
、
主
体
的
・
目
的
的
に
読
む
能
力
の
育
成 

～
構
成
・
論
理
展
開
の
意
図
や
効
果
に
着
目
し
、
説
明
的
文
章
を
正
確
に
読
み
解
く
た
め
の
指
導
の
工
夫
～ 

  

五
、
研
究
と
の
か
か
わ
り 

読
む
こ
と
部
会
研
究
テ
ー
マ
よ
り 

     

本
単
元
の
指
導
事
項
は
、
Ｃ
読
む
こ
と
「
エ 

文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
知
識
や
体
験

と
関
連
付
け
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
」
で
あ
る
。
本
文
中
か
ら
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
適
切
に
読
み
取
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
共
感
で
き
る
か
で
き
な
い
か
、
賛
成
か
反
対
か
、
自
分
と
の
共
通
点
や
相
違
点
な
ど
を
視
点
に
、
考
え
を

形
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
筆
者
と
自
分
の
考
え
を
対
比
し
た
り
、
置
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
主
体
的
な
学
び
を
生
み
出
す
た
め
に
必
要
な
力
で
あ
る
と
考
え
た
。 

 

六
、
単
元
指
導
計
画
（
全
６
時
間
） 

【
単
元
の
ね
ら
い
】 

・
最
後
の
晩
餐
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
意
図
と
し
て
、
解
剖
学
、
遠
近
法
、
明
暗
法
と
い
っ
た
「
絵
画
の
科
学
」

を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
や
、
筆
者
の
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て

適
切
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
考
え
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

【
単
元
の
評
価
規
準
】 

・
筆
者
の
考
え
と
そ
の
根
拠
を
捉
え
る
こ
と
で
、
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
適
切
に
読
み
取
っ
て
い
る
。 

・
筆
者
の
主
張
や
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
、
考
え
を
形
成
し
て
い
る
。 

  

６ ５ 

本
時 

４ ３ ２ １ 時 

筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
や
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を

も
と
に
し
て
、
「
最
後
の
晩
餐
」
の
魅
力
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で

き
る
。 

◎
自
分
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
で
「
最
後
の
晩
餐
」
の
魅
力
を
説
明
し
て
み
よ
う
。 

筆
者
の
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え

方
に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
考
え
を
も
つ
こ
と

が
で
き
る
。 

◎
布
施
さ
ん
の
分
析
的
な
も
の
の
見
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
も
と
う
。 

 

展
開
の
意
図
や
「
絵
画
の
科
学
」
を
用
い
た
説
明
の
仕
方
か
ら
、

筆
者
が
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方

を
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
布
施
さ
ん
は
ど
ん
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
し
て
い
る
の
か 

読
み
取
ろ
う
。 

 

「
か
っ
こ
い
い
」
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
筆
者
が
「
解

剖
学
」
「
遠
近
法
」
「
明
暗
法
」
と
い
っ
た
「
絵
画
の
科
学
」
と
い

う
手
法
を
例
に
挙
げ
て
、
魅
力
を
要
素
に
分
け
、
細
か
く
と
ら
え
直

し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
布
施
さ
ん
は
、
ど
う
や
っ
て
「
か
っ
こ
い
い
」
こ
と
を
説
明
し
て 

 

い
る
の
か
読
み
取
ろ
う
。 

筆
者
が
作
品
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
意
図
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
で
、「
最
後
の
晩
餐
」
の
魅
力
を
誰
に
対
し
て
も
分
か
り
や
す

く
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
布
施
さ
ん
は
、
ど
う
し
て
「
最
後
の
晩
餐
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」

と
評
し
た
の
か
読
み
取
ろ
う
。 

「
最
後
の
晩
餐
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
筆
者
に
つ
い
て

知
る
と
と
も
に
、
思
っ
た
こ
と
や
初
め
て
分
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
交

流
し
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
単
元
の
学
習
内
容
を
確
か
め
、
見
通
し
を
も
と
う
。 

ね
ら
い
（
◎
中
心
と
な
る
主
発
問
） 

 

筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、

形
成
し
た
自
分
の
考
え
に
即
し
て
、
最
後
の
晩

餐
を
説
明
し
て
い
る
。 

（
発
言
・
ノ
ー
ト
・
振
り
返
り
） 

筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
、

自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
自
分
の
考

え
を
形
成
し
て
い
る
。 

（
発
言
・
ノ
ー
ト
・
振
り
返
り
） 

筆
者
が
「
物
事
を
要
素
に
分
け
て
細
か
く
捉

え
直
す
」
「
抽
象
的
な
捉
え
を
具
体
的
に
説
明

す
る
」
等
、「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う

も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
っ
て
い
る
。 

（
発
言
・
ノ
ー
ト
・
振
り
返
り
） 

  

筆
者
が
「
か
っ
こ
い
い
」
の
中
身
を
「
解
剖

学
」「
遠
近
法
」「
明
暗
法
」
と
い
う
「
絵
画
の

科
学
」
を
用
い
て
、
魅
力
を
要
素
に
分
け
、
細

か
く
捉
え
直
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
っ
て
い
る
。 

（
発
言
・
ノ
ー
ト
・
振
り
返
り
） 

 

筆
者
が
「
最
後
の
晩
餐
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」

と
評
し
た
意
図
を
表
現
の
意
味
や
語
感
に
着

目
し
て
読
み
取
っ
て
い
る
。 

（
発
言
・
ノ
ー
ト
・
振
り
返
り
） 

「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味

や
、
作
品
の
特
徴
な
ど
を
考
え
、
筆
者
の
も
の

の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
い
て

い
る
。（
発
言
・
振
り
返
り
） 

評
価
規
準
・
評
価
方
法 

 



