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こ
の
た
び
、
大
学
二
年
生
向
け
の
現
代
数
学
の
教
科
書
の
二
冊
目
を
書
く
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
次
は
何
を
書
く
の
か
と
き
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
わ
た

し
的
に
は
、
こ
の
二
冊
で
完
結
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

こ
の
機
会
に
書
い
て
お
き
た
い
。 

  
 
 
 
 

計
算
し
な
い
数
学 

「
線
形
代
数
の
世
界
」（
Ｕ
Ｐ 

二
〇
〇
七
年
十
二
月
）
に
も
書
い
た
が
、
微
積

分
と
線
形
代
数
は
，
現
代
数
学
を
支
え
る
二
本
の
柱
で
あ
り
、
理
系
の
一
年
生

の
必
修
科
目
で
あ
る
。
理
学
部
数
学
科
に
進
学
す
る
学
生
は
、
数
学
の
必
修
科

目
を
、
二
年
生
の
冬
学
期
に
三
つ
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
二

つ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
年
生
の
線
形
代
数
と
微
積
分
の
続
き
を
す
る
。
今
回

書
い
た
の
は
、
も
う
一
つ
の
「
集
合
と
位
相
」
の
教
科
書
で
あ
る
。 

 

集
合
と
位
相
は
、
一
年
生
の
線
形
代
数
と
微
積
分
を
含
め
た
、
数
学
全
体
の

基
礎
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
先
に
や
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
論
理
的
な
順
序
ど
お
り
に
や
れ
ば
う
ま
く
行
く
、
と
い
う
も
の
で

も
な
い
。
小
学
校
で
も
、
最
初
に
な
ら
う
の
は
ひ
ら
が
な
や
簡
単
な
文
章
で
、

さ
き
に
文
法
規
則
を
教
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

必
修
三
科
目
の
中
で
、「
集
合
と
位
相
」
に
は
、
他
の
二
科
目
と
は
異
質
の
難

し
さ
が
あ
る
よ
う
だ
。
大
学
受
験
を
通
っ
て
、
さ
ら
に
数
学
科
に
進
も
う
と
い

う
学
生
た
ち
な
の
だ
か
ら
、
ふ
つ
う
の
人
よ
り
数
学
に
対
す
る
免
疫
を
は
る
か

に
も
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
ぶ
つ
か
る
「
集
合
と
位
相
」
の
難
し

さ
の
原
因
は
、
数
学
に
対
す
る
先
入
観
と
の
ず
れ
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ど

ん
な
に
計
算
が
得
意
で
も
、「
集
合
と
位
相
」
を
理
解
す
る
に
は
あ
ま
り
役
に
立

た
な
い
よ
う
だ
。 

 

二
十
世
紀
に
、
自
然
科
学
は
ど
の
分
野
も
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
。
そ
の
代

表
的
な
も
の
が
、
量
子
力
学
や
分
子
生
物
学
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
現
代
の
物

質
や
生
物
に
対
す
る
人
類
の
理
解
の
根
底
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
日

常
的
な
知
識
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
膝
の
上
に
い
る
猫
が

好
き
だ
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
解
読
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
一
見

何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。 

 

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
学
も
十
九
世
紀
か
ら

二
十
世
紀
に
か
け
て
、
同
じ
よ
う
な
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。
量
子
力
学

や
分
子
生
物
学
の
よ
う
な
、
わ
か
り
や
す
い
名
前
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
、
現
代
数
学
と
か
抽
象
数
学
と
か
よ
ば
れ
て
い
る
。 

 

自
然
科
学
の
変
貌
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
一
つ
に
は
、
顕
微
鏡
や
望
遠
鏡

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
機
器
の
発
達
に
よ
り
、
目
に
見
え
な
い
世
界
が
観
測
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
加
速
器
や
遺
伝
子
組
換
え
に
よ
っ
て
、
未

知
の
現
象
を
人
工
的
に
作
り
出
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
数
学

