
線
形
代
数
の
世
界

斎
藤
　
毅

線
型
代
数
に
そ
れ
本
来
の
座
が
与
え
ら
れ
る
。（
Ｎ
．
ブ
ル
バ
キ
「
数

学
史
」1
）

佐
武
一
郎
「
線
型
代
数
学
」
裳
華
房
（
一
九
七
四
）（「
行
列
と
行
列
式
」

（
一
九
五
八
）
改
題
）
と
齋
藤
正
彦
「
線
型
代
数
入
門
」
東
京
大
学
出
版

会
（
一
九
六
六
）
は
、
数
学
会
の
出
版
賞
に
輝
く
、
名
著
の
誉
れ
高
い
線

形
代
数
の
教
科
書
で
あ
る
。
こ
の
二
冊
を
は
じ
め
、
線
形
代
数
の
教
科
書

は
、
優
れ
た
も
の
が
、
既
に
そ
し
て
新
た
に
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
新
し
く
線
形
代
数
の
教
科
書
を
書
い
た
い
き

さ
つ
な
ど
を
、
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
。

え
り
好
み

微
積
分
と
線
形
代
数
は
、
理
系
の
一
年
生
の
数
学
の
必
修
科
目
で
あ
る
。

1

ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
二
〇
〇
六
）
上
　
一
五
三
ペ
ー
ジ

微
積
分
に
知
名
度
で
は
負
け
る
が
、
線
形
代
数
の
基
礎
で
あ
る
ベ
ク
ト
ル

や
行
列
は
、
高
校
数
学
の
目
玉
で
あ
る
。
連
立
一
次
方
程
式
や
直
線
の
方

程
式
な
ら
、
中
学
生
に
も
な
じ
み
深
い
は
ず
で
あ
る
。
高
校
で
は
、
平
面

か
三
次
元
空
間
に
限
ら
れ
る
が
、
大
学
に
は
い
る
と
、
四
次
元
や
も
っ
と

高
次
元
の
空
間
の
ベ
ク
ト
ル
も
扱
え
る
よ
う
に
な
る
。

ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、
数
理
科
学
研
究
科
は
駒
場
に
あ
り
、

一
年
生
に
微
積
分
と
線
形
代
数
を
教
え
込
む
の
は
、
数
理
の
教
員
の
だ
い

じ
な
任
務
で
あ
る
。
一
年
生
の
講
義
の
う
け
も
ち
は
、
微
積
分
と
線
形
代

数
の
好
き
な
ほ
う
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
は
、
線
形
代
数
の

ほ
う
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
し
か
や
っ
た
こ
と
が
な
い
。

ど
う
し
て
か
と
言
う
と
、
四
次
元
空
間
と
い
っ
て
も
、
Ｓ
Ｆ
の
よ
う
な

奇
抜
な
話
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
講
義
の
な
か
み
は
、
連
立
一
次
方
程

式
を
解
く
こ
と
が
中
心
で
、
そ
の
解
き
方
に
は
中
学
で
教
わ
っ
た
こ
と
と

本
質
的
な
差
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
微
積
分
は
、
テ
イ
ラ
ー
展
開
や
偏

微
分
、
重
積
分
と
い
っ
た
、
い
か
に
も
大
学
の
数
学
と
い
う
多
彩
な
内
容

に
満
ち
て
い
る
。

こ
ん
な
偏
見
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
い
つ
も
微
積
分
を
選
ん
で
い
る
。

教
師
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
な
い
も
の
を
教
え
る
の
は
、
学
生
に
と
っ

て
迷
惑
だ
と
い
う
、
都
合
の
よ
い
口
実
は
誰
が
考
え
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。

冬
学
期
に
な
る
と
、
理
学
部
数
学
科
に
も
進
学
の
内
定
し
た
二
年
生
が

や
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
学

部
数
学
科
は
、
数
理
科
学
研
究
科
と
同
じ
く
駒
場
に
あ
る
。
そ
の
必
修
科

目
に
、「
代
数
と
幾
何
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
線
形
代
数
の
続
き
を
教
え
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る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

