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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

井
波
律
子
金
沢
大
学
教
養
学
部
（
中
国
語
学
・
中
国
文
学
）
教
授
。
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
富
山
県
高
岡
生
ま

れ
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。
六
朝
文
学
を
専
攻
。
中
国
最
初
の
体
系
的
な
文
学
理
論
『
文
心
離
龍
』
を
テ
ー
マ
と

す
る
卒
業
論
文
は
、
故
吉
川
幸
次
郎
教
授
に
よ
っ
て
絶
賛
さ
れ
た
。
著
書
の
『
中
国
人
の
機
智
』
、
『
中
国
的
レ
ト
）

リ
ッ
ク
の
伝
統
』
、
『
世
説
新
語
』
、
『
読
み
切
り
三
国
志
』
、
『
中
国
の
グ
ロ
テ
ス
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
』
、
『
中
（

国
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』
、
『
酒
池
肉
林
』
は
、
新
鮮
な
着
眼
に
よ
っ
て
中
国
文
学
研
究
の
新
世
面
を
切
り
開
く
も

の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
申
し
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
私
自
身
、
中
国
文
学

を
研
究
対
象
と
す
る
に
あ
た
り
、
通
常
は
男
女
の
性
差
に
固
執

す
る
立
場
を
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た

と
え
ば
『
三
国
志
』
に
せ
よ
『
三
国
演
義
』
に
せ
よ
、
そ
う
し

た
も
の
を
も
「
女
性
の
立
場
」
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
疑

似
的
に
「
男
性
の
立
場
」
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
あ
え

て
い
え
ば
、
両
性
具
有
的
（
無
性
的
あ
る
い
は
中
性
的
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
）
な
ニ
ン
ゲ
ン
と
し
て
、
対
象
と
向
か
い
合
い

た
い
と
、
私
は
思
う
。
付
言
す
れ
ば
、
対
象
に
対
し
て
両
性
具

有
的
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
、
男
性
研
究
者
の
場
合
も
当
然
あ

ら
ま
ほ
し
き
態
度
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

儒
教
シ
ス
テ
ム
と
文
学
に
お
け
る
女
性
像

井

波

律

子
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た
だ
、
視
点
を
儒
教
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
儒
教
と
文
学
の
関

わ
り
と
い
う
こ
と
に
置
い
た
場
合
、
ど
う
し
て
も
男
女
の
性
差

が
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
問
題
と
し

て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
二
十
一
世
紀
を

目
前
に
ひ
か
え
て
な
お
、
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
呆
れ
る
ほ
ど

古
び
た
男
女
差
別
の
意
識
や
感
覚
が
、
依
然
と
し
て
死
滅
し
な

い
現
在
の
状
況
と
も
、
密
接
に
関
わ
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

儒
教
と
い
う
と
、
私
が
反
射
的
に
思
い
う
か
べ
る
の
は
、
そ

れ
が
「
差
異
化
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
国
の
伝
統
社
会
に
お
け
る
儒
教
シ
ス
テ
ム
は
、
家
庭
レ
ベ
ル

に
お
け
る
長
幼
の
序
、
社
会
レ
ベ
ル
の
身
分
の
上
下
、
そ
し
て

国
家
レ
ベ
ル
の
君
臣
関
係
と
い
う
ふ
う
に
、
年
齢
の
上
下
、
身

分
の
上
下
を
軸
と
し
て
、
孝
悌
や
忠
信
と
い
う
本
来
工
モ
ー
シ

ョ
ナ
ル
な
要
素
を
教
条
と
し
て
掲
げ
、
人
と
人
と
の
関
係
性
を

家
庭
レ
ベ
ル
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
、
隙
間
な
く
び
っ

し
り
と
差
異
化
す
る
。

し
か
も
徹
頭
徹
尾
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
男
性
論
理
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
女
性
は
枠
の
外
に
排
除
さ
れ
、
「
女