で
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
、
集
合
と
位
相
に
代
表
さ
れ
る
、
抽
象
的
な
構
成

で
あ
り
、
操
作
で
あ
る
。 

 

ふ
つ
う
の
人
に
と
っ
て
は
、
数
学
と
は
ま
ず
計
算
だ
ろ
う
。
計
算
が
で
き
れ

ば
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
解
け
る
。
方
程
式
も
解
け
る
し
、
接
線
や
面
積
だ
っ
て



求
ま
る
。
し
か
し
、
現
代
数
学
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
抽
象
的
な
概
念
の
構
成

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
集
合
の
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
。 

数
学
と
は
計
算
だ
と
思
う
人
に
と
っ
て
は
、
ａ
を
計
算
し
て
変
形
し
て
い
っ

て
ｂ
に
た
ど
り
つ
け
ば
、
ａ
＝
ｂ 

と
い
う
等
式
が
で
き
あ
が
る
。
と
こ
ろ
が
、

同
じ
式
を
証
明
す
る
の
に
、
違
う
や
り
方
が
あ
る
。
ａ
と
ｂ
が
要
素
を
一
つ
し

か
含
ま
な
い
集
合
Ａ
の
要
素
な
ら
ば
、
や
は
り
ａ
＝
ｂ
が
得
ら
れ
る
。
ち
ょ
っ

と
単
純
化
し
す
ぎ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
が
抽
象
数
学
の
方
法
で
あ
る
。 

こ
の
方
法
で
は
、
集
合
Ａ
を
設
定
す
る
と
こ
ろ
が
、
実
は
鍵
に
な
っ
て
い
る
。

目
標
の
式
か
ら
み
る
と
、
何
か
回
り
道
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う

い
う
場
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
一
見
何
も
し
な
い
で
い
る
う
ち
に
証
明
が
で
き

て
し
ま
う
。 

 

数
学
者
が
お
つ
り
の
計
算
が
苦
手
だ
と
い
う
の
は
、
よ
く
あ
る
ネ
タ
だ
が
、

数
学
者
に
も
、
計
算
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
人
と
、
私
の
よ
う
に
で
き
れ
ば
し

な
い
で
す
ま
せ
た
い
と
い
う
人
の
二
種
類
が
あ
る
。
計
算
の
好
き
な
人
に
、
私

は
計
算
を
し
な
い
工
夫
を
考
え
る
の
が
好
き
だ
と
話
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を

い
う
数
学
者
が
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
驚
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、「
集
合
と
位
相
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
抽
象
的
な
概
念

や
対
象
の
操
作
を
体
系
的
、
組
織
的
に
学
ぶ
。
計
算
が
得
意
だ
か
ら
数
学
に
向

い
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
学
生
も
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
頭
の
使
い
方
が
要
求

さ
れ
る
。 

「
集
合
と
位
相
」
を
教
え
る
こ
と
は
、
単
に
知
識
の
体
系
を
伝
え
る
こ
と
で

は
な
く
、
数
学
観
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
考
え
方
そ
の
も
の
を
変
え
る

と
な
る
と
、
思
想
教
育
と
か
洗
脳
と
い
う
こ
と
ば
も
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
で

は
、
難
し
い
の
も
し
か
た
が
な
い
。 

  
 
 

抽
象
数
学
の
こ
と
ば 

 

数
学
科
の
二
年
生
は
、
な
ぜ
、
そ
う
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
学
ぶ
と
こ
ろ
か

ら
始
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
現
代
の
数
学
の
対
象
も
、

日
常
的
な
理
解
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。 

小
学
校
以
来
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
数
学
の
対
象
は
、
ま
ず
は
数
で
あ
り
そ
し

て
図
形
だ
っ
た
。
現
代
数
学
の
対
象
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
も
の
と
つ
な

が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
常
識
の
通
用
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
間
違
い
な
く
扱
う
に
は
、「
集
合
と
位
相
」
で
学
ぶ
よ
う
な
抽
象
的
な

