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「
素
数
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
2
以

上
の
整
数
の
う
ち
、
１
と
そ
の
数
自
身
以
外

に
約
数
を
持
た
な
い
数
、
簡
単
に
言
え
ば
、

他
の
数
で
割
り
切
れ
な
い
数
の
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
2
と
3
は
素
数
で
す
が
、
4
以

上
の
偶
数
は
す
べ
て
2
で
割
り
切
れ
る
の

で
素
数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
9
・
15
・
21
な

ど
の
奇
数
も
3
の
倍
数
で
あ
り
、
素
数
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

素
数
は
無
限
に
存
在
し
ま
す
が
、
数
が

大
き
く
な
る
に
つ
れ
出
現
の
頻
度
は
減
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
1
0
0
ま
で
を
見
て

も
、
１
桁
の
素
数
は
2
・
3
・
5
・
7
の
4

個
、
10
～
19
の
範
囲
で
も
11
・
13
・
17
・
19

と
や
は
り
4
個
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
は
、

　

20
～
29　

2
個
（
23
・
29
）

　

30
～
39　

2
個
（
31
・
37
）

　

40
～
49　

3
個
（
41
・
43
・
47
）

　

50
～
59　

2
個
（
53
・
59
）

　

60
～
69　

2
個
（
61
・
67
）

　

70
～
79　

3
個
（
71
・
73
・
79
）

　

80
～
89　

2
個
（
83
・
89
）

と
横
ば
い
が
続
く
も
の
の
、
90
～
99
で
は

97
た
だ
1
つ
と
な
り
ま
す
。（
続
く
1
0
0

～
1
0
9
で
は
、1
0
1
・
1
0
3
・
1
0
7
・

1
0
9
と
4
つ
も
現
れ
る
の
は
意
外
で
す
）

　

数
が
大
き
く
な
る
と
、
素
数
か
素
数
で

な
い
か
は
簡
単
に
は
見
分
け
が
つ
か
な

く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
97
だ
け
で
な

く
、
9
0
7
・
9
0
0
7
・
9
0
0
0
7
・

9
0
0
0
0
7
も
い
ず
れ
も
素
数
な
の
で

す
が
、
9
0
0
0
0
0
7（
九
百
万
七
）
は

2
7
7
と
3
2
4
9
1
の
積
で
あ
り
、
素

数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
に
瞬
時
に
気
付
く
人
は
ま
れ
で
し
ょ
う
。

素
数
の
判
別
方
法
や
規
則
性
に
つ
い
て
こ

れ
ま
で
多
く
の
数
学
者
が
研
究
を
重
ね
ま

し
た
が
、
一
般
的
な
法
則
は
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

素
数
は
自
然
界
の
摂
理
と
も
関
連
し
ま

す
。
北
ア
メ
リ
カ
の
一
部
に
、
13
年
と
17
年

と
い
う
周
期
で
大
量
発
生
す
る
「
周
期
ゼ

ミ
」
ま
た
は
「
素
数
ゼ
ミ
」
と
呼
ば
れ
る
特

殊
な
セ
ミ
が
い
ま
す
。
普
通
の
セ
ミ
が
せ

い
ぜ
い
5
年
、
幼
虫
と
し
て
土
中
で
過
ご

し
て
か
ら
成
虫
に
な
る
の
に
対
し
、「
素
数

ゼ
ミ
」
は
極
め
て
長
い
年
月
、
土
中
で
過
ご

し
、
し
か
も
成
虫
に
な
る
時
期
が
他
の
セ

ミ
と
重
な
ら
な
い
の
で
、
め
っ
た
に
他
種

と
交
雑
し
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
天
敵
が
食

べ
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
集
中
し
て
大
量
に
成

虫
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
首
尾
よ
く
子
孫

を
残
せ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

数
の
奥
深
さ
を
独
り
勝
手
に
し
み
じ
み

感
じ
る
第
97
号
で
あ
り
ま
し
た
。
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中ち
ゅ
う
せ
い
い
ま
い
ち
い
せ
き