本
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
お
と
と
し
、
こ
の
講
義
を
も
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
一
年
生
の
線
形
代
数
は
や
ら
な
い
の
に
、
二
年
生
の
を

や
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
こ
ん
な
わ
け
で
あ
る
。

一
年
生
の
は
、
理
系
の
学
生
全
員
の
必
修
だ
か
ら
、
数
学
が
好
き
な
学

生
ば
か
り
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
二
年
生
の
は
、
理
学
部
の
他
の

学
科
に
進
学
す
る
学
生
も
い
る
が
大
多
数
は
数
学
科
に
進
む
学
生
で
、
数

学
が
好
き
な
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
授
業
が
や
り
や
す
い
、

と
い
う
の
は
確
か
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
そ
の
こ
と
で
は

な
い
。

一
年
生
の
線
形
代
数
で
は
、
高
次
元
の
空
間
を
み
る
の
が
は
じ
め
て
だ

か
ら
、
高
次
元
空
間
の
ベ
ク
ト
ル
や
行
列
を
い
ろ
い
ろ
具
体
的
に
扱
っ
て

み
て
そ
れ
に
慣
れ
る
、
と
い
う
の
が
主
な
内
容
に
な
る
。
抽
象
的
な
線

形
空
間
も
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
あ
た
り
は
ど
う
し
て
も
学

生
の
理
解
度
が
低
く
な
る
。
そ
の
辺
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
、
授
業
ア
ン

ケ
ー
ト
の
評
価
も
低
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
線
形
代
数
が
ほ
ん
と
に
お
も

し
ろ
く
な
っ
て
き
て
、
そ
の
あ
り
が
た
み
が
わ
か
っ
て
く
る
の
は
、
抽
象

的
な
線
形
空
間
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
な
の
だ
。

数
学
の
歴
史
の
中
で
、
根
本
的
な
視
点
の
転
換
が
度
々
お
き
て
い
る
。

古
く
は
、
空
間
と
い
う
も
の
は
一
つ
し
か
な
い
も
の
で
、
そ
の
中
に
あ
る

も
の
が
数
学
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
空
間

を
設
定
し
て
、
個
々
の
空
間
そ
の
も
の
を
数
学
の
対
象
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
、
抽
象
化
へ
向
け
て
の
大
き
な
転
換
だ
っ
た
。
今
で
も
数

学
を
勉
強
し
て
い
く
と
、
こ
の
転
換
点
を
必
ず
通
る
こ
と
に
な
る
。

一
年
生
に
と
っ
て
の
線
形
代
数
の
舞
台
は
、
座
標
の
定
め
ら
れ
た
高
次

元
の
空
間
と
い
う
、
一
つ
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
年
生
に
と
っ
て
は
、

い
く
つ
か
の
公
理
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
も
の
で
も
線
形
代
数
の

対
象
で
あ
る
。
関
数
の
空
間
で
も
、
数
列
の
空
間
で
も
よ
い
。
も
っ
と
抽

象
的
に
構
成
さ
れ
る
空
間
で
も
よ
い
し
、
構
成
法
す
ら
知
ら
な
い
空
間
で

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
連
立
一
次
方
程
式
を
解
く

技
術
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
数
学
の
考
え
方
を
線
形
代
数
を
通
し
て
学
ぶ

こ
と
が
だ
い
じ
な
内
容
に
な
っ
て
く
る
。

抽
象
数
学
の
確
立
に
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
た
Ｄ
．
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に

よ
る
と
、
点
や
直
線
と
い
う
名
前
に
特
別
な
意
味
は
な
く
、
ほ
か
の
ど
ん

な
こ
と
ば
で
お
き
か
え
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
す

ぎ
だ
と
い
う
人
も
い
る
が
、
数
に
は
本
質
的
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

