
特集

自
然
と
数
学
の
ロ
マ
ン
の
物
語

「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」

ー
ー
ー
小
川
洋
子

ー
は
じ
め
に

小
川
洋
子
「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
（
「
犬
の
し
っ
ぽ
を
撫
で
な

が
ら
」
集
英
社
二

O
O六
・
四
、
集
英
社
文
庫
二

O
O九
・
一
、
底
本
は
「
新

編
国
語
総
合
』
第
一
学
習
社
二

O
三
了
二
）
は
、
秩
序
の
中
に
埋
め
込

ま
れ
た
美
し
い
数
学
を
日
常
生
活
と
関
連
づ
け
、
物
語
の
世
界
で
描
く
と

現
実
さ
え
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
す
る
の
で
あ
り
、
数
学
の
定
理
は
数
学
者

の
醍
醐
味
と
は
自
然
を
秩
序
で
表
現
す
る
の
に
対
し
、
人
間
の
有
限
性
は

数
の
永
遠
性
に
及
ば
な
い
が
、
人
間
は
現
実
を
物
語
に
変
え
る
こ
と
で
有

限
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
は
柔
軟
な
思
考
を
叙
述
し
て
い
く
ゆ
え
に
、
時
に
矛
盾
を
伴

い
な
が
ら
主
張
・
感
慨
が
示
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
エ
ッ
セ
イ
の
矛
盾
点

と
論
理
の
飛
躍
、
エ
ッ
セ
イ
の
物
語
的
側
面
を
検
討
す
る
。

里

田

苑

須
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太

貝

数
学
の
引
用
法

「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
に
は

作
自
解
が
一
不
さ
れ
る
の

2 

『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』

の
白

-13-

『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
は
数
学
者
が
主
人
公
で
す
。
あ
る
い
は
、

数
そ
の
も
の
が
主
人
公
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
数
の
世

界
を
物
語
の
形
で
、
表
現
し
た
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
書
い
た
作
品

で
す
。

「
私
」
は
、
数
学
の
秩
序
が
自
然
の
秩
序
よ
り
も
美
し
く
構
成
さ
れ
て

い
る
と
捉
え
る
。
こ
こ
で
の
自
然
は
、
人
間
の
人
生
も
含
ま
れ
る
が
、
友

愛
と
友
愛
数
、
完
全
数
と
「
（
完
全
な
）
野
球
選
手
」
を
例
に
数
学
と
自

然
の
照
合
を
行
う
。



「
友
愛
」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も
魅
力
的
で
す
。
味
気
な
い
と
決
め

つ
け
て
い
た
数
学
の
世
界
に
、
ロ
マ
ン
を
見
つ
け
た
よ
う
な
気
分
で
し

た
。
そ
れ
ま
で
何
の
意
味
も
持
た
な
か
っ
た
二
つ
の
数
字
、
問
。
と

N

E

が
握
手
を
し
、
一
屑
を
抱
き
合
っ
て
い
る
よ
う
な
、
血
の
通
っ
た
数

字
に
見
え
て
き
た
の
で
す
。

「
友
愛
数
」
の
中
に
「
友
愛
」
を
見
出
し
た
と
い
う
引
用
部
分
は
、
数

字
を
「
握
手
」
「
肩
を
抱
き
合
う
」
「
血
の
通
っ
た
」
と
い
っ
た
レ
ト
リ
ッ

ク
に
よ
っ
て
擬
人
化
し
て
い
る
。
修
辞
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
秩
序
は
字
義

的
な
世
界
の
秩
序
と
は
対
応
し
つ
つ
異
な
る
。
「
友
愛
数
」
の
中
に
人
間

の
「
友
愛
」
の
感
情
を
見
出
す
こ
と
は
数
学
の
秩
序
を
変
質
さ
せ
る
。
ゆ

え
に
、
永
遠
性
や
秩
序
を
保
持
し
た
「
数
の
世
界
を
物
語
と
い
う
形
で
表

現
す
る
」
こ
と
は
達
成
さ
れ
な
い
。

『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
で
も
家
政
婦
は
友
愛
数
に
よ
っ
て
博
士
と
友

