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中
学
校
と
高
校
で
、
現
代
文
の
授
業
は

何
が
異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ

の
授
業
の
先
に
あ
る
「
入
試
」
か
ら
考
え

て
み
る
と
、
高
校
入
試
で
出
題
さ
れ
た
素

材
が
、
大
学
の
入
試
問
題
で
も
出
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、「
ど
ん
な
文
章
を

読
む
か
」
と
い
う
こ
と
に
中
高
で
決
定
的

な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
何
が
違
う
の
か
と
言
え
ば
、
素

材
と
な
る
文
章
を
「
ど
う
読
む
か
」
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
高
校
入
試
で
ま
ず
求

め
ら
れ
る
の
は
、
文
に
書
い
て
あ
る
内
容

を
正
確
に
読
み
取
る
力
で
す
。
一
方
、
大

学
入
試
で
は
、
読
み
取
っ
た
内
容
に
対
し

て
自
分
は
ど
う
思
う
か
を
問
う
出
題
、
す

な
わ
ち
、
批
判
的
に
読
む
力
を
問
う
も
の

が
よ
り
一
層
多
く
な
り
ま
す
。

　
現
代
文
に
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の

問
題
意
識
が
表
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
代

社
会
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な

く
、
か
と
い
っ
て
自
分
が
生
き
る
社
会
を

拒
絶
す
る
の
で
も
な
い
。
逃
れ
ら
れ
な
い

も
の
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
今
後
ど
う

生
き
る
か
を
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
社
会

に
対
す
る
ま
な
ざ
し
」
を
持
て
る
か
ど
う

か
が
大
学
入
試
で
も
問
わ
れ
ま
す
。

　
ま
ず
は
書
い
て
あ
る
内
容
を
読
み
取
る

力
を
し
っ
か
り
身
に
付
け
さ
せ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
力
を
土
台
に
問
題
意
識
を
持
っ

て
批
判
的
に
読
む
力
を
身
に
付
け
さ
せ

る
。
こ
の
二
つ
の
力
を
、
中
学
校
と
高
校

が
連
携
し
な
が
ら
高
め
て
い
く
こ
と
が
、

現
代
文
の
授
業
で
は
求
め
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。

　
で
は
、
中
学
校
の
国
語
の
授
業
で
は
、

批
判
的
に
読
む
力
は
問
わ
れ
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
は
ず
で
す
。
現
代
の
作
家
が
書
い
た
文

お
お
こ
し
・
よ
し
ふ
み
◎
教
職
歴
37
年
。
同
校
に
赴
任
し
て

９
年
目
。
担
当
教
科
は
国
語
。
東
京
都
立
五
日
市
高
校
、
国

立
高
校
、
南
多
摩
高
校
を
経
て
、
現
職
。

読
み
取
る
力
と
批
判
的
に
読
む
力
、

二
つ
の
国
語
力
を
中
高
で
共
有
す
る

東
京
都
立
西
高
校

　

大
越
喜
文

新
課
程
に
お
い
て
国
語
、
中
で
も
現
代
文
の
授
業
は
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
の
育
成
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
文
で
の
中
高
接
続
に
お
け
る
課
題
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

国

語

入
試
で
必
要
な
読
み
取
る
力
と

批
判
的
に
読
む
力

授
業
形
式
や
発
問
を
工
夫
し
て

批
判
的
に
読
む
力
を
付
け
る
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章
を
読
む
以
上
、
書
き
手
が
言
い
た
い
こ

と
を
読
み
取
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
つ

い
て
読
み
手
が
ど
う
思
う
か
を
、
中
学
校

教
師
は
き
っ
と
問
い
掛
け
て
い
る
は
ず
で

す
。
教
師
の
力
量
と
生
徒
の
感
性
次
第
で

は
、
高
校
の
現
代
文
よ
り
も
深
い
部
分
に

ま
で
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い

で
し
ょ
う
。

　
一
方
、
高
校
の
現
代
文
の
授
業
で
、
内

容
の
読
み
取
り
が
不
要
な
の
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
も
違
い
ま
す
。
大
学
入
試
で
は
、

自
分
の
思
う
ま
ま
読
む
の
で
は
な
く
、
著

作
者
と
出
題
者
の
意
図
を
く
み
取
り
な
が

ら
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
の

意
見
と
は
違
っ
た
と
し
て
も
「
こ
の
筆
者

の
意
見
は
こ
れ
だ
」
と
読
み
取
る
力
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
高
校
の

授
業
で
も
、
正
確
に
読
み
取
る
指
導
は
必

要
で
す
。

　
正
確
な
読
み
取
り
を
土
台
に
し
て
、
授

業
の
中
で
批
判
的
に
読
む
力
を
身
に
付
け

て
い
く
に
は
、
主
題
に
対
し
て
生
徒
が
意

見
を
述
べ
、
そ
れ
を
教
師
が
自
分
の
意
見

で
批
判
し
、
更
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
生

徒
が
考
え
を
深
め
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
必

要
で
す
。
教
師
が
一
方
的
に
教
え
込
む
の

で
は
な
く
、
生
徒
と
教
師
双
方
が
問
題
意

識
を
持
っ
た
対
話
型
の
授
業
に
よ
っ
て
批

判
的
に
読
む
力
が
身
に
付
く
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　
ま
た
、
文
学
的
想
像
力
と
称
し
て
、
読