子
と
小
人
は
養
い
が
た
し
」
と
劣
性
の
マ
ー
ク
が
刻
印
さ
れ
る
。

儒
教
シ
ス
テ
ム
の
差
異
化
の
装
置
は
、
こ
う
し
て
ま
ず
、
最
大

の
劣
性
を
帯
び
た
存
在
と
し
て
、
女
性
を
差
異
化
し
、
世
界
の

外
へ
排
除
し
た
と
こ
ろ
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

だ
か
ら
文
学
の
世
界
で
も
、
こ
う
し
て
排
除
さ
れ
た
存
在
た

る
女
性
の
姿
を
、
正
面
か
ら
と
ら
え
描
き
だ
し
た
作
品
は
、
伝

統
的
な
儒
教
シ
ス
テ
ム
じ
た
い
が
綻
び
は
じ
め
た
近
世
、
そ
れ

も
明
末
の
小
説
ま
で
、
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
も

ち
ろ
ん
単
に
女
性
を
中
心
人
物
と
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
な
ら

ば
、
唐
代
伝
奇
を
は
じ
め
先
行
す
る
も
の
が
、
い
く
ら
も
あ
げ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
李
娃
伝
」
や
「
謝
小
蛾
伝
」

な
ど
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
像
は
、
あ
え
て
）7
 

2
 

図
式
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
夫
の
出
世
に
貢
献
す
る
「
い
じ
（

ら
し
く
も
賢
明
な
妻
」
だ
っ
た
り
、
銀
難
辛
苦
の
果
て
に
父
や

夫
の
仇
討
を
す
る
「
け
な
げ
な
孝
行
娘
」
だ
っ
た
り
と
言
う
具

合
で
、
究
極
的
に
は
、
男
性
論
理
に
支
え
ら
れ
た
儒
教
シ
ス
テ

ム
に
ス
ッ
ポ
リ
は
ま
り
こ
み
、
許
容
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
な
の
で

あ
る
。こ

う
し
た
男
性
中
心
志
向
を
打
ち
破
る
女
性
像
が
、
群
れ
を

な
し
て
作
品
世
界
に
踊
り
出
て
く
る
最
初
の
作
品
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
十
六
世
紀
末
に
書
か
れ
た
白
話
長
篇
小
説
『
金

瓶
梅
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
夫
を
殺
し
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て
西
門
慶
と
結
び
つ
い
た
と
て
つ
も
な
い
悪
女
の
播
金
蓮
、
播

金
蓮
よ
り
は
毒
気
が
薄
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
夫
を

死
に
至
る
ま
で
追
い
つ
め
て
、
西
門
慶
と
結
び
つ
い
た
李
瓶
児

を
は
じ
め
、
不
倫
姦
通
な
ん
で
も
こ
い
と
ば
か
り
に
、
自
ら
の

欲
望
に
つ
き
動
か
さ
れ
た
多
く
の
「
反
倫
理
的
な
悪
女
」
の
姿

が
、
毒
々
し
く
も
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
従

来
、
世
界
の
外
に
排
除
さ
れ
た
女
性
と
い
う
存
在
が
、
極
端
化

さ
れ
た
「
欲
望
の
論
理
」
に
よ
り
、
差
異
化
を
維
持
し
続
け
よ

う
と
す
る
儒
教
シ
ス
テ
ム
を
、
侵
犯
す
る
姿
が
象
徴
的
に
見
ら

れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
問
題
は
、
『
金
瓶
梅
』
に
描
か
れ
る
こ
う
し
た
女
性
た

ち
が
す
べ
て
、
「
金
と
力
と
女
」
に
し
か
興
味
の
な
い
、
お
よ

そ
無
自
覚
的
な
「
欲
望
の
渦
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
中

心
人
物
の
成
り
上
が
り
商
人
西
門
慶
と
結
び
付
き
、
そ
の
欲
望

ロ
ン
ド

の
渦
の
な
か
で
快
楽
の
輪
舞
を
踊
り
、
や
が
て
も
ろ
と
も
に
滅

ん
で
ゆ
く
ば
か
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
金
瓶
梅
』
と
い
う

小
説
は
、
だ
か
ら
、
明
末
、
伝
統
的
な
儒
教
シ
ス
テ
ム
が
抑
圧

し
き
れ
な
く
な
っ
た
欲
望
の
論
理
の
爆
発
の
さ
ま
を
、
み
ご
と

に
描
い
て
い
る
と
は
い
え
、
中
心
人
物
の
西
門
慶
に
も
彼
を
取

り
巻
く
悪
女
た
ち
に
も
、
根
本
的
に
ま
っ
た
く
理
念
や
意
識
と

い
っ
た
も
の
が
な
い
。
『
金
瓶
梅
』
の
登
場
人
物
は
、
ま
さ
し

く
男
も
女
も
理
念
な
き
欲
望
の
ド
ラ
マ
、
乱
痴
気
騒
ぎ
を
演
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
金
瓶
梅
』
か
ら
約
二
百
年
後
、
清
代
、

