
北
京
外
国
語
学
院
の
校
門
を
初
め
て
く
ぐ
っ
た

の
は
、
去
年
の
四
月
一
日
だ
っ
た
。
校
門
脇
に
は

校
衛
隊
(
門
衛
)
が
い
て
、
門
の
開
け
閉
め
を
し
、

出
入
り
す
る
人
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
見
慣
れ

ぬ
ト
ラ
ッ
ク
や
タ
ク
シ
ー
が
来
る
と
必
ず
身
分
証

の
呈
示
を
求
め
、
確
認
し
て
か
ら
で
な
い
と
門
を

開
け
な
い
。
門
を
出
入
り
す
る
通
行
人
も
例
外
で

は
な
い
。
私
自
身
も
顔
を
覚
え
ら
れ
る
ま
で
、
何

度
か
身
分
証
の
呈
示
を
求
め
ら
れ
た
。
私
は
外
国

人
教
師
待
遇
な
の
で
一
年
間
の
居
留
証
と
工
作

証
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
身
分
証
の
代
わ

り
に
な
る
。
学
生
は
学
生
証
を
、
教
職
員
は
身
分

証
を
見
せ
る
。
(
身
分
証
は
中
国
語
で
も
身
分
証
だ

゛
)
、

多
く
の
人
は
日
本
統
治
時
代
に
使
っ
た
良
民

力証
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
)

身
分
証
は
常
時
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
物
の
よ
う
で
あ
る
。
大
学
の
出
入
口
で
も

度
々
身
分
証
の
呈
示
を
求
め
ら
れ
た
。
付
近
の
友

誼
賓
館
(
ホ
テ
ル
)
に
入
る
際
に
門
衛
に
呼
び
止

め
ら
れ
た
り
、
大
通
り
を
横
断
し
た
時
乗
っ
て

い
た
肉
転
車
の
鑑
札
の
有
無
を
警
察
に
調
べ
ら
れ

た
り
で
。
日
本
で
は
身
分
証
明
書
の
類
は
持
ち
歩

い
た
試
し
が
な
く
、
中
国
で
も
そ
の
習
慣
は
直
ら

な
か
っ
た
。
相
手
は
私
が
外
国
人
と
分
か
る
と
、

つ
も
大
目
に
見
て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

い

.
一

(紀行文)

壁、壁、さらにまた壁

名和又介
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で
も
い
く
ら
か
は
不
愉
快
に
思
っ
て
、
そ
の
出
来

事
を
中
国
人
の
教
師
に
話
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
教
師
は
私
に
多
少
同
情
し
て
く
れ
て
か
ら
、
彼

が
日
本
に
い
た
時
何
度
も
警
察
か
ら
外
国
人
登

録
証
の
呈
示
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
淡
々
と
話
し

て
く
れ
た
。
日
本
の
警
察
官
が
恐
く
て
仕
方
が
な

か
っ
た
と
彼
は
言
っ
た
。
在
日
朝
鮮
人
や
ア
ジ
ア

系
留
学
生
に
対
す
る
日
本
政
府
の
取
り
扱
い
を
見

て
い
れ
ぱ
、
彼
の
恐
怖
も
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
。

中
国
で
は
中
国
人
に
厳
し
く
、
外
国
人
に
寛
大
で

あ
る
。
日
本
で
は
日
本
人
に
寛
大
で
(
?
)
、
外
国

人
に
厳
し
い
。
更
に
敷
衍
し
て
み
る
と
、
中
国
政

府
は
国
民
を
管
理
で
き
な
い
が
故
に
厳
し
く
対
処

し
、
外
国
人
を
管
理
で
き
る
が
故
に
寛
大
に
対
処

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
国
民
を
信
用
し
て
い

な
い
か
ら
、
一
罰
百
戒
と
し
て
の
公
開
処
刑
を

度
々
行
う
。
天
安
門
事
件
直
後
の
北
京
・
上
海
で

の
処
刑
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
諸
外
国
か
ら
の
強

い
抗
議
に
、
中
国
政
府
は
さ
ぞ
驚
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
(
い
つ
も
の
こ
と
な
の
に
、
今
回
は
又
何
故
抗