い
ち
ご
三
つ
と
り
ん
ご
三
つ
を
た
す
こ
と
に
意
味
は
な
い
が
、
い
ち
ご
だ

ろ
う
が
り
ん
ご
だ
ろ
う
が
、
三
個
た
す
三
個
が
六
個
で
あ
る
こ
と
は
変
わ

ら
な
い
。
数
学
に
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
性
格
が
は

じ
め
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
。

教
科
書
さ
が
し

こ
の
あ
た
り
の
お
も
し
ろ
さ
を
教
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
二
年

生
冬
学
期
の
線
形
代
数
を
う
け
も
っ
た
。
そ
こ
で
困
っ
た
の
が
、
教
科
書

で
あ
る
。
線
形
代
数
の
教
科
書
で
は
、
ふ
つ
う
、
三
次
元
空
間
の
ベ
ク

ト
ル
の
復
習
か
ら
は
じ
め
て
、
高
次
元
空
間
の
ベ
ク
ト
ル
や
行
列
に
は
い
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る
。
こ
の
入
り
口
の
部
分
で
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
を
費
や
し
て
し
ま
う
た

め
か
、
抽
象
的
な
線
形
空
間
の
扱
い
は
手
薄
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
二
年
生
の
線
形
代
数
の
主
題
は
、
抽
象
的
な
線
形
空
間
や
線
形
写

像
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
う
つ
い

双
対
空
間
や
商
空
間
で
あ
る
。

双
対
空
間
と
い
う
の
は
、
も
と
の
空
間
と
対
を
な
す
空
間
で
あ
る
。
く

わ
し
い
説
明
は
本
を
み
て
頂
く
し
か
な
い
が
，
強
引
に
た
と
え
れ
ば
、
も

と
の
空
間
を
裏
返
し
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
双
対
空
間
を
も
う
い

ち
ど
裏
返
す
こ
と
も
で
き
て
、
有
限
次
元
な
ら
も
と
の
空
間
と
ぴ
っ
た
り

重
な
り
、
無
限
次
元
な
ら
は
み
だ
し
て
し
ま
う
。
商
空
間
は
、
も
と
の
空

間
を
何
か
の
方
向
に
つ
ぶ
し
た
も
の
で
あ
る
。

教
科
書
を
探
し
に
、
生
協
の
書
籍
部
に
行
っ
て
み
た
が
、
商
空
間
な
ど

の
抽
象
的
な
構
成
ま
で
を
、
て
い
ね
い
に
説
明
し
て
あ
る
本
が
な
か
な
か

見
あ
た
ら
な
い
。
名
著
の
二
冊
で
も
、「
線
型
代
数
入
門
」
で
は
、
双
対

空
間
と
商
空
間
は
演
習
問
題
で
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。「
線
型
代

数
学
」
で
は
、
双
対
空
間
は
き
ち
ん
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
商
空
間
に

つ
い
て
は
、
活
字
も
小
さ
く
、
簡
単
な
扱
い
で
あ
る
。

そ
こ
で
思
い
出
し
た
の
が
、
線
形
代
数
を
勉
強
し
た
と
き
に
読
ん
だ
、

岩
波
講
座
「
基
礎
数
学
」
の
分
冊
の
伊
原
信
一
郎
「
線
型
空
間
」（
一
九

七
六
）
で
あ
る
。
こ
の
本
で
は
、
商
空
間
や
双
対
空
間
が
し
っ
か
り
解
説

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
単
行
本
化
も
さ
れ
た
の
だ
が
、
残
念
な

こ
と
に
、
今
は
手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
お
と
と
し
は
「
線
型
代
数
学
」
を
参
考
書
に
し
て
講

義
を
し
た
。
以
前
は
、
講
義
の
準
備
に
は
、
大
学
ノ
ー
ト
を
一
冊
用
意
し

て
、
そ
れ
に
講
義
ノ
ー
ト
を
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く

す
る
と
ノ
ー
ト
が
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
い
、
何
年
か
し
て
同
じ
講
義
を

