
　

2
0
2
3
年
4
月
よ
り
外
国
語
学
部
英
語
英
文
学
科
に

赴
任
し
ま
し
た
源　

邦
彦
（
み
な
も
と　

く
に
ひ
こ
）
で

す
。
人
文
学
会
に
は
教
員
ば
か
り
で
は
な
く
学
生
の
皆
さ

ん
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
は
学
生
の
皆
さ
ん

を
中
心
に
ご
挨
拶
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
送
り
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

す
で
に
わ
た
し
の
専
門
に
つ
い
て
あ
る
程
度
は
ご
存
じ

の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
学
科
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
教
員
紹
介
コ
ー
ナ
ー
で
わ
た
し
の
名
前
の
下

に
並
ぶ
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
を
こ
ち
ら
に
紹
介
し
ま
す
。

「
社
会
言
語
学
、
知
識
社
会
学
、
批
判
的
人
種
論
、
ブ
ラ
ッ

ク
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」

　

わ
た
し
が
日
本
、
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
で
き
た
専
門
分
野

で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
抽
象
的
過
ぎ
る
た
め
、

こ
れ
ら
四
つ
の
分
野
を
ま
た
ぐ
具
体
的
な
研
究
テ
ー
マ
を

お
伝
え
し
ま
す
。

「
ア
フ
リ
カ
系
奴
隷
子
孫
が
使
用
す
る
言
語
へ
の
差
別
」

　

こ
れ
が
わ
た
し
の
研
究
テ
ー
マ
で
す
。
こ
の
テ
ー
マ
を

追
求
す
る
た
め
に
必
要
な
理
論
的
枠
組
み
を
提
供
し
て
く

れ
る
の
が
前
述
の
四
つ
の
専
門
分
野
と
な
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
言
語
差
別
問
題
が
テ
ー
マ
の
中
心
に
あ
り
ま
す
か

ら
、
社
会
言
語
学
が
最
も
優
先
順
位
の
高
い
専
門
分
野
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
語
差
別
問
題
と
聞
く
と
言
語

4

4

へ
の
差
別
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
差
別
の
対
象
は
言
語
で
は
な
く
、
そ
の
言
語

を
使
用
す
る
社
会
集
団

4

4

4

4

な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
こ
の
社
会

集
団
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

日
の
日
本
で
人
権
を
議
論
す
る
際
に
よ
く
聞
か
れ
る
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
ば
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
お
そ
ら
く
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
答
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
学
の
授
業
、
就
職
で
の
採
用
基
準
な
ど
学
生
の
皆
さ
ん

の
身
近
な
と
こ
ろ
に
注
意
を
向
け
れ
ば
こ
の
用
語
は
頻
繁

に
耳
や
目
に
入
る
こ
と
で
し
ょ
う
。と
こ
ろ
が
、ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
ー
と
は
、
一
部
の
人
は
す
で
に
お
気
づ
き
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、「
障
碍
」「
年
齢
」「
民
族
」「
人
種
」「
出

身
国
」「
階
級
」「
職
業
」
な
ど
多
様
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

内
容
構
成
も
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
少
し
遠

回
り
し
ま
し
た
が
、
ア
フ
リ
カ
系
奴
隷
子
孫
を
研
究
対
象

と
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
「
人

種
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
社
会
集
団
─
黒
人
集
団

─
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の

言
語
差
別
と
は
同
時
に
人
種
差
別
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ

こ
で
も
う
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
な
ぜ
特

定
の
人
種
集
団
を
差
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
が
黒
人
集
団
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
肌
の
色

の
黒
さ
や
ア
フ
ロ
ヘ
ア
に
対
す
る
偏
見
が
原
因
な
の
で

し
ょ
う
か
。
私
た
ち
日
本
社
会
を
見
て
も
、
白
人
を
頂
点

に
位
置
づ
け
ア
フ
リ
カ
の
人
々
を
軽
視
、
差
別
す
る
傾
向

が
強
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
異
常
な
ほ
ど
に

白
人
を
優
遇
（
こ
れ
も
人
種
差
別
の
一
形
態
で
す
）
す
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

日
本
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
で
見
ら
れ
る
現
象
で
す
。

で
は
、
こ
の
問
題
の
根
源
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
一
般
に
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の

研
究
テ
ー
マ

　
　
「
ア
フ
リ
カ
系
奴
隷
子
孫
へ
の
言
語
差
別

根
源
と
し
て
の
人
種
に
基
づ
く
経
済
的
搾
取
」

外
国
語
学
部　

英
語
英
文
学
科　

源 

邦
彦
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根
源
は
偏
見
で
あ
り
教
育
を
通
じ
て
意
識
教
育
を
進
め
れ