愛
の
関
係
で
あ
る
よ
う
な
描
写
が
随
所
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
家
政
婦
の

誕
生
日
の
二
月
二
十
日
、
す
な
わ
ち
N
N
O
と
学
長
賞
の
ナ
ン
バ
ー
民
品
に

つ
い
て
博
士
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
見
て
ご
覧
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
一
続
き
の
数
字
連
な
り
を
o
N
N
C

の
約
数
の
和
は
槌
品
。

N

E

の
約
数
の
和
は
N
N
C
。
友
愛
数
だ
。
め
っ

た
に
存
在
し
な
い
組
み
合
せ
だ
よ
。
（
略
）
神
の
計
ら
い
を
受
け
た
鮮

で
結
ば
れ
合
っ
た
数
字
な
ん
だ
。
美
し
い
と
思
わ
な
い
か
い
？
君
の
誕

生
日
と
僕
の
手
首
に
刻
ま
れ
た
数
字
が
、
こ
れ
ほ
ど
見
事
な
チ
ェ
ー
ン

で
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
な
ん
て
」

こ
こ
で
は
、
博
士
は
数
字
で
つ
な
が
っ
た
家
政
婦
と
の
特
別
な
関
係
に

感
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
、
「
何
を
喋
っ
て
い

い
か
混
乱
し
た
時
、
言
葉
の
代
わ
り
に
数
字
を
持
ち
出
す
の
が
博
士
の
癖
」

で
あ
り
、
「
他
人
と
交
流
す
る
た
め
に
彼
が
編
み
出
し
た
方
法
」
で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
。
博
士
に
と
っ
て
、
問
。
と
N

E

の
友
愛
数
の
話
は
、

何
気
な
い
会
話
の
一
つ
で
あ
り
、
家
政
婦
が
感
じ
て
い
る
ほ
ど
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
阪
神
の
観
戦
後
に
熱
を
だ
し
て
倒
れ
た
博
士
の
介
抱
を
し
て
い

る
場
面
で
も
、
博
士
に
誕
生
日
を
問
わ
れ
た
家
政
婦
は
、
「
二
月
二
十
日
で

す
」
、
「
N
N
O

で
す
。
N

E

と
友
愛
の
契
り
を
結
ん
だ
、

N
N
O

で
す
」
と
、
自

分
た
ち
が
ま
る
で
特
別
な
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
な
口
調
で
語
る
。
し
か

し
、
実
際
に
は
、
博
士
と
彼
の
た
め
に
一
展
わ
れ
て
い
る
家
政
婦
で
し
か
な
い
。

家
政
婦
は
、
博
士
と
と
も
に
過
ご
し
た
記
憶
が
自
身
の
中
に
存
在
す
る

た
め
、
博
士
に
対
し
て
友
愛
の
関
係
を
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
博
士
は
、

記
憶
が
八
十
分
し
か
持
た
な
い
た
め
、
家
政
婦
の
こ
と
を
覚
え
て
お
ら
ず
、

友
愛
も
感
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
家
政
婦
と
の
記
憶
が
な
い
博
士
に
と
っ

て
、
家
政
婦
が
話
す
言
葉
は
否
定
で
き
な
い
命
題
で
あ
り
、
家
政
婦
の
言

葉
か
ら
友
愛
が
触
発
さ
れ
て
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
家
政

婦
（
H
語
り
手
）
の
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
に
仕
立

て
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
エ
ッ
セ
イ
で
言
う
「
ロ
マ
ン
」
は
博
士

と
家
政
婦
の
関
係
を
指
示
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
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清
水
良
典
氏
は
、
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
に
お
け
る
数
字
を
、
次
の

よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
小
説
に
お
い
て
数
学
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
、
ほ
と

ん
ど
小
説
的
な
感
情
移
入
の
表
現
や
人
間
関
係
の
描
写
の
隠
聡
と
し
て

立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
則
が
理
解
で
き
た
と
き
、
本
書
に
充

満
す
る
数
学
的
な
説
明
は
、
す
べ
て
の
物
語
の
主
要
な
情
報
と
し
て
理

解
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
数
学
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
本
書
に
お

い
て
は
、
物
語
の
重
要
な
構
築
要
素
と
な
る
。

確
か
に
友
愛
数
を
は
じ
め
と
し
た
数
学
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
、
そ

の
存
在
が
、
物
語
の
主
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ

う
に
、
こ
の
数
学
的
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
人
間
関
係
の
描
写
を
陰
聡
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

結
論
と
論
拠
の
つ
な
が
り

エ
ッ
セ
イ
で
は
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

3 人
は
た
だ
、
日
に
見
え
る
、
手
で
触
れ
る
現
実
の
世
界
の
み
に
生
き

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
現
実
を
物
語
に
変
え
る
こ
と
で
、

死
の
恐
怖
を
受
け
入
れ
、
つ
ら
い
記
憶
を
消
化
し
て
い
く
の
で
す
。
人

間
同
謝
廿
叫
捌
調
割
引
U
廿
剖
剖
寸
同
州
州
創
刊
1
私
は
そ
う
思
い
ま

す。

傍
線
部
は
「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
の
キ
l
・
セ
ン
テ
ン
ス
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
「
物
証
巴
は
「
死
の
恐
怖
」
と
「
つ
ら
い
記
憶
」
を
乗

り
越
え
て
生
き
て
い
く
た
め
の
装
置
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
博
士
の

愛
し
た
数
式
』
で
は
「
死
の
恐
怖
」
と
「
つ
ら
い
記
憶
」
が
消
化
さ
れ
て

い
た
だ
ろ
う
か
。

毎
朝
、
目
が
覚
め
て
服
を
着
る
た
び
、
博
士
は
自
分
が
擢
っ
て
い
る

病
を
、
自
ら
が
書
い
た
メ
モ
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
。
さ
っ
き
見
た
夢

は
、
昨
夜
じ
ゃ
な
く
、
遠
い
昔
、
自
分
が
記
憶
で
き
る
最
後
の
夜
に
見

た
夢
な
の
だ
と
気
付
か
さ
れ
る
。
昨
日
の
自
分
は
時
間
の
淵
に
墜
落
し
、

も
う
二
度
と
取
り
返
せ
な
い
と
知
り
、
打
ち
ひ
し
が
れ
る
。
フ
ァ
ー
ル

ボ
l
ル
か
ら
ル

1
ト
を
守
っ
て
く
れ
た
博
士
は
、
彼
自
身
の
中
で
は
既

に
死
者
と
な
っ
て
い
る
。
毎
日
毎
日
、
た
っ
た
一
人
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
、

彼
が
こ
ん
な
残
酷
な
宣
告
を
受
け
続
け
て
い
た
事
実
に
、
私
は
一
度
も

思
い
を
馳
せ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

15 

引
用
部
分
で
は
、
語
り
手
の
家
政
婦
が
博
士
の
立
場
に
寄
っ
て
考
え
、

博
士
の
日
常
の
残
酷
さ
に
思
い
を
馳
せ
る
。
家
政
婦
が
知
る
限
り
の
博
士

を
再
現
し
て
考
え
る
だ
け
で
も
重
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
語
り
手
の

家
政
婦
も
幼
少
期
か
ら
家
庭
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
や
ル

i
ト
の
父
親

に
つ
い
て
思
う
こ
と
が
あ
る
。

原
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



自
身
の
記
憶
の
非
持
続
性
と
の
苦
悩
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
が

さ
ら
に
増
幅
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
、
義
姉
と
の
今
と
な
っ
て
は
不
可
能