十
八
世
紀
中
頃
に
書
か
れ
た
、
中
国
古
典
小
説
の
最
高
傑
作
で

あ
る
『
紅
楼
夢
』
に
な
る
と
、
こ
こ
に
具
象
化
さ
れ
た
儒
教
シ

ス
テ
ム
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
は
、
は
る
か
に
根
源
的
で
あ

り
、
構
造
化
さ
れ
た
形
を
と
る
。
儒
教
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
を
な

す
単
位
は
家
庭
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
の
は

「
孝
」
で
あ
る
。
こ
の
儒
教
の
根
本
理
念
を
逆
手
に
と
っ
て
、

『
紅
楼
夢
』
で
は
、
舞
台
と
な
る
「
大
貴
族
」
買
家
の
当
主
の

母
で
あ
る
「
買
母
」
を
、
最
高
権
力
者
の
地
位
に
据
え
る
。
「
孝
」

と
い
う
基
本
原
則
に
よ
っ
て
、
息
子
た
る
買
家
の
当
主
た
ち
も
、

彼
女
に
絶
対
服
従
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
し
て
、
『
紅
楼
夢
』

は
、
男
性
論
理
を
母
性
原
理
に
よ
っ
て
覆
す
こ
の
グ
ラ
ン
ド
マ

ザ
ー
買
母
を
頂
点
と
す
る
、
絢
爛
た
る
女
た
ち
の
世
界
を
繰
り

広
げ
る
に
至
る
。

こ
う
し
た
物
語
的
構
造
は
、
儒
教
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
理

念
そ
の
も
の
を
、
伝
統
的
価
値
観
を
逆
転
さ
せ
空
洞
化
さ
せ
る

武
器
と
し
て
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
み
立
て
ら
れ
た
も

(28) 
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の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
う
し
て
伝
統
的

価
値
観
を
文
学
的
に
根
こ
そ
ぎ
逆
転
さ
せ
た
、
『
紅
楼
夢
』
の

女
た
ち
の
世
界
で
、
た
だ
一
人
、
彼
女
た
ち
と
真
の
意
味
で
共

生
す
る
中
心
人
物
の
買
宝
玉
が
、
男
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
的

に
有
為
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
至
上
視
す
る
儒
教
の
伝
統
的
価

値
観
、
男
性
論
理
を
嫌
悪
し
否
定
す
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
「
女
の

子
は
水
で
で
き
た
身
体
、
男
は
泥
で
で
き
た
身
体
、
ぼ
く
は
女

の
子
を
見
る
と
す
っ
き
り
す
る
け
れ
ど
、
男
を
見
る
と
臭
く
て

む
か
つ
く
」
と
公
言
し
て
憚
ら
な
い
買
宝
玉
と
の
関
わ
り
を
通

じ
て
、
林
黛
玉
や
酵
宝
銀
を
は
じ
め
と
す
る
『
紅
楼
夢
』
の
少

女
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
輝
き
を
増
す
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
紅
楼
夢
』
で
は
、
グ
ラ
ン
ド
マ
ザ
ー
を
頂
点

と
し
て
母
性
原
理
ひ
い
て
は
女
性
原
理
に
よ
る
、
伝
統
的
価
値

観
（
男
性
論
理
）
の
逆
転
が
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、
買
宝
玉
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
男
性
自
ら
が
、
伝
統
的
価
値
観
（
男
性
論

理
）
を
否
定
す
る
と
い
う
、
二
重
の
逆
転
の
構
図
が
見
て
と
れ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
種
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
様
相
を
呈
す
る
『
紅

楼
夢
』
の
物
語
世
界
が
、
『
金
瓶
梅
』
描
く
と
こ
ろ
の
無
原
則

的
欲
望
の
乱
痴
気
騒
ぎ
と
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
明
確
な
理
念

