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宮
崎
孝
治
郎
教
授
の
業
績
に
つ
い
て

五

嵐

清

十

宮
崎
教
授
の
業
績
は
後
記
の
よ

5
に
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
。
満
六
十
三

才
の
定
年
で
北
大
を
去
る
と
は
い
え
、
学
者
と
し
て
は
な
お
第
一
線
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
、
未
来
に
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
て
お
ら
れ
る

教
授
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
そ
の
業
績
を
評
価
す
る
こ
と
は
不
遜
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
教
援
の
活
躍
の
あ
と
を

偲
び
、
将
来
の
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
後
進
に
と
っ
て
一
つ
の
義
務
で
あ
ろ
う
。

宮
崎
教
授
が
東
大
の
研
究
室
に
残
ら
れ
た
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
は
、
わ
が
民
法
学
に
と
っ
て
一
つ
の
転
機
で
あ
っ

た
。
末
弘
・
我
妻
両
教
授
を
中
心
と
す
る
新
し
い
民
法
学
の
樹
立
を
目
ざ
す
人
達
が
東
大
判
例
民
事
法
研
究
会
に
集
っ
て
い
た
。
宮
崎
教

宮崎孝治郎教授の業績について

撰
が
早
速
そ
の
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
教
授
は
昭
和
二
・
三
年
度
の
判
例
民
事
法
に
多
く
の
判
例
評
釈
を
発
表
し
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
民
法
二

O
条
の
「
詐
術
」
を
狭
く
解
し
た
大
審
院
判
決
を
批
判
し
た
-
評
釈
(
判
民
昭
和
二
年
度
一
一
二
事
件
)
は
、
そ

の
後
の
判
例
理
論
の
転
回
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
こ
の
評
釈
に
は
、
母
法
た
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
参
照
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
判
例
研
究
会
か
ら
教
授
は
法
律
学
者
と
し
て
多
く
を
学
ば
れ
た
と
思
う
o

し
か
し
、
教
授
は
留
学
後
、
ほ
と
ん
ど
判
例
研
究
を
発
表

し
て
い
な
い
。
判
例
の
必
要
性
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
興
味
の
中
心
が
他
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

宮
崎
教
授
の
処
女
論
文
は
、
「
地
役
権
の
時
効
取
得
」
(
法
協
四
六
巻
七
号
)
で
あ
る
。
教
授
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
民
法
の
規
定

す
る
地
役
権
の
時
効
取
得
制
度
(
二
八
三
条
)
に
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
主
と
し
て
目
的
論
的
、
比
較
法
的
な
立
場
に
求
め
て
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お
り
、
条
文
の
文
言
に
拘
泥
せ
ず
、
大
局
か
ら
眺
め
ら
れ
る
傾
向
は
、

)
の
と
き
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
教
援
は
時
効
制
度
の

存
在
理
由
を
証
拠
法
上
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
の
学
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
独
創
的
見
解
で
あ
る
。

台
北
帝
大
に
職
を
奉
ぜ
ら
れ
た
教
授
は
、
昭
和
五
年
よ
り
二
年
半
に
わ
た
る
外
遊
の
旅
に
立
た
れ
た
。
つ
と
に
比
較
法
学
者
を
志

し
た
教
授
は
、
英
米
独
仏
諸
国
だ
け
で
な
く
、
中
近
東
諸
国
か
ら
、

ス
タ
ー
リ
ン
治
下
の
ソ
ビ
エ
ト
に
至
る
ま
で
、
文
字
通
り
全
世
界
を

廻
り
、
自
分
の
限
で
各
国
の
特
徴
を
つ
か
も
う
と
し
た
。
と
く
に
、

ア
ン
リ
l

・
カ
ピ
タ
ン
(
国
巾

E
P
-
-

フ
ラ
ン
ス
に
長
く
滞
ま
り
、

S
E
)
教
授
に
つ
い
て
、
民
法
学
を
学
ば
れ
た
。
帰
国
後
、
宮
崎
教
授
が
フ
ラ
ン
ス
法
専
攻
者
と
し
て
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
の