な
愛
の
苦
悩
を
博
士
は
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
母
屋
の
老
婦
人
が
禁
断

の
愛
の
相
手
で
あ
る
義
姉
だ
と
認
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
過
去
の
最
愛

の
義
姉
の
記
憶
と
眼
前
の
老
婦
人
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
そ
れ
以
上
に
（
交

通
事
故
時
に
同
乗
し
て
い
る
よ
う
な
）
愛
の
至
福
の
時
か
ら
突
然
の
老

掌
の
今
に
突
き
落
と
さ
れ
、
愛
の
不
可
能
性
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
、
謂

わ
ば
玉
手
箱
体
験
と
も
一
言
う
べ
き
も
の
を
毎
朝
博
士
は
繰
り
返
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。

『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
で
は
、
「
死
の
恐
怖
」
と
「
つ
ら
い
記
憶
」
と

物
語
の
効
用
の
関
係
で
考
え
る
と
、
交
通
事
故
、
博
士
と
未
亡
人
と
の
記

憶
に
つ
い
て
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
引
用
部
分
で
は
論
述
の
飛
躍
が
生
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

間
接
的
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
物
語
の
効
用
で
あ
る
が
、
『
博
士
の
愛
し

た
数
式
』
で
は
物
語
に
よ
っ
て
「
死
の
恐
怖
」
と
「
つ
ら
い
記
憶
」
が
乗

り
越
え
ら
れ
て
い
る
と
直
接
的
に
は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
。

4

エ
ッ
セ
イ
の
物
語
的
側
面

小
川
洋
子
『
博
士
の
本
棚
』
（
新
潮
社
二

O
O
七
・
七
、
新
潮
文
庫

二
O
一
0
・
こ
に
収
録
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
」
は
、

「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
に
な
か
っ
た
考
え
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。

「
三
角
形
の
内
角
の
和
は

5
0
度
で
あ
る
」
と
、
つ
ぶ
や
い
て
み
る
。

つ
く
づ
く
偉
大
な
一
行
だ
と
思
う
。
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
で

も
、
こ
れ
に
勝
る
一
行
は
表
現
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
（
略
）
「
自
分
が
死

ん
だ
あ
と
も
ず
っ
と
、
三
角
形
の
内
角
の
和
は

5
0
度
で
あ
り
続
け
る
」

真
夜
中
の
小
さ
な
書
斎
で
書
か
れ
た
小
説
が
朽
ち
果
て
、
す
べ
て
の

人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
去
っ
て
も
な
お
、
作
家
が
口
に
し
た
定
理
は
真

実
と
し
て
残
る
。

こ
こ
で
は
、
物
語
と
数
学
が
対
称
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
物
語
は
付

加
価
値
に
よ
り
そ
の
存
在
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
数
学
は
定
理
に

よ
っ
て
絶
対
的
な
価
値
が
与
え
ら
れ
る
。

小
川
は
物
語
や
作
品
に
つ
い
て
よ
く
エ
ッ
セ
イ
に
す
る
。
エ
ッ
セ
イ
は

日
常
を
感
覚
的
に
語
る
よ
う
に
、
論
拠
が
自
身
の
経
験
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
小
川
の
エ
ッ
セ
イ
の
特
徴
は
物
語
や
作
品
に
つ
い
て
語
る

よ
う
に
論
拠
が
自
身
の
作
り
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
的
で
な
い
こ
と
、

空
想
的
な
こ
と
を
思
う
が
ま
ま
執
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
彼
女
の
論
理

展
開
を
奇
妙
な
も
の
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ロ
マ
ン
が
前
の
問
題
に
拍
車
を
か
け
る
。
「
数
の
不
思
議
に