議
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
?
と
J
面
倒
な
外
国
人
の
対

処
は
簡
単
で
あ
る
O
 
V
O
A
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の

例
の
よ
う
に
、
理
由
を
付
け
て
強
制
退
去
さ
せ
れ

ば
よ
い
。
一
方
、
日
本
政
府
は
国
民
を
管
理
で
き

る
が
故
に
寛
大
に
対
処
し
、
外
国
人
は
管
理
で
き

な
い
が
故
に
厳
し
く
対
処
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
外
国
人
と
い
っ
て
も
、
先
進
国
の
外
国

人
と
ア
ジ
ア
系
の
外
国
人
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
日
本
で
の
状
況
は
、
私
の
下
手

な
説
明
よ
り
、
皆
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
う
こ
と
に

し
て
、
再
び
話
は
校
門
に
戻
る
。

大
学
の
校
地
は
、
交
通
量
の
多
い
大
通
り
を
は

さ
ん
で
、
東
院
と
西
院
の
二
箇
所
に
分
か
れ
る
。

西
院
は
一
辺
五
百
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
に
近
い
形

を
し
て
い
る
。
外
国
人
専
用
ア
パ
ー
ト
は
こ
の
西

院
の
一
番
奥
に
あ
り
、
近
く
に
留
学
生
専
用
ア
パ

ー
ト
と
教
職
員
住
宅
が
あ
る
。
西
院
の
住
民
は
千

五
百
人
を
超
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
唯
一
の
出
入

口
が
こ
の
校
門
で
あ
る
。
一
日
延
べ
に
し
て
数
千

人
の
教
職
員
と
学
生
が
こ
の
門
を
出
入
り
す
る
こ

と
に
な
る
。
と
り
わ
け
時
限
目
の
始
ま
る
午
前

八
時
と
昼
食
前
後
は
人
や
車
の
流
れ
が
激
し
い
。

し
か
し
、
門
衛
は
落
ち
着
い
た
も
の
で
、
校
門
が

混
雑
し
よ
う
が
し
ま
い
が
お
構
い
な
し
に
、
見
慣

れ
ぬ
人
物
に
身
分
証
の
呈
示
を
求
め
、
確
認
し
て

い
る
。
そ
の
問
、
人
も
車
も
停
ま
っ
た
ま
ま
で
あ

る
。
こ
の
混
雑
は
私
の
滞
在
し
て
い
た
間
中
繰
り

返
さ
れ
た
。
今
も
な
お
繰
り
返
し
て
い
る
に
違
い

な
し北

京
外
国
語
学
院
の
よ
う
に
周
囲
を
塀
で
囲

出
入
口
を
最
低
限
度
の
一
、
二
箇
所
に
し
、

)
、

しそ
こ
に
門
衛
を
置
い
て
出
入
り
す
る
人
や
車
を
チ

エ
ッ
ク
す
る
の
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
単

位
(
職
場
・
組
織
・
機
関
と
い
う
意
味
)
を
構
成

す
る
工
場
・
会
社
・
学
校
等
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
構

造
で
あ
る
。
材
料
こ
そ
、
石
壁
レ
ン
ガ
塀
鉄

棚
と
異
な
る
も
の
の
、
ど
こ
も
長
い
塀
で
囲
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
ホ
テ
ル
や
公
園
も北京天壇の廻音壁