七
、
本
時
の
ね
ら
い 

筆
者
の
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
考
え

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

八
、
本
時
の
展
開
（
５
／
６
） 

 

導
入 

      

展
開 

                           

終
末 

 

 

◇
単
元
に
お
け
る
本
時
の
役
割
と
ね
ら
い
を
確
認
す
る
。 

・
筆
者
が
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

・
そ
ん
な
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
考
え
を
も

つ
か
を
、
理
由
を
つ
け
て
説
明
す
る
「
考
え
の
形
成
」
を
す
る
時
間
だ
。 

 

◇
課
題
を
確
認
し
、
解
決
の
見
通
し
を
も
つ
。 

  

・
自
分
の
経
験
や
知
識
と
関
わ
ら
せ
る
と
、
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
そ
う
だ
。 

・
自
分
が
同
じ
よ
う
に
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、

考
え
方
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
考
え
て
み
よ
う
。 

 

◇
課
題
に
つ
い
て
個
人
追
究
す
る
。 

               

◇
全
体
交
流
を
通
し
て
、
考
え
を
広
げ
深
め
る
。 

・「
欲
し
い
と
直
感
的
に
感
じ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
も
の
の
要
素
を
分

析
し
た
結
果
欲
し
い
と
判
断
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
分
析
的
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。 

・
今
の
意
見
は
本
当
に
分
析
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
布
施
さ
ん
の
「
分

析
的
に
見
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
確
か
め
て
み
よ
う
。 

 

◇
全
体
交
流
を
踏
ま
え
て
、
再
度
考
え
を
深
め
る
。 

 

学
習
活
動 

・
筆
者
の
「
物
事
を
分
析
的
に
見

る
」
と
は
「
物
事
を
要
素
に
分

け
て
細
か
く
捉
え
直
す
」
「
観

点
を
挙
げ
る
」
「
様
々
な
視
点

と
つ
な
げ
て
考
え
る
」
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
自
分
の

知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
考

え
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。 

 

・
課
題
化
の
際
に
は
「
理
由
を
つ

け
る
」
こ
と
を
大
切
に
す
る
。

自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な

げ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
、
日
常

生
活
な
ど
具
体
的
な
場
面
を

想
起
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

 

・
個
人
追
究
で
は
、
具
体
的
な
自

分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ

て
い
る
か
を
確
認
し
、
分
析
的

な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
の
良

し
悪
し
や
好
き
嫌
い
に
終
始

し
な
い
よ
う
に
援
助
す
る
。 

 

・
自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒

に
は
、「
部
活
動
で
は
」「
買
い

物
を
す
る
と
き
に
は
」
と
い
う

具
体
的
な
場
面
を
指
定
し
た

チ
ャ
ー
ト
を
示
し
、
そ
の
時
の

自
分
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方

に
つ
い
て
想
起
さ
せ
る
。 

 

・
再
度
本
文
の
内
容
を
確
認
し
、

筆
者
の
分
析
的
な
も
の
の
見

方
、
考
え
方
を
想
起
で
き
る
よ

う
に
す
る
。 

 

・
終
末
に
再
度
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
る
際
に
は
、
仲
間
の
考

え
を
踏
ま
え
て
、
広
が
っ
た
り

深
ま
っ
た
り
し
た
こ
と
を
加

え
て
形
成
す
る
よ
う
に
促
す
。 

 

【
評
価
規
準
】 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方

に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
や
経

験
と
つ
な
げ
て
自
分
の
考
え

を
形
成
し
て
い
る
。 

（
発
言
・
ノ
ー
ト
・
振
り
返
り
シ
ー
ト
） 

指
導
・
援
助 

 

布
施
さ
ん
の
分
析
的
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
も
と
う
。 

【
考
え
方
例
①
「
共
感
で
き
る
」】 

自
分
は
布
施
さ
ん
に
と
て
も
共
感
が
で
き
る
。
例
え
ば
体
育
大
会

の
学
年
競
技
で
は
、
少
し
で
も
タ
イ
ム
を
早
く
す
る
た
め
に
、
課
題

点
を
い
く
つ
も
挙
げ
て
改
善
策
を
考
え
た
。
そ
れ
は
観
点
を
挙
げ
る
、

と
い
う
点
で
、
分
析
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
や
っ
て
考
え

る
こ
と
で
、
重
点
的
に
練
習
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
物
事
を
分
析
的
に
見
る
こ
と
は
と
て
も
有
効
だ
と
考
え
る
。 

布
施
さ
ん
の
分
析
的
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
は
と
て
も
役
に
立

つ
と
思
う
。
布
施
さ
ん
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
分
析
的
に
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
自
分

も
委
員
会
の
活
動
を
説
明
す
る
時
に
、
取
り
組
み
方
や
取
り
組
む
こ

と
の
よ
さ
を
分
析
的
に
考
え
れ
ば
、
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。 

【
考
え
方
例
②
「
共
感
で
き
な
い
」】 

自
分
は
布
施
さ
ん
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
し
た
こ
と

が
な
い
。
例
え
ば
何
か
買
い
物
を
す
る
と
き
に
は
、
欲
し
い
と
直
感

的
に
感
じ
た
も
の
を
買
う
し
、
そ
れ
を
い
ち
い
ち
分
析
的
に
考
え
る

こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
て
い
る
と
迷
っ
た
り
、
時
間
が
か
か
っ
た
り

す
る
。
分
析
的
に
見
る
こ
と
は
大
切
だ
と
は
思
う
が
、
い
つ
も
そ
う

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。 