考
え
方
が
欠
か
せ
な
い
。 

物
理
学
や
生
物
学
で
も
、
扱
う
対
象
は
、
目
の
前
の
物
体
や
生
き
物
を
離
れ

て
、
素
粒
子
や
遺
伝
子
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
数

学
の
対
象
も
、
ふ
つ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
数
や
図
形
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
。
素
粒
子
や
遺
伝
子
な
ら
ば
、
い
く
ら
極
微
の
世
界
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、

観
測
す
る
手
段
を
準
備
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
こ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

ふ
つ
う
の
数
や
図
形
に
対
す
る
常
識
の
通
用
し
な
い
世
界
に
あ
る
数
学
の
対
象

を
扱
う
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。 

そ
れ
に
は
、
数
学
で
扱
い
た
い
対
象
を
、
集
合
と
し
て
構
成
す
れ
ば
よ
い
、

と
現
代
数
学
で
は
考
え
る
。
自
然
と
い
う
書
物
は
数
学
の
こ
と
ば
で
書
か
れ
て

い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
抽
象
数
学
は
集
合
の
こ
と
ば
で
書
か
れ
て
い
る
。 

ふ
つ
う
の
数
や
ふ
つ
う
の
空
間
か
ら
出
発
し
て
、
新
し
い
数
の
体
系
や
空
間



を
、
集
合
と
し
て
構
成
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
も

と
の
数
や
空
間
が
存
在
す
る
の
と
同
様
な
意
味
で
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
を
扱
う
の
に
、
慣
れ
る
ま
で
は
手
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ふ

つ
う
の
数
や
ふ
つ
う
の
空
間
と
、
扱
う
方
法
は
違
わ
な
い
。
こ
う
い
う
考
え
に

慣
れ
て
く
る
と
、
特
別
な
手
段
を
使
わ
な
い
と
捉
え
ら
れ
な
い
、
素
粒
子
や
遺

伝
子
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
抽
象
的
な
対
象
に
も
思
え
て
く
る
。 

 

現
代
数
学
が
徹
底
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
な
じ
み
深
い
数
や
図

形
と
無
縁
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
む
し
ろ
そ
の

逆
で
あ
る
。
ふ
つ
う
の
数
や
ふ
つ
う
の
空
間
を
も
っ
と
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、

見
慣
れ
な
い
数
や
見
慣
れ
な
い
空
間
を
考
え
出
し
た
と
も
言
え
る
。 

一
つ
し
か
な
い
対
象
の
研
究
は
、
難
し
い
と
い
わ
れ
る
。
人
の
脳
や
宇
宙
な

ど
が
そ
う
だ
ろ
う
。
一
つ
し
か
な
い
も
の
は
、
そ
れ
と
似
た
も
の
と
比
較
し
て
、

相
違
点
や
類
似
点
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
代
数
学
で
は
、
抽
象
的

な
構
成
の
お
か
げ
で
、
ふ
つ
う
の
数
や
ふ
つ
う
の
空
間
を
、
見
慣
れ
な
い
数
や

見
慣
れ
な
い
空
間
と
比
べ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ふ
つ
う

の
数
や
ふ
つ
う
の
空
間
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
ど
の
く
ら
い
ふ
つ
う
で
ど
の

く
ら
い
特
殊
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

フ
ェ
ル
マ
ー
の
最
終
定
理
が
解
決
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ル
マ
ー
の
最
終
定
理
そ
の
も
の
は
、
な
じ
み
深
い

整
数
に
つ
い
て
の
話
だ
が
、
そ
の
証
明
は
、
高
度
な
現
代
数
学
を
駆
使
す
る
も

の
だ
っ
た
。
物
体
の
色
や
硬
さ
が
量
子
力
学
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ル

マ
ー
の
方
程
式
に
解
が
な
い
こ
と
も
、
現
代
数
学
で
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

 
 