例
外
で
は
な
い
。
出
入
口
に
た
ど
り
着
く
ま
で
ぐ

る
り
と
回
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
例
え

ぱ
北
京
ホ
テ
ル
。
タ
ク
シ
ー
で
行
く
と
入
り
口
に

止
め
て
く
れ
る
が
、
歩
い
て
行
く
と
北
京
ホ
テ
ル

の
一
角
に
着
き
な
が
ら
、
な
お
入
口
ま
で
二
、
三

百
メ
ー
ト
ル
は
か
か
る
。
頭
和
園
(
北
京
北
西
の

公
園
)
は
南
か
ら
行
く
と
、
公
園
の
南
端
に
着
き

な
が
ら
、
な
お
塀
沿
い
に
一
キ
ロ
は
歩
か
ね
ぱ
な

ら
な
い
。
初
め
て
訪
れ
る
学
校
や
公
園
で
入
口
を

求
め
て
枋
徳
し
た
こ
と
は
一
度
や
三
度
で
は
な

)
0

延
々
と
続
く
(
?
)
塀
沿
い
に
悪
態
を
つ
き

しな
が
ら
、
疲
れ
た
足
を
引
き
ず
っ
た
思
い
出
が
あ

る
。
従
っ
て
、
中
国
の
塀
に
は
多
少
の
怨
み
が
あ

る
0

用
地
敷
地
を
塀
で
囲
う
構
造
は
、
中
国
の
城

郭
都
市
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
城
郭
都
市
は
中
国
北
方
に
顕
著
に
見
ら
れ
る

建
築
様
式
で
あ
る
。
現
代
漢
語
詞
典
で
。
捗
の

項
を
引
い
て
み
る
と
、
,
ー
、
城
壁
。
 
2
、
城
壁
の

中
の
場
所
。
 
3
、
都
市
(
郷
と
対
の
言
葉
)
。
」
と

あ
る
。
中
国
語
で
北
京
城
と
い
ぇ
ぱ
一
般
に
故
宮

(
紫
禁
城
)
の
こ
と
で
は
な
く
、
 
2
の
意
味
で
、
城

壁
に
ょ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
た
場
所
も
し
く
は
3

の
意
味
で
北
京
市
の
こ
と
を
言
う
。
今
は
城
壁
は

な
く
な
り
、
地
下
鉄
と
第
二
環
状
線
が
走
っ
て
い

る
。
地
下
鉄
の
環
状
線
に
乗
る
と
、
阜
成
門
、
西

直
門
徳
勝
門
安
定
門
、
東
直
門
朝
陽
門
と

い
う
名
の
駅
を
通
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
城
内

と
城
外
を
結
ぶ
西
・
北
・
東
側
の
出
入
口
で
あ
っ

た
。
今
な
お
原
型
を
留
め
て
い
る
の
は
徳
勝
門
だ

け
で
、
他
は
地
名
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。城

郭
都
市
は
北
方
民
族
の
侵
入
か
ら
守
る
た
め

に
造
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

に
広
範
囲
に
見
ら
れ
る
建
築
様
式
で
も
あ
る
。
高

い
城
壁
で
街
を
囲
み
、
出
入
口
は
最
小
限
度
に
し

て
、
そ
こ
に
衛
兵
を
置
い
て
出
入
り
す
る
人
を
チ

エ
ッ
ク
し
た
。
朝
早
く
門
を
開
け
、
夜
は
門
を
閉

め
た
。
城
郭
都
市
・
北
京
城
の
本
丸
が
故
宮
(
紫

禁
城
)
で
あ
る
。
故
宮
は
明
代
永
楽
年
問
十
五
世

紀
初
頭
に
建
て
ら
れ
た
。
永
楽
帝
の
動
員
で
き
た

物
力
・
人
力
を
投
入
し
て
で
き
た
、
理
想
的
な
建

築
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
何
度
か
見
学
し
て
印
象

に
残
っ
て
い
る
の
は
、
周
囲
を
取
り
巻
く
赤
い
壁

.