ば
解
決
さ
れ
る
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は「
ノ
ー
」

で
す
。
偏
見
が
あ
る
程
度
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
な
根
源
的
原

因
が
存
在
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、

「
黒
人
集
団
へ
の
経
済
的
搾
取
」

で
す
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
ば
、
黒
人
集
団
を
経

済
的
に
搾
取
す
る
た
め
、
こ
の
人
々
が
使
用
す
る
言
語
へ

の
差
別
を
当
集
団
を
排
除
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
用

い
、
こ
の
集
団
が
白
人
集
団
の
既
得
権
益
を
奪
う
こ
と
の

な
い
学
校
、
職
業
、
居
住
区
域
（
そ
し
て
刑
務
所
）
へ
と

誘
導
す
る
、一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
ま
す
。
つ
ま
り
、

白
人
集
団
が
黒
人
集
団
を
言
語
的
に
差
別
す
る
理
由
は
、

言
語
自
体
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
人
々
の

労
働
力
や
な
け
な
し
の
資
金
を
搾
取
し
白
人
社
会
が
経
済

的
優
位
を
得
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
経
済

的
搾
取
の
た
め
と
は
い
え
、
自
ず
か
ら
黒
人
集
団
へ
の
差

別
行
為
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的

に
は
白
人
社
会
が
奴
隷
制
度
や
植
民
地
支
配
で
莫
大
な
富

を
貪
る
一
八
世
紀
半
ば
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
科
学
」
が
人

間
集
団
を
肌
の
色
で
分
類
し
そ
れ
を
集
団
的
性
格
と
関
連

づ
け
白
人
を
頂
点
に
序
列
化
を
始
め
た
の
で
す
（
代
表
的

な
人
物
は
日
本
に
お
い
て
も
学
校
教
育
で
敬
意
を
払
わ
れ

て
い
る
カ
ル
ロ
ス
・
リ
ン
ナ
エ
ウ
ス
、通
称
リ
ン
ネ
で
す
）。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
白
人
社
会
は
慈
善
団
体
（
と
い
う

名
の
企
業
・
政
府
・
大
学
連
合
）
や
政
府
機
関
が
莫
大
な

投
資
を
行
い
学
問
知
識
（
人
類
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
教

育
学
、経
済
学
、政
治
学
、言
語
学（
社
会
言
語
学
を
含
む
）

な
ど
）
を
構
築
し
ま
す
。
人
種
集
団
間
の
経
済
的
、知
的
、

そ
の
他
の
序
列
を
合
理
化
（
正
当
化
）
す
る
そ
の
学
問
知

識
と
い
う
名
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
系
を
教
育
や
メ
デ
ィ
ア

を
通
じ
て
普
及
し
、
ほ
と
ん
ど
は
人
種
差
別
と
は
認
識
し

が
た
い
手
法
や
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
用
い
て
人
々
を
教
化
し

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
黒
人
社
会
を
劣
等
な
も
の
、
自
立

的
に
生
存
で
き
な
い
存
在
、異
常
心
理
に
侵
さ
れ
た
集
団
、

矯
正
さ
れ
る
べ
き
あ
る
い
は
制
裁
を
受
け
る
べ
き
社
会
的

逸
脱
行
為
が
著
し
い
集
団
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
黒
人
集

団
に
対
す
る
差
別
を
通
じ
て
執
り
行
わ
れ
る
経
済
的
搾
取

を
合
理
化
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
緯

か
ら
、
わ
た
し
は
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
を
ア
フ
リ
カ
系
奴

隷
子
孫
に
対
す
る
言
語
差
別
と
し
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ

を
中
心
に
世
界
中
の
人
種
に
基
づ
く
差
別
と
経
済
的
搾
取

に
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　

学
生
の
皆
さ
ん
い
か
が
で
し
ょ
う
。
英
語
英
文
学
科
の

言
語
学
セ
ク
シ
ョ
ン
で
研
究
・
教
育
活
動
を
続
け
る
わ
た

し
が
、
一
見
こ
と
ば
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
な
人
種
問
題

を
研
究
テ
ー
マ
の
重
要
な
一
部
に
位
置
づ
け
る
理
由
を
理

解
し
て
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
の
主
な
専
門

分
野
は
社
会
言
語
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の

分
野
に
か
か
わ
る
講
義
や
演
習
を
通
じ
て
、
皆
さ
ん
が
こ

れ
か
ら
生
き
抜
い
て
い
こ
う
と
す
る
社
会
の
仕
組
み
を
よ

り
広
く
よ
り
深
く
理
解
し
、
皆
さ
ん
お
一
人
お
ひ
と
り
に

と
っ
て
意
義
あ
る
生
き
方
が
見
出
せ
る
よ
う
、
一
教
員
と

し
て
微
力
な
が
ら
も
お
手
伝
い
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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