魅
せ
ら
れ
て
」
は
数
学
の
ロ
マ
ン
に
つ
い
て
度
々
ふ
れ
る
。

16-

エ
ッ
セ
イ
は
、
数
学
の
秩
序
の
世
界
を
現
実
と
関
連
づ
け
た
際
の
感
動

を
呼
び
起
こ
す
流
れ
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
数
式
と
作

品
（
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
）
の
説
明
は
必
須
の
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
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司
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・

5
1
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rト
H
ド

l
i

－－

て
、
物
語
に
つ
い
て
の
記
述
と
数
学
に
つ
い
て
の
記
述
が
交
互
に
展
開
さ

れ
る
。表

で
、
ロ
マ
ン
が
語
ら
れ
て
い
る
段
溶
を
網
掛
け
に
す
る
。
そ
う
す
る

と
、
結
論
よ
り
前
の
部
分
に
お
い
て
、
数
式
の
説
明
の
部
分
以
外
は
網
掛

け
と
な
る
。
エ
ッ
セ
イ
で
は
ど
の
よ
う
に
作
品
が
生
ま
れ
た
か
と
い
う
向

題
提
起
か
ら
、
数
式
の
説
明
が
因
果
関
係
の
原
因
を
一
不
し
、
物
語
の
説
明

が
結
果
を
一
不
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
論
拠
と
な
る
結
果
の
部
分
で
は

「
私
」
の
ロ
マ
ン
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ロ
マ
ン
と
は
、
現
実
と
な
っ
て
い
な
い
「
私
」
の
願
望
あ
る
い
は
想
像

の
産
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
は
、
フ
イ

ク
シ
ヨ
ナ
ル
な
要
素
と
相
ま
っ
て
物
語
の
よ
う
な
語
り
が
さ
れ
て
い
る
。
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ま
と
め

問
題
提
起
と
結
論
は
呼
応
関
係
に
な
け
れ
ば
意
味
不
明
と
な
る
。
「
数

の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
で
は
ど
の
よ
う
に
作
品
が
生
ま
れ
た
か
と
い

う
問
題
提
起
に
対
し
、
こ
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
意

味
が
通
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
段
落
構
造
の
分
析
が
示
す
よ
う
に
、

本
エ
ッ
セ
イ
の
結
論
は
問
題
提
起
の
回
答
で
は
な
く
、
有
限
な
人
生
に
お

5 



け
る
物
語
の
必
要
性
で
あ
る
。

で
は
、
問
題
提
起
の
答
え
は
ど
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は

数
式
の
説
明
の
具
体
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
第
日
段
落
ま

で
で
既
に
結
論
は
出
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
文
章
と
し
て
問
題
提
起
と
そ
の
答
え
が
明
確
で
な
く
、

第
辺
段
落
以
降
が
結
論
な
の
か
、
そ
れ
と
も
提
言
な
の
か
は
定
か
で
は
な

い
。
こ
れ
は
、
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
が
「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
。
そ
こ
か
ら
有
限
な
人
生
に
お
け
る
物
語
の

必
要
性
を
見
出
す
の
は
、
論
理
が
飛
躍
し
す
ぎ
て
い
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

キ土＝＝伺

（1
）
「
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
」
｜
神
の
手
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
（
『
現
代
女
性

作
家
読
本
②
小
川
洋
子
』
鼎
喜
一
房
二

O
O五
・
一
一
）
一
三
九
頁
。

（2
）
「
博
士
の
愛
し
た
数
式
／
数
式
に
埋
も
れ
た
愛
」
（
『
現
代
女
性
作
家
読
本
②
小

川
洋
子
』
）
一
三
五
頁
。

（3
）
頁
・
行
は
底
本
に
よ
る
。
な
お
、

m
・
6
、
同
・
辺
、
同
・
げ
の
定
理
の
定
義
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部
分
は
前
後
の
段
落
と
一
つ
に
ま
と
め
た
。（

く
ろ
だ
・
え
ん

（
す
が
い
・
こ
う
た

富
山
大
学
生
）

富
山
大
学
生
）