時
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
教
授
の
学
識
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
比
較
法
そ
の
も
の

を
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
教
授
の
外
遊
中
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、

一
九
三
二
年
(
昭
和
七
年
)
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ

l
グ
で
開
か

れ
た
第
一
回
国
際
比
較
法
会
議
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
、
教
援
は
、
比
較
法
の
必
要
性
の
ほ
か
、
と

く
に
比
較
法
研
究
所
の
必
要
性
を
痛
感
さ
れ
、
そ
れ
を
故
国
に
訴
え
た
(
「
国
際
比
較
法
会
議
」
法
協
五
一
巻
九
号
以
下
)
。

昭
和
八
年
、
帰
国
さ
れ
る
や
、
教
授
と
し
て
台
北
に
赴
任
し
た
。
教
授
の
台
北
生
活
は
十
余
年
に
わ
た
る
が
、
そ
の
問
、
新
し
い

学
部
の
充
実
(
と
く
に
図
書
)
を
は
か
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
多
く
の
蓄
積
を
し
、
す
ぐ
れ
た
業
績
を
発
表
し
た
。
処
女
出
版
は
、
フ
ラ

四
ン
ス
留
学
の
成
果
と
さ
れ
る
、
「
ナ
ポ
レ
オ

γ
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
」
(
昭
和
一
二
年
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
対
す
る

ナ
ポ
レ
オ

γ
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
書
ら
し
か
ら
ぬ
、

オ
γ
法
典
の
性
格
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。

は
な
は
だ
面
白
い
書
物
で
あ
り
、
現
在
で
も
ナ
ポ
レ

教
授
の
台
北
時
代
の
最
大
の
業
績
が
、
「
比
較
婚
姻
法
」
の
編
集
に
あ
っ
た
こ
と
は
何
人
に
も
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
、
台
北

に
赴
任
す
る
や
、

た
だ
ち
に
宿
願
で
あ
る
台
北
比
較
法
学
会
を
創
設
し
、
そ
の
最
初
の
事
業
と
し
て
婚
姻
法
の
比
較
法
学
的
共
同
研
究
を

は
じ
め
た
。
そ
の
成
果
は
、
早
く
も
昭
和
一
二
年
に
第
一
部
(
婚
姻
の
成
立
)
、
同
一
七
年
に
第
二
部
(
婚
姻
の
証
明
及
効
果
)
と
な
っ
て
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刊
行
さ
れ
、
当
時
の
学
界
を
驚
倒
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
執
筆
者
は
内
外
に
わ
た
り
、
と
り
あ
げ
た
国
も
全
世
界
に
ま
た
が
り
、
わ
が

国
初
の
本
格
的
比
較
法
書
と
し
て
法
学
の
歴
史
に
残
る
偉
業
で
あ
る
。
教
授
は
、
こ
の
企
画
の
責
任
者
と
し
て
縦
横
に
活
躍
す
る
と
と
も

に
、
自
ら
全
体
の
序
論
と
フ
ラ
ン
ス
婚
姻
法
の
部
分
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
す
で
に
指
導
的
比
較
法
学
者
を
見
出
寸

ζ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
第
三
部
(
婚
姻
の
解
消
)
は
不
幸
、
戦
争
の
た
め
発
刊
が
不
可
能
と
な
っ
た
が
、
刊
行
さ
れ
た
分
だ

け
で
も
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
さ
い
し
多
大
の
便
宜
を
提
供
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

教
授
の
台
北
時
代
の
い
ま
一
つ
の
主
要
な
関
心
は
、
台
湾
お
よ
び
中
国
大
陸
に
お
け
る
家
産
承
継
制
度
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
に
向
け

ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
わ
が
国
で
は
、
法
学
者
に
よ
る
実
態
調
査
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
こ
の
点
で
も
、
教
援
の
研
究
の

先
駆
的
役
割
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
当
時
の
調
査
結
果
は
、
発
表
誌
の
関
係
で
多
く
の
人
の
注
意
す
る
と
こ
ろ

と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
幸
い
に
し
て
、
近
時
刊
行
さ
れ
た
「
財
産
承
継
制
度
の
比
較
法
的
研
究
」
(
昭
和
三
六
年
)
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
て