す
る
こ
と
に
な
る
と
徒
労
感
に
襲
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
数
年
前
か
ら
、
講

義
ノ
ー
ト
の
フ
ァ
イ
ル
を
つ
く
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
い
る
。

半
年
間
の
線
形
代
数
の
講
義
と
演
習
を
終
わ
っ
て
み
る
と
、
か
な
り
の

分
量
の
講
義
ノ
ー
ト
と
演
習
問
題
の
フ
ァ
イ
ル
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
、
出
版
会
の
委
員
を
し
て
い
る
数
理
の
先
生
か
ら
、
そ
れ
を

も
と
に
、
シ
リ
ー
ズ
「
大
学
数
学
の
入
門
」
に
一
冊
書
い
て
み
た
ら
と
勧

め
ら
れ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
数
学
科
の
二
、
三
年
生
の
必
修
科
目
に

な
っ
て
い
る
現
代
数
学
の
基
礎
的
な
部
分
に
つ
い
て
、
標
準
的
な
教
科
書

を
そ
ろ
え
よ
う
と
い
う
企
画
で
あ
る
。

抽
象
的
な
話
に
重
点
を
お
い
た
線
形
代
数
の
教
科
書
が
あ
れ
ば
い
い
の

に
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
自
分
で
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の

年
に
、
と
い
う
の
は
去
年
の
こ
と
だ
が
、
も
う
一
度
講
義
を
し
て
ノ
ー
ト

を
完
成
し
、
そ
れ
を
本
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
話
が
ま
と
ま
っ
た
。

数
学
的
な
感
覚

数
学
の
本
に
は
、
ブ
ル
バ
キ
の
「
数
学
原
論
」
以
来
定
着
し
た
、
定
義
、

定
理
、
証
明
の
羅
列
と
い
う
確
立
さ
れ
た
形
式
が
あ
る
。
ブ
ル
バ
キ2
は
個

人
名
で
は
な
く
、
一
九
三
十
年
代
に
結
成
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者

集
団
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
彼
ら
の
目
的
は
、
現
代
数
学
の
全
貌
を
体

2

ブ
ル
バ
キ
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
．
マ
シ
ャ
ル
「
ブ
ル
バ
キ–

数
学
者
た
ち
の
秘
密
結

社
」
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
（
二
〇
〇
二
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
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系
的
に
記
述
す
る
「
数
学
原
論
」
を
書
く
こ
と
だ
っ
た
。
ブ
ル
バ
キ
は
、

厳
密
な
体
系
的
記
述
に
適
し
た
こ
の
文
体
を
積
極
的
に
使
い
、
そ
れ
は
数

学
界
に
広
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
数
学
の
論
文
を
書
く

の
に
完
璧
な
文
体
で
も
、
入
門
書
も
そ
れ
で
い
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
数
学
が
論
理
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
、
感
覚
も
数
学
の
大
事
な
要
素
で
あ
る
。
数
学
的
な
感

覚
を
も
た
な
け
れ
ば
、
数
学
で
扱
う
対
象
は
、
紙
の
上
に
書
か
れ
た
記
号

で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
昼
も
夜
も
考
え
て

い
る
と
、
目
の
前
の
物
体
や
現
実
の
で
き
ご
と
に
対
す
る
も
の
と
同
じ
よ

う
な
、
存
在
感
が
生
ま
れ
て
く
る
。
日
本
人
と
し
て
は
じ
め
て
フ
ィ
ー
ル

ズ
賞
を
受
賞
し
た
小
平
邦
彦
は
、
こ
の
よ
う
な
数
学
的
な
感
覚
を
数
覚3
と

名
づ
け
、
数
学
を
理
解
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

数
学
的
な
感
覚
は
、
言
語
化
さ
れ
な
い
意
識
下
の
思
考
と
関
係
が
深
そ

う
だ
。
よ
く
知
っ
て
い
る
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
は
、
定
理
が
成
り
立
つ