世
今
市
遺
跡
は
、
中な
か
ず
ひ
が
し
は
ら
い
せ
き

須
東
原
遺
跡
と

同
様
に
、
中
世
の
高
津
川
・
益
田
川
河
口

域
に
成
立
し
た
港
町
の
遺
跡
で
す
。
益
田

川
の
支
流
の
ひ
と
つ
、
今
市
川
の
右
岸
に

位
置
し
ま
す
。

　

天て
ん
し
ょ
う正

19（
1
5
9
1
）年
の
石い
わ
み見

美み
の濃

郡ぐ
ん

益ま
す
だ田
元も
と
よ
し祥
領り
ょ
う
う
ち
わ
た
し

打
渡
検け
ん
ち地
目も
く
ろ
く録
（「
益ま
す
だ田

家け

文も
ん
じ
ょ書

」3
4
9
号
）に
本ほ
ん
ご
う
い
ち

郷
市
と
と
も
に

今
市
が
見
え
、
本
郷
市
に
対
す
る
今
（
新

し
い
の
意
）
の
市
と
し
て
成
立
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
出
土
遺
物
か
ら
16

世
紀
前
半
に
成
立
し
、
16
世
紀
末
に
最
盛

期
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
17

世
紀
以
降
も
、
日
本
海
交
易
で
も
た
ら
さ

れ
た
品
々
を
益
田
の
ま
ち
に
川
舟
で
輸
送

す
る
中
継
点
と
し
て
機
能
し
ま
し
た
。

　

今
市
の
ま
ち
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う

（
交
通
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
事
故
の

な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。
国
道
9
号

乙お
と
よ
し吉
東
交
差
点
か
ら
南
を
向
く
と
、
右
手

に
小
さ
な
地
蔵
堂
が
あ
り
、
ま
ち
の
中
央

を
南
北
に
道
が
通
っ
て
い
ま
す
。
両
側
に

短た
ん
ざ
く
じ
ょ
う

冊
状
の
地ち
わ
り割
で
約
1
5
0
ｍ
に
わ
た
っ

て
家
屋
が
建
ち
並
び
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

川
に
降
り
る
た
め
の
小
道
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
地
割
は
、
中
世
か
ら
大
き
く
変
わ
っ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

東ひ
が
し
か
み
い
ち

上
市
、
東ひ
が
し
な
か
い
ち

中
市
、
東ひ
が
し
し
も
い
ち

下
市
、
西に
し
か
み
い
ち

上
市
、

西に
し
な
か
い
ち

中
市
、
西に
し
し
も
い
ち

下
市
の
地
名
が
残
り
ま
す
。

　

南
に
1
5
0
ｍ
ほ
ど
で
、
左
手
に
地
蔵

堂
の
あ
る
交
差
点
に
至
り
、
こ
こ
ま
で
が

中
世
以
来
の
今
市
の
ま
ち
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

地
蔵
堂
の
交
差
点
か
ら
西
に
小
道
を
入

り
、
今
市
川
を
越
え
る
橋
を
渡
る
と
、
右

手
の
川
沿
い
に
石
垣
が
見
え
ま
す
。
石
垣

は
江
戸
時
代
に
築
か
れ
た
も
の
で
、
現
存

す
る
も
の
は
近
世
後
半
か
ら
幕
末
に
か
け

て
の
技
法
に
よ
る
も
の
で
す
。
先
ほ
ど

渡
っ
た
橋
の
近
く
の
畑
の
下
か
ら
、
石
を

敷
き
つ
め
た
礫れ
き
じ敷

き
遺
構
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
中
須
東
原
遺
跡
と
同
様
に
、
中
世

の
今
市
に
は
礫
敷
き
の
荷
揚
げ
場
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

場 

乙
吉
町

石
見
交
通
バ
ス
浜
田
益
田
線
、
久
城
線
、

土
田
線
。
今
市
バ
ス
停
す
ぐ
。

美濃郡今市村絵図（広島大学
図書館所蔵）。明治初期。

中世今市遺跡