に
も
と
づ
い
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
意
識
的
に
も
感
覚
的
に
も
、
女
が
解
放
さ
れ
自
由
に
な

ら
な
い
か
ぎ
り
、
男
も
解
放
さ
れ
自
由
に
な
れ
な
い
。
逆
に
、

男
が
解
放
さ
れ
自
由
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
女
も
解
放
さ
れ
自

由
に
な
れ
な
い
、
と
、
語
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀

中
頃
に
書
か
れ
た
『
紅
楼
夢
』
の
提
起
す
る
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、

男
女
の
性
差
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お

追
求
さ
れ
続
け
る
べ
き
根
本
的
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

と
い
う
わ
け
で
、
儒
教
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
そ

＂̂n―
 

れ
も
男
女
の
性
差
の
問
題
に
的
を
絞
る
と
、
そ
の
伝
統
的
価
値
）2

 

観
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
あ
ま
り
に
も
イ
ビ
ツ
で
あ
る
た
(

め
、
い
か
に
そ
の
伝
統
の
呪
縛
を
断
ち
切
り
、
逆
転
さ
せ
て
き

た
か
、
あ
る
い
は
逆
転
さ
せ
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
し
か
、

私
自
身
の
関
心
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
『
紅

楼
夢
』
に
つ
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
儒
教
の
根
本
原
則
で
あ
る

「
孝
」
の
理
念
じ
た
い
が
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
儒
教
体
制
逆
転

の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
い
う
具
合
に
、
儒
教
そ
れ
じ
た
い

が
自
己
否
定
の
契
機
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実

に
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
先
に
儒
教
は

」
の
イ
デ
オ
ロ
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ギ
ー
だ
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
差
異
化
」
に
つ
い
て
も
、

や
は
り
両
面
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
神
と
人
間
の
関
係
を
根

本
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
異
な
り
、
儒
教
は
基
本
的
に
人
間
相

互
の
関
係
性
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
の

関
係
性
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
差
異
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
生
じ
て
き
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
差
異
化
の
作
用
が
、
国

家
や
社
会
や
家
の
側
か
ら
の
強
制
と
し
て
個
人
に
押
し
付
け
ら

れ
、
社
会
的
身
分
を
固
定
さ
せ
る
権
力
性
を
帯
び
る
場
合
は
、

そ
れ
は
い
ま
や
苔
の
生
え
た
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
し
か
あ
り
え

な
い
。
た
だ
、
視
点
を
逆
転
さ
せ
、
差
異
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か

ら
権
力
性
を
す
っ
ぱ
り
抜
き
去
っ
て
、
個
人
の
側
に
重
点
を
置

け
ば
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
他
人
と
自
分
の
差
異

を
確
認
し
て
自
ら
を
相
対
化
し
、
対
他
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
か
と
い
っ
た
面
で
は
、
長
い
伝
統
を
も

つ
練
り
上
げ
ら
れ
た
差
異
化
の
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
お
お

い
に
有
効
性
を
発
揮
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に
、
根
こ
そ
ぎ
伝
統
的
価
値
観
を
文
学
的
に
逆
転
さ
せ
て
み
せ

た
、
『
紅
楼
夢
』
の
世
界
の
細
部
を
び
っ
し
り
埋
め
て
い
る
の

は
、
数
百
人
に
の
ぼ
る
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
に
合
わ

せ
た
、
日
常
生
活
に
お
け
る
身
振
り
、
立
居
振
舞
に
現
わ
さ
れ

る
差
異
化
の
美
学
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
じ
た
い
に
自
己
否
定
、
自
己
変
革
の

契
機
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ぎ
り
、
儒
教
は
時
代
と
と
も
に
変

貌
し
続
け
る
集
合
意
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
関
係
性
の
美
学
、

‘,‘、

。

文
化
装
置
と
し
て
生
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
表
層
的
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な
変
装
を
ほ
ど
こ
し
た
だ
け
で
、
か
つ
て
の
伝
統
社
会
に
お
い
(

て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
人
間
や
社
会
を
固
定
化
さ
せ
る
準
拠

枠
、
権
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

そ
の
時
、
も
は
や
儒
教
に
未
来
は
な
い
と
、
私
は
思
う
。