魯迅の旧居

農家



で
あ
り
、
赤
い
壁
で
囲
ん
だ
プ
ロ
ッ
ク
の
連
な
り

で
あ
る
。
皇
族
の
邸
宅
も
故
宮
を
模
倣
し
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
北
京
を
代
表
す
る
建
築
様
式

四
合
院
も
、
四
方
に
レ
ン
ガ
塀
を
め
ぐ
ら
し
、
奥

を
中
心
に
コ
の
字
型
に
で
き
て
い
る
。
出
入
口
は

正
門
の
み
で
あ
る
。
魯
迅
や
茅
盾
の
旧
居
も
典
型

的
な
四
合
院
で
あ
り
、
彼
ら
の
住
居
は
一
番
奥
で

あ
る
。
北
京
の
村
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
、
住
宅

が
コ
の
字
型
の
奥
の
塀
と
重
な
っ
て
い
る
。
故
宮

が
モ
デ
ル
と
す
る
と
、
四
合
院
や
農
村
の
建
物
は

そ
の
簡
略
形
と
い
ぇ
よ
う
か
。
こ
こ
で
私
が
こ
だ

わ
っ
て
い
る
の
は
建
築
様
式
の
こ
と
で
は
な
く
、

塀
と
出
入
口
の
問
題
で
あ
る
。
中
国
人
は
、
塀
又

は
塀
状
の
物
に
ょ
っ
て
囲
わ
れ
て
い
な
い
と
、
安

心
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
伝
統
的
中
国
人
は

そ
の
よ
う
な
構
造
に
く
つ
ろ
ぎ
を
覚
え
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
憶
測
で
あ
る
。

憶
測
を
憶
測
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
、
ニ
、
三

の
文
献
資
料
に
当
た
っ
て
み
た
。
す
る
と
、

O
m
ぐ
巴
住
m
一
岳
ご
の
「
~
壽
寒
ミ
身
爲
ミ
冬
§
ら
＼

、
§
伽
L
(
一
九
二
四
年
)
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が

あ
る
の
を
見
出
し
た
。

一
事
実
万
里
の
長
城
は
、
周
囲
を
塀
で
囲
む

方
式
の
構
造
物
に
対
す
る
中
国
人
の
最
も
典

型
的
で
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
根
の
深
い
信
頼

感
の
象
徴
で
あ
る
。
L

万
里
の
長
城
は
北
方
民
族
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め

に
築
か
れ
た
も
の
で
、
城
郭
都
市
と
同
じ
目
的
を

持
っ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
部
は
春
秋

戦
国
時
代
以
降
の
封
建
諸
国
家
の
国
境
に
沿
っ
て

築
か
れ
て
い
る
の
で
、
事
実
上
の
国
境
線
で
も
あ

る
。
中
国
人
の
塀
(
壁
)
好
き
は
、
歴
史
的
に
も

か
な
り
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
続
く
一
言
葉
も
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

「
壁
壁
さ
ら
に
ま
た
壁
が
、
あ
ら
ゆ
る
中

国
の
都
市
の
骨
組
を
造
っ
て
い
る
。
壁
は
町

を
囲
み
、
区
画
や
屋
敷
に
分
か
ち
、
中
国
人

の
共
同
体
の
い
か
な
る
他
の
構
造
物
よ
り
も

基
本
的
な
特
徴
を
し
る
し
て
い
る
。
周
囲
を

囲
む
壁
を
持
た
な
い
よ
う
な
現
実
の
都
市
は

中
国
に
は
な
く
、
実
際
こ
の
状
況
は
、
中
国

人
が
同
じ
こ
と
ば
『
城
』
を
都
市
と
都
市
の

壁
の
両
方
に
用
い
る
と
い
う
事
実
に
ょ
っ
て

尓
さ
れ
て
い
る
。
城
壁
を
持
た
な
い
都
市
な

ど
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
屋
根
の
な
い
家
と
同
じ
よ
う
に
途
方
も

な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
壁
は

省
都
や
他
の
大
き
な
都
市
に
あ
る
だ
け
で
な

、
く
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
小
さ
な
町
や
村
に

さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
」

著
者
m
一
雪
(
一
八
七
九
1
一
九
六
六
年
)
は
ス

ウ
エ
ー
デ
ン
の
美
術
史
家
・
哲
学
博
士
で
中
国
古

代
芸
術
の
研
究
も
あ
る
。

城
壁
は
歴
史
的
時
間
の
経
過
に
耐
え
て
存
在
す

る
も
の
が
多
く
、
図
説
・
写
真
版
「
中
国
の
歴
史
」

を
開
く
と
、
そ
の
最
初
に
ょ
く
出
て
く
る
。
畑
の

、

万里の長城
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中
に
続
く
土
の
塀
な
ど
・
・
・
。
殷
の
時
代
に
早
く
も