か
ど
う
か
、
直
感
的
に
だ
い
た
い
の
見
当
が
つ
け
ら
れ
る
。
歩
き
慣
れ
た

路
な
ら
、
ど
こ
を
通
る
か
考
え
な
く
て
も
目
的
地
に
つ
い
て
し
ま
う
こ
と

と
似
て
い
る
。

数
学
に
は
心
理
的
な
要
素
も
重
要
で
、
慣
れ
て
し
ま
え
ば
何
で
も
な
い

こ
と
な
の
に
、
心
理
的
に
抵
抗
を
感
じ
る
せ
い
で
、
難
し
い
と
思
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
、
は
じ
め
て
の
人
が
何
の
抵
抗
も
感
じ

3

「
怠
け
数
学
者
の
記
」
岩
波
書
店
（
一
九
八
六
）
一
四
六
、
一
六
三
ペ
ー
ジ

ず
に
、
関
数
の
空
間
を
ふ
つ
う
の
空
間
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
で
き

た
な
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
不
思
議
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
も
の
の
集
ま

り
を
集
合
と
よ
ぶ
と
教
わ
っ
て
、
そ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
と
思
っ
た

人
は
多
い
だ
ろ
う
。
集
合
や
写
像
と
い
う
概
念
が
ど
う
役
に
立
つ
の
か
は
、

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
対
象
を
扱
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。

ブ
ル
バ
キ
の
文
体
の
欠
点
と
し
て
、
動
機
付
け
や
着
想
の
跡
が
抜
け
お

ち
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
数
学
的
な
感
覚
や
心
理

的
な
要
素
を
伝
え
る
の
に
も
む
い
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
点
を
補
っ
た
本

を
書
き
た
い
と
思
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
意
外
と
難
し
か
っ
た
。
感
覚
的

に
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
、
人
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
意
識
下
で

何
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
本
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
感
覚
的
に
わ
か
る
こ

と
は
、
こ
と
ば
で
表
現
す
る
の
と
別
の
次
元
の
こ
と
で
あ
る
。

今
の
学
生
に
は
ケ
ー
タ
イ
な
し
の
生
活
を
想
像
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、

携
帯
電
話
が
あ
る
と
ど
う
な
る
の
か
自
分
が
学
生
の
こ
ろ
に
は
想
像
も
で

き
な
か
っ
た
。
立
場
は
逆
に
な
る
が
、
こ
れ
と
似
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
授
業
中
に
、
簡
単
な
話
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
学
生
の
反
応

が
今
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
質
問
を
受
け
て
、
こ
ち
ら
の
考
え
て
い
る
こ

と
が
通
じ
て
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
て
気
づ

く
こ
と
の
で
き
た
ふ
だ
ん
意
識
せ
ず
に
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
全
部
本
の

中
に
と
り
こ
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
十
分
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
読
者

に
聞
い
て
み
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

「
線
形
」
か
「
線
型
」
か
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原
稿
が
で
き
あ
が
っ
て
校
正
が
は
じ
ま
っ
て
も
、
ま
だ
題
名
が
決
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
。
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
は
、「
線
型
代
数
入
門
」
の
ほ
か

に
も
、
既
に
「
線
形
代
数
」
と
い
う
題
の
本
が
出
て
い
る
の
で
、
同
じ
題

を
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
本
の
な
か
み
か
ら
い
え
ば
、「
線

形
代
数
続
論
」
か
「
高
等
線
形
代
数
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
で
は
ち
ょ
っ
と
硬
す
ぎ
て
敬
遠
さ
れ
そ
う
だ
。

同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
三
年
生
む
け
の
「
代
数
学
Ｉ
」
の
前
に
読
む
本
と
い

う
こ
と
で
、「
代
数
学
０
」
に
決
ま
り
そ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
意
味
不
明
と
い
わ
れ
て
、
こ
の
案
も
没
に
な
っ
た
。
い
ろ
い
ろ