抽
象
数
学
の
起
源 

物
理
学
や
生
物
学
が
極
微
の
世
界
の
探
索
に
向
か
っ
た
と
き
に
、
数
学
が
抽

象
へ
と
向
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
数
学
の
抽
象
化
は
、
最
近
に

始
ま
っ
た
話
で
は
な
い
。
数
学
は
、
は
じ
め
か
ら
抽
象
的
な
の
で
あ
る
。 
 

小
学
校
の
テ
ス
ト
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
三
個
の
り
ん
ご
や
三
個
の
い

ち
ご
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
三
と
い
う
数
そ
の
も
の
を
見
た
人
は

ひ
と
り
も
い
な
い
。
３
と
い
う
数
字
は
、
数
を
表
す
記
号
で
あ
っ
て
、
数
そ
の

も
の
で
は
な
い
。
ひ
ら
が
な
が
読
め
な
い
と
、「
さ
ん
」
が
３
だ
と
は
わ
か
ら
な

い
。[san]

と
読
ん
で
み
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
な
ら
１
０
０
だ
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
。
三
人
の
子
ど
も
と
、
三
歳
の
子
ど
も
か
ら
、
３
と
い
う
数
を
共
通
点
と

し
て
見
出
す
の
は
、
か
な
り
の
抽
象
能
力
が
い
る
こ
と
に
違
い
な
い
。 

数
は
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
の
頭
の
中
に
の
み

存
在
す
る
。
数
学
者
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
よ
う
に
、
数
学
的
実
在
に
つ

い
て
語
る
が
、
こ
れ
は
、
や
は
り
主
観
的
な
存
在
と
し
か
い
え
な
い
。
数
学
的

対
象
に
、
現
実
の
物
体
や
出
来
事
と
同
じ
よ
う
な
存
在
感
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
ら
な
け
れ
ば
、
一
人
前
の
数
学
者
に
は
な
れ
な
い
、
と
は
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
。 

数
の
も
つ
そ
の
よ
う
な
性
格
は
、
言
語
と
よ
く
似
て
い
る
。
数
と
言
語
の
共

通
点
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
言
語
は

人
間
に
生
得
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
そ
う
だ
。
と
す
る
と
、
数
も
人
間

に
生
得
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
ど
の
程
度
ま

で
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
脳
の
器
質
的
障
害
に
よ
る
失
数
症
、
な
ど
と
い
う
こ
と

も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 



数
学
は
、
も
と
か
ら
抽
象
的
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
幾
何
学
は
現
実
の
空
間

を
理
想
化
し
て
と
ら
え
る
も
の
だ
、
と
長
い
間
考
え
ら
れ
て
い
た
。
現
代
の
よ

う
な
抽
象
的
な
考
え
方
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
、
十
九
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
だ
ろ
う
。
数
学
の
抽
象
化
は
、
幾
何
学
の
対
象
が
、
現
実
の
三

次
元
空
間
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
。 

十
九
世
紀
に
は
、
一
年
生
の
線
形
代
数
で
習
う
よ
う
な
、
高
次
元
空
間
が
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
前
史
に
は
、
平
面
や
空
間
の
点
を
、
数
の
組

で
表
わ
す
座
標
の
考
え
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
学
校
以
来
お
な
じ
み
の
も
の
で
、

あ
た
り
ま
え
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
学
史
上
、
第
一
級
の
発
見
だ
っ

た
。
逆
説
的
に
き
こ
え
る
だ
ろ
う
が
、
後
に
な
っ
て
あ
た
り
ま
え
に
思
え
る
も

の
ほ
ど
、
根
本
的
で
優
れ
た
考
え
な
の
で
あ
る
。 

そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
が
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
。
彼
の
大
胆
な

着
想
に
よ
り
、
幾
何
学
は
現
実
の
空
間
か
ら
自
由
に
な
っ
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
二
十
世
紀
に
一
般
相
対
性
理
論
を
作
っ
た
と
き
に
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
、
曲
が
っ
た
空
間
の
幾
何
学
は
、
十
九
世
紀
に
リ
ー
マ
ン
が
既
に
準
備
し
て