城
郭
の
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
上
町
や

国
が
存
在
し
た
時
点
で
、
城
壁
が
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
国
や
都
市

を
表
す
邑
と
い
う
漢
字
の
口
は
城
壁
を
意
味
す
る

と
い
う
。
藤
堂
明
保
の
漢
字
語
源
辞
典
を
引
い
て

み
ょ
う
0國

=
邑
↓
ぎ
霽
(
見
徳
合
1
)
「
邦
な

り
。
口
か
こ
い
十
或
声
」
(
中
略
)
大
国
・

小
国
の
よ
う
な
国
m
三
雷
の
観
念
は
、

お
も
に
春
秋
時
代
以
後
に
生
じ
た
考
え

で
あ
る
。

邑
口
印
+
人
の
会
意
。
屈
伏
し
た
人
と
、

そ
の
住
む
領
域
を
示
す
口
印
と
を
合
わ

せ
て
、
「
支
配
下
の
住
民
の
居
住
地
L
を

表
す
。
上
古
の
緝
部
の
字
。

漢
字
の
作
り
か
ら
し
て
、
城
壁
で
囲
わ
れ
て
い

な
い
と
、
町
や
国
で
は
な
い
と
中
国
人
は
考
え
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
名
は
体
を
表
す
し
と
い

う
次
第
で
、
本
物
の
町
、
本
物
の
国
に
す
る
た
め

(
当
然
現
実
的
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
で
あ
る
が
)
、
中

国
人
は
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
て
町
の
城
壁

を
築
き
、
万
里
の
長
城
を
築
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
屋
根
の
な
い
家
と
同
じ
よ
う
に
城
壁

を
持
た
な
い
都
市
は
存
在
し
な
い
」
中
国
か
ら
城

壁
が
消
え
た
。
北
京
の
城
壁
は
一
九
六
0
年
代
末

に
撤
去
さ
れ
た
。
城
壁
に
使
わ
れ
た
瓦
は
防
空
壕

を
補
強
す
る
た
め
転
用
さ
れ
た
と
い
う
。
(
そ
の
防

空
壕
も
一
部
は
地
下
鉄
や
養
鶏
場
キ
ノ
コ
畑
と

し
て
利
用
さ
れ
る
以
外
用
に
耐
え
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
J
現
在
、
中
国
で
完
全

な
城
郭
都
市
と
言
え
る
の
は
西
安
と
平
遥
(
山
西

省
)
な
ど
四
都
市
で
し
か
な
い
。
城
壁
は
近
代
化

の
掛
け
声
と
と
も
に
消
え
た
が
、
周
囲
を
塀
で
囲

う
と
い
う
伝
統
は
今
尚
生
き
て
い
る
。
生
き
て
い

る
ど
こ
ろ
か
、
近
代
的
な
装
い
を
し
た
工
場
や
ホ

テ
ル
で
さ
え
、
そ
の
構
造
か
ら
自
由
で
は
な
い
。

一
九
二
0
年
代
に
m
一
邑
が
「
壁
壁
さ
ら
に
ま

た
壁
が
、
あ
ら
ゆ
る
中
国
の
都
市
の
骨
組
を
つ
く

つ
て
い
る
」
と
い
っ
た
状
況
が
、
今
も
変
わ
る
こ

と
な
く
存
在
す
る
。
こ
の
壁
は
構
造
物
と
し
て
の

壁
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
の
伝
統
と
い
う
壁
で

も
あ
り
、
中
国
の
近
代
化
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ

て
い
る
壁
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

(
大
学
文
学
部
助
教
授
)

.

轟

万里.の長城の部(北京束部)

西安の城壁