み
取
り
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
て
は
、
難

関
国
立
大
の
個
別
学
力
試
験
の
問
題
は
解

け
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
一
橋
大
で
は
例

年
、
２
０
０
字
以
内
の
要
約
問
題
が
出
題

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
文
を
読
み
込

む
と
、
２
０
０
字
で
こ
そ
要
約
で
き
る
文

章
が
出
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
問
題
文
が
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
上
で

の
出
題
だ
か
ら
出
来
る
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
力
を
生
徒
に
身
に
付
け
さ

せ
る
た
め
に
は
、
高
校
で
も
日
頃
か
ら
、

教
師
は
生
徒
の
思
考
力
を
把
握
し
、
問
題

文
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
文
章
と
こ
の
問
い
掛
け
な
ら
ば
、
生
徒

は
ど
の
よ
う
な
答
え
を
書
く
の
か
。「
…
…

と
は
何
か
」
と
問
う
べ
き
か
、
そ
れ
と

も
「
…
…
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
問

う
べ
き
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
の
答
え

は
変
わ
り
ま
す
。
生
徒
に
問
い
掛
け
る
前

に
、
ま
ず
教
師
の
指
導
者
と
し
て
の
正
確

な
読
み
取
り
が
必
要
で
す
。

　
入
試
問
題
が
解
け
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
こ
と
と
、
現
代
を
ど
う
生
き
る
か
を
考

え
る
こ
と
は
、
一
見
つ
な
が
り
が
な
い
よ

う
に
思
え
ま
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
東
京
大
の
個
別
学
力

試
験
の
問
題
は
、
読
解
力
と
記
述
力
だ
け

で
な
く
、
現
代
社
会
に
対
す
る
問
題
意
識

を
持
っ
て
い
な
い
と
解
け
ま
せ
ん
。
文
系

で
あ
れ
理
系
で
あ
れ
、
自
分
な
り
の
問
題

意
識
を
持
っ
て
批
判
的
に
読
む
力
が
な
い

と
受
験
に
も
対
応
で
き
な
い
。
こ
れ
が
国

語
の
難
し
さ
で
あ
り
、
魅
力
だ
と
思
う
の

で
す
。

　
読
み
取
る
力
と
批
判
的
に
読
む
力
は
、

明
確
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
確
か
に
、
中
学
校
と
高
校
で
は
扱
う

素
材
の
難
易
度
は
違
い
ま
す
。
中
学
生
か

ら
す
れ
ば
、『
山
月
記
』
や
『
羅
生
門
』

は
難
し
い
作
品
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
中
学
生
で
あ
っ
て
も
繰
り
返
し
読
ん

で
い
く
う
ち
に
、
な
ん
と
な
く
伝
わ
っ
て

く
る
、
心
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
解
け
る
か
解
け
な
い
か
」
が

明
確
な
数
学
な
ど
と
は
異
な
り
、
国
語
に

お
い
て
「
読
め
る
か
読
め
な
い
か
」
は
実

は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

　
中
高
の
指
導
を
充
実
し
た
も
の
に
す
る

た
め
に
は
、
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る

力
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
批
判
的
に
読
む

力
の
二
つ
を
押
さ
え
た
授
業
が
出
来
て
い

る
か
を
中
高
の
教
師
が
話
し
合
う
こ
と

で
、
連
続
し
た
国
語
観
が
共
有
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　
正
確
な
読
み
取
り
を
求
め
た
時
、
全
員

が
納
得
で
き
る
一
つ
の
答
え
が
生
ま
れ
ま

す
。
し
か
し
、
現
代
人
と
し
て
の
問
題
意

識
を
持
っ
て
批
判
的
に
読
ん
だ
時
、
答
え

は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
。
国
語
の
授
業

に
必
要
な
二
つ
の
場
面
の
矛
盾
を
埋
め
る

の
が
、
教
師
の
存
在
だ
と
私
は
思
う
の
で

す
。
教
師
が
「
そ
の
文
か
ら
何
を
感
じ
た

か
」
と
い
う
結
論
を
し
っ
か
り
提
示
す
る

こ
と
は
、
現
代
文
の
授
業
に
教
師
が
立
ち

会
っ
た
証
拠
で
も
あ
り
ま
す
。

　『
羅
生
門
』
か
ら
私
は
芥
川
龍
之
介
の

人
間
と
し
て
の
成
長
の
限
界
を
感
じ
た
と

し
ま
す
。
こ
の
私
の
結
論
に
納
得
し
な
い

生
徒
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
い
い

の
で
す
。
私
の
結
論
は
生
徒
が
考
え
る
た

め
の
き
っ
か
け
な
の
で
す
。
教
師
の
結
論

か
ら
生
徒
が
更
に
考
え
を
深
め
て
い
く
。

そ
れ
は
中
学
校
と
高
校
ど
ち
ら
の
授
業
に

も
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

変
わ
ら
な
い
国
語
観
を

中
高
で
共
有
す
る

入
試
学
力
と
生
き
る
こ
と
を

考
え
る
力
は
つ
な
が
っ
て
い
る
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