考
え
た
末
に
こ
の
題
名
に
な
っ
た
が
、
教
科
書
ら
し
く
見
え
な
い
の
で
は

と
い
う
心
配
も
あ
っ
て
、
副
題
も
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
線
形
」
か
「
線
型
」
か
と
い
う
話
も
あ
っ
た
。
前
は
み
な
「
線
型
」

と
書
い
て
い
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
「
線
形
」
が
標
準
に
な
っ
た
。
私

も
旧
世
代
に
属
す
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
、「
線
形
」
と
書
く
の
に
は
抵

抗
が
あ
っ
た
。
編
集
の
方
に
、「
線
型
」
で
は
古
め
か
し
い
感
じ
が
し
て

売
れ
ま
せ
ん
と
い
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
線
形
」
に
転
向
し
た
。

「
線
形
」
に
す
る
こ
と
に
決
め
て
、
去
年
の
講
義
を
し
た
。
黒
板
に
「
線

形
」
と
何
度
も
書
い
て
い
る
と
、「
線
型
」
よ
り
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
が
早
く

書
け
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
で
、
最
近
は
完
全
に
「
線
形
」
派
に

な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、「
同
型
」
も
「
同
形
」
と
書
き
た
く
な
っ
た
。
日

本
数
学
会
編
集
の
「
数
学
辞
典
」
第
三
版
を
調
べ
て
み
る
と
、
も
う
「
同

形
」
派
に
な
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
「
同
形
」
が
標
準
な
の
か
と
思
っ
た
ら
、

今
年
出
た
第
四
版
で
は
、「
同
型
」
に
戻
っ
た
。
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

わ
か
ら
な
い
。

線
形
代
数
の
時
代

線
形
代
数
が
、
微
積
分
と
な
ら
ん
で
数
学
を
支
え
る
柱
と
し
て
、
明
確

に
認
識
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
む
か
し
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
連

立
一
次
方
程
式
の
解
法
は
、
古
く
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
基
本
的
な
技
術
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
を
と
り
あ
げ
て
、
数
学
の
基
礎
と
し
て
位
置

づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
一
変
さ
せ
た
の
が
、
ブ
ル
バ

キ
「
数
学
原
論
」
の
代
数
の
第
二
章
「
線
型
代
数
」（
一
九
四
七
）（
和
訳

　
東
京
図
書
（
一
九
七
〇
））
で
あ
る
。

「
数
学
原
論
」
は
二
十
世
紀
の
数
学
に
大
き
な
影
響
を
残
し
た
が
、
数

学
教
育
に
与
え
た
影
響
も
大
き
か
っ
た
。
集
合
が
小
学
校
で
教
え
ら
れ
た

の
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
線
形
代
数
が
大
学
で
の
講
義
の
定
番
と
な
っ
た

の
も
そ
う
で
あ
る
。
教
科
書
の
名
著
二
冊
も
、
当
時
の
そ
う
い
う
変
化
を

う
け
て
書
か
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。

ブ
ル
バ
キ
の
「
線
型
代
数
」
が
書
か
れ
て
か
ら
半
世
紀
の
あ
い
だ
に
、

数
学
の
基
本
と
し
て
の
線
形
代
数
の
地
位
は
、
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
大
学
で
、
一
、
二
年
生
は
線
形
代
数
を
勉
強
す
る
と
い
う
時
代
は
、

ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
あ
る
。
今
年
も
冬
学
期
が
は
じ
ま
り
、
数
学
科
に

も
新
し
い
学
生
た
ち
が
や
っ
て
来
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
新
し
い
教
科
書

が
、
抽
象
数
学
の
世
界
へ
の
よ
い
道
案
内
と
な
る
こ
と
を
祈
る
。

（「
Ｕ
Ｐ
」
十
二
月
号
掲
載
予
定
）
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