い
る
。以

上
が
台
北
時
代
に
発
表
さ
れ
た
主
要
な
業
績
で
あ
る
。
家
族
法
、

と
く
に
比
較
家
族
法
が
主
要
な
領
域
で
あ
り
、
教
授
は
家
族
法
の

宮崎孝治郎教授の業績について

専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
教
授
の
研
究
対
象
は
よ
り
広
く
、
た
と
え
ば
契
約
法
の
比
較
法
制
史
的
研
究
に
そ
の
一

端
が
現
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
多
く
の
研
究
が
未
発
表
の
ま
ま
終
戦
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

五

終
戦
は
、
外
地
に
い
た
多
て
の
学
者
の
運
命
を
狂
わ
せ
た
。
日
本
の
ど
の
大
学
に
も
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
ぼ
う
大
な
図
書
を
台
北

ヘ
残
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
教
授
の
心
中
は
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
し
か
し
、
教
授
の
学
問
へ
の
情
熱
は
い
さ
さ
か
も
衰
え
な
か
っ

た
。
教
授
は
一
時
秋
田
県
に
身
を
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
聞
に
、
こ
れ
ま
で
の
民
法
学
研
究
の
総
括
を
世
に
問
う
た
。
「
民
法
学
の
対
象
」
(
昭

和
二
三
年
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
著
書
は
、
所
有
権
、
契
約
、
家
族
と
い
う
民
法
学
の
三
大
範
鳴
に
つ
い
て
の
歴
史
的
比
較
法
的
研
究

で
あ
り
、
そ
の
視
野
の
広
さ
は
比
類
す
る
も
の
が
な
く
、
教
授
の
該
博
な
知
識
を
い
か
ん
な
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は

北法 14(3・4-243)62:1



わ
が
民
法
学
の
発
展
に
資
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
う
ち
の
若
干
は
、
あ
ま
り
に
も
通
説
と
隔

た
る
が
故
に
、
学
界
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

多
く
の
独
創
的
見
解
が
見
ら
れ
、

教
授
は
、
昭
和
二
二
年
、
当
時
新
設
さ
れ
た
北
大
法
文
学
部
の
教
授
と
し
て
、
生
れ
故
郷
の
北
海
道
へ
帰
り
、
以
後
、
定
年
ま
で
そ
こ

で
静
か
に
研
究
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
前
半
は
、
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
ゼ
ロ
か
ら

は
じ
ま
っ
た
法
学
部
の
充
実
は
意
の
ご
と
く
な
ら
ず
、
貴
重
な
研
究
時
間
の
多
く
が
雑
務
に
さ
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
教
授
の

学
問
的
関
心
は
ま
ず
新
民
法
の
実
施
状
況
に
向
け
ら
れ
た
。
教
授
は
、
新
民
法
の
普
及
の
た
め
に
、
北
海
道
内
を
廻
わ
ら
れ
る
と
と
も

に
、
各
地
で
実
態
調
査
を
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
が
、
「
新
民
法
の
実
施
性
に
関
す
る
研
究
」
(
民
商
二
五
巻
五
号
、
二
六
巻
一
号
)
等
と
な

り
、
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
教
授
は
新
民
法
の
中
に
、
や
や
行
き
す
ぎ
を
感
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
当
時
の
学
界
の
風
潮
の
中
で

は
、
保
守
的
な
発
言
を
さ
れ
た
。
他
方
、
普
及
活
動
の
成
果
は
、
「
新
婚
姻
法
」
(
昭
和
二
五
年
)
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
教
科
書
で
は
あ
る

が
、
そ
の
当
時
ま
で
の
比
較
法
的
研
究
の
成
果
を
と
り
入
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
存
在
を
誇
っ
た
。

北
大
法
学
部
の
人
的
物
的
施
設
が
充
実
す
る
に
つ
れ
、
教
授
は
ふ
た
た
び
本
格
的
な
研
究
に
没
頭
し
た
。
そ
の
問
、
折
に
ふ
れ
発
表
し