い
た
。 

物
質
を
原
子
に
分
解
し
て
考
え
る
よ
う
に
、
数
学
的
対
象
は
集
合
と
し
て
考

え
る
と
、
点
の
集
ま
り
に
解
体
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
位
相
を
導
入
す
る
こ
と
で
、

ば
ら
ば
ら
の
点
の
集
ま
り
を
、
幾
何
的
な
対
象
と
し
て
再
構
築
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
う
な
る
と
、
幾
何
的
な
対
象
は
、
も
は
や
図
形
で
あ
る
必
要
も
な
い
。

関
数
か
ら
な
る
空
間
や
、
関
数
の
関
数
か
ら
な
る
空
間
の
幾
何
学
に
つ
い
て
語

る
こ
と
も
、
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

数
学
の
抽
象
化
は
、
幾
何
学
だ
け
で
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
数
学
と
は
計

算
だ
と
思
っ
て
も
、
で
は
、
そ
の
計
算
規
則
の
妥
当
性
は
ど
う
保
証
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
。
一
年
生
で
学
ぶ
微
積
分
の
内
容
も
、
そ
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
に
は
、

多
く
の
年
月
と
努
力
が
費
や
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
そ
れ
は
、
実
数
の
集
合
を

抽
象
的
に
構
成
す
る
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。 

  

抽
象
数
学
の
普
及 

二
十
世
紀
に
、
抽
象
数
学
の
普
及
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
の
は
、
ブ
ル
バ
キ

だ
ろ
う
。
現
代
哲
学
に
興
味
の
あ
る
人
は
、
構
造
主
義
と
い
う
こ
と
ば
に
結
び

つ
い
た
、
ブ
ル
バ
キ
と
い
う
名
前
を
ご
存
じ
か
も
し
れ
な
い
。
ブ
ル
バ
キ
と
は
、

全
数
学
を
集
合
論
の
上
に
展
開
す
る
と
い
う
理
念
を
実
行
に
移
し
た
、
フ
ラ
ン

ス
の
数
学
者
集
団
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
、「
数
学
原
論
」
と
い

う
大
部
の
本
と
し
て
、
数
学
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
。 

「
数
学
原
論
」
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
批
判
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
、

抽
象
数
学
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
、
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

十
九
世
紀
に
は
、
ガ
ウ
ス
や
リ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
天
才
に
の
み
許
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
、
根
気
よ
く
「
数
学
原
論
」
を
読
め
ば
、
ふ
つ
う
の
人
に
も
た
ど
り
着

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
数
学
原
論
」
は
、
数
学
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
数
学
教
育
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
筆
者
と
同
世
代
の
方
に
は
、
小
学
校
で
集
合
を
教
わ
っ
て
、

何
の
こ
と
か
と
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
数

学
の
基
礎
が
集
合
論
な
ら
ば
、
そ
の
基
礎
を
小
学
校
で
教
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ

う
と
考
え
た
人
が
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。 

ブ
ル
バ
キ
は
、
集
合
論
を
基
礎
と
し
て
数
学
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
中
で
、



代
数
学
の
基
礎
は
線
形
代
数
に
お
い
た
。
こ
の
数
学
観
が
広
ま
っ
た
こ
と
の
結

果
と
し
て
、
線
形
代
数
が
一
年
生
の
必
修
科
目
で
、
二
年
生
で
は
集
合
と
位
相

が
必
修
だ
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
線
形
代
数
と
、
そ
の
姉
妹
編

の
、
集
合
と
位
相
の
教
科
書
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。 

 

友
人
の
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者
に
、
今
度
「
集
合
と
位
相
」
を
教
え
る
予
定
だ