た
論
文
は
、

い
ず
れ
も
教
授
な
ら
で
は
と
い
う
広
い
学
識
を
一
ホ
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
と
く
に
、
民
法
学
者
と
し
て
類
を
見
な
い
ギ
リ

シ
ヤ
・
ラ
テ
ン
の
文
献
へ
の
傾
倒
は
、
宮
崎
法
学
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
論
文
の
う
ち
、
人
工
授
精
に
関
す
る
も
の
が

一
番
目
に
つ
く
が
、
そ
の
他
、
養
子
制
度
に
関
寸
る
も
の
や
、
転
質
、
転
抵
当
に
関
す
る
通
説
を
批
判
し
た
論
文
が
重
要
な
も
の
と
し
て

残
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
近
時
、
教
授
の
長
年
に
わ
た
る
蓄
積
が
二
つ
の
大
事
業
と
な
っ
て
実
を
結
ん
だ
。
そ
の
一
つ
は
、
「
新
比
較
婚
姻
法
」
全
四
巻

(
昭
和
三
五

l
三
七
年
)
の
完
成
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
前
の
「
比
較
婚
姻
法
」
の
後
身
で
あ
る
が
、
諸
外
国
に
お
け
る
婚
姻

法
の
発
展
に
か
ん
が
み
、
全
く
新
し
い
企
画
と
な
っ
允
。
執
筆
者
と
し
て
内
外
か
ら
適
任
者
を
選
び
、
十
七
カ
国
の
婚
姻
法
を
一
定
の
プ

北法 14(3・4-244)628



ラ
ン
に
従
っ
て
叙
述
し
た
本
書
は
、
英
文
の
序
文
と
あ
い
ま
っ
て
、
わ
が
国
の
比
較
法
学
の
実
力
を
世
界
に
問
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
刊

行
に
至
る
ま
で
の
編
集
者
と
し
て
の
教
授
の
御
苦
労
は
戦
前
の
比
で
は
な
く
、
超
人
的
な
熱
意
と
努
力
を
要
し
た
仕
事
で
あ
っ
た
。
今
一

つ
の
業
績
は
、

前
述
の
「
財
産
承
継
制
度
の
比
較
法
的
研
究
」
で
あ
る
。
「
農
業
基
本
法
の
基
調
を
求
め
て
」
と
題
さ
れ
る
こ
の
大
著
に

お
い
て
、
教
授
は
わ
が
国
の
農
地
相
続
制
度
に
つ
い
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
て
、
中
国
や
朝
鮮
に
お
け
る
家
産
制
度
を
探
っ
た
り
、

同
吋
曲
目
白
可
∞
え
昨
日
巾
自
巾
ロ
同

ギ
リ
ス
の

を
中
心
と
す
る
詳
細
な
比
較
法
的
研
究
を
し
た
後
、
結
論
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
制
度
の
導
入
を
主

張
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
あ
ま
り
に
も
独
創
的
す
ぎ
て
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
学
界
の
反
響
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
著
書

の
中
に
、
教
授
の
学
問
の
真
髄
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

教
授
は
、
以
上
の
よ
う
な
大
事
業
を
な
し
た
後
も
、
孜
孜
と
し
て
研
究
に
う
む
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
比
較
婚
姻
法
」
の
第
二
部
(
東

南
ア
ジ
ア
)
の
刊
行
が
最
大
の
目
標
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
現
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。
し
か
し
、
教
授
の
研

究
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
日
頃
直
接
に
見
聞
す
る
だ
け
で
も
、
教
授
の
蓄
積
の
ほ
ん
の
一
部
が
発
表
さ
れ
た
に

宮崎孝治郎教授の業績について

す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
来
発
表
さ
れ
た
業
績
だ
け
で
も
、
す
で
に
学
界
に
多
大
の
貢
献
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
お
教

授
の
見
解
の
多
く
が
少
数
意
見
に
止
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
教
授
の
民
法
学
の
全
体
系
が
な
お
公
表
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
教
授
が
今
後
と
も
研
究
を
発
展
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
全
貌
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
示
す
こ
と

を
期
待
し
て
や
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
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