と
話
し
た
ら
、
日
本
で
は
、
ま
だ
位
相
空
間
論
を
授
業
で
き
る
の
か
と
感
心
さ

れ
た
。
ブ
ル
バ
キ
の
本
国
で
も
、
位
相
空
間
論
は
抽
象
的
過
ぎ
る
と
し
て
、
大

学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ら
し
い
。 

「
集
合
と
位
相
」
の
原
稿
は
、
実
は
、
一
年
前
に
は
一
通
り
で
き
あ
が
っ
て
い

た
の
だ
が
、
そ
の
あ
と
、
去
年
の
講
義
が
終
わ
る
ま
で
待
っ
て
い
た
。
講
義
を

準
備
す
る
と
き
に
、
教
え
る
内
容
を
整
理
す
る
に
は
、
時
間
さ
え
作
れ
れ
ば
よ

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
学
生
に
ど
う
伝
わ
る
か
を
予
測
す
る
の
は
難
し
い
。
特

に
、「
集
合
と
位
相
」
の
よ
う
に
、
考
え
方
を
教
え
る
と
き
は
、
や
っ
て
み
な
い

と
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
講
義
の
反
応
を
み
な
が
ら
、
原
稿
に
手
を
入
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。 

 

数
学
者
に
と
っ
て
は
、
数
学
の
抽
象
的
な
考
え
方
は
日
常
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
意
識
し
な
い
で
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
数
学
者
と
し
て

食
べ
て
い
け
る
。
だ
か
ら
、
初
心
者
が
ど
こ
で
つ
ま
ず
く
の
か
は
、
想
像
す
る

の
が
難
し
い
。
自
分
が
昔
勉
強
し
た
と
き
に
、
ど
こ
で
苦
労
し
た
か
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
と
っ
く
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

自
転
車
の
乗
り
方
を
教
え
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、

あ
れ
は
、
教
わ
っ
て
乗
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
乗
り
方
を
こ
と
ば

で
説
明
で
き
る
も
の
で
も
な
い
し
、
お
手
本
を
み
て
も
ま
ね
が
で
き
る
も
の
で

も
な
い
。
教
え
る
人
に
は
、
後
ろ
で
押
さ
え
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な

い
。
抽
象
的
な
数
学
の
考
え
方
も
、
実
は
体
で
覚
え
る
し
か
な
い
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
。 

 

数
学
を
学
ぶ
と
き
に
、
抽
象
論
の
習
得
に
時
間
を
費
や
す
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
象
に
早
く
と
り
く
ん
だ
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
も
あ
る
よ
う
だ
。
し
か

し
、
量
子
力
学
を
知
ら
ず
に
、
物
体
の
性
質
を
調
べ
よ
う
と
思
っ
て
も
限
界
が

あ
る
よ
う
に
、
抽
象
論
の
力
を
借
り
ず
に
数
学
的
対
象
を
調
べ
よ
う
と
し
て
も
、

で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
公
式
を
見
つ
け
た
と
思
っ
て
も
、
十

九
世
紀
に
す
で
に
調
べ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
二
十
世
紀
の
抽
象
論

の
特
別
の
場
合
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

数
学
に
王
道
は
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
抽
象
数
学
の
基
本
を
手
っ
取
り
早
く

身
に
つ
け
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
数
学
原
論
」

を
読
む
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
簡
単
に
は
で
き
な
い
こ
と
は
、
図
書
室
に
行
っ

て
本
棚
を
見
れ
ば
一
目
で
わ
か
る
。 

そ
こ
で
、
こ
ん
な
本
が
あ
れ
ば
と
思
っ
て
、「
線
形
代
数
の
世
界
」
と
「
集
合

と
位
相
」
を
書
い
た
。
内
容
は
基
本
的
な
と
こ
ろ
だ
け
に
絞
っ
て
、
つ
ま
ず
き

そ
う
な
と
こ
ろ
に
も
、
私
と
し
て
は
気
を
く
ば
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
二

冊
で
は
、
ほ
ん
の
入
り
口
を
扱
っ
た
だ
け
だ
が
、
抽
象
数
学
の
世
界
の
敷
居
が
、

少
し
は
低
く
な
っ
て
く
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
。 


