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２ 　関数の近似� ������ の � �� を以下のように訂正します．
「これをラグランジュ補間公式 ������������ !��"$#% '&�"(� �*) �+�,&-# )  /. ) �1032!�+�54 と呼ぶ．」

↓

「これをラグランジュ補間公式 ������������ !��"$#% '&�"(� �*) �+�,&-# )  /. ) �1032!�+�54 とよぶ．」

� ��76�8 の式 � �9:8;� 4 直後に以下の文章を挿入します．
「に展開する．この展開が可能であることの証明は省略するが，係数が式 � �	:8	� 4 のようになる」

４ 非線形方程式� ��7<�8 の表 = �� を以下のように訂正します．
表の１段目 　 　「 >@?�A-B*C�D 」→「 >�?:AED 」
表の１段目 　 　「 FG�H>�?:AEB*C�DH4 」→「 FG�H>�?:AED�4 」
表の５段目４列目の値 　 　「 I ��J7� = ��8 」→「 I ��J:� = ��8LKM��N9O9P 」

�



� ������ の � :< に以下の文章を挿入します．
「 ����� 正数である．なお， F�� ����?:AED�4 が N または異常に小さくなると反復計算を続けられなくなる．」

� ������ の � %��� に以下の文章を挿入します．
「 �������図 = :6 4 ． F�� �	��?�A-D 4�
 N となると反復計算が続けられなくなる理由もこれより明らかである．」

� ���,6 の下から �  = を以下のように訂正します．
「これを２元連立非線形方程式とよぶ．」

↓

「このような方程式を一般に２元連立非線形方程式とよぶ．」

� ����� の � :6 を以下のように訂正します．
「 ����?�C�D 4 ， � ? P D 4�
 ��� ， � 4 」→「 ����?�C�D 4 ， � ?�C D 4�
 ��� ， � 4 」

� �����< の下から � 7� を以下のように訂正します．
「 � ?:AED ， � ?:AED 」→「 �	� ?�A-D ， � ?�AED 4 」

�



� �����< の下から � :� を以下のように訂正します．
「なお，初期条件を � ?�� D 
 I � ， � ?�� D 
 I � とすると実根に近づく � 第４章の問題２ 4 ．」

↓

「なお，初期条件を ��� ?�� D ， � ?�� D 4�
 � I � ， I � 4 とすると実根が得られる � 第４章の問題２ 4 ．�	� ?�� D ，� ?�� D 4�
 � I � ，� 4 では � ��� ?�� D ，� ?�� D 4 
 N となり，計算が続けられないことに注意する必要がある．」

� ������ の � %� = に以下の文章を挿入します．
「ある．この例題からわかるように，２次元連立非線形方程式 FG�	��� �;4 
 N ，� �������!4�
 N が与えら
れたとき， � 
 �	��
 � とおいて � ��54 
 F ��54���
�� ��54 が � の解析関数となれば１次元ニュートン・
ラフソン法が適用できる．しかし， � ��54 が � の解析関数となることはむしろ例外的であり，一
般的には公式 �H= :�� 4 I3� = ��,8 4 を用いる．」

� ��7��� に以下の問題を追加します．
�
　　図 = :6 で１次元ニュートン・ラフソン法による非線型方程式の数値解法を説明したのと同様
に，２次元ニュートン・ラフソン方による数値解法を図に描くことにより幾何学的に説明せよ．

（ヒント：接戦の代わりに接平面を考えよ）．また，例題３で �	��?�� D ，� ?�� D 4 
 � I � ，� 4 とすると � 
 N
となるが，これは幾何学的にどのような状況に対応するか考えよ．

５ 　連立１次方程式� ��78 � の � :< に以下の注釈を追加します．
「係数行列が得られる � C�D 」

� C�D�� ?���D は ��785� の連立方程式 � ��� ～ �  � ?��@D の係数行列 �	?���D は同じ方程式の右辺．
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� �����N�N の � %�@N の行列を以下のように訂正します．���
�

� N N��J � � N� I � �
����
� I��

���
�

� N N6
	�� � N� I � �
����
�

� �����N = の � %� と注釈番号を以下のように訂正します．
「 � C�D 」→「 � P D 」

� �������N の � %��� と注釈番号を以下のように訂正します．
「 � P D 」→「 ��� D 」

� �������� の �  � を以下のように訂正します．
「最初に解の初期条件  ?�� Dと，初期探索方向� ?�� D を適当に与える．」

↓

「最初に解の初期条件  ?�� D を適当に与える．」

� �������� の � :� を以下のように訂正します．
「を計算する．次の近似式  ?�C�D を」

↓

「を計算する．初期探索方向� ?�� D を � ?�� D にとる．次の近似式  ?%C�D を」

=



� ������ � の �  = を以下のように訂正します．
「方向 ��? P D から � � ?�� D ， � � ?�C�D に平行な成分を」

↓

「方向 � ? P D から � ?�� D ，� ?%C�D に平行な成分を」

�
問題の略解� ��:�	��� の第４章問題２の略解を以下のように訂正します．

���
行列で表すと以下のようになる．�

��?:AEB*C�D
� ?:AEB*C�D�� 


�
��?�AED
� ?:AED�� � � F	� F	


��� ��
 � O C � I FG����?:AED ��� ?:AED 4I ���	� ?�A-D � � ?:AED 4 � J
したがって， � ?�� D 
�I � ， � ?�� D 
�I � とすると�

��?�C�D
� ?�C�D�� 


� I ��J:NI ��J:N � I � �9J:<�8���6�N ��<�8LK ��N O9P I �9J%� �,�5��N �	�@6LK ��N O9P
�9J%� �,�5��N �	�@6LK ��N9O9P �	J7<�85��6�N ��<�83KM�@N9O9P � � ��6	J:N

I ����J7N �


� I �9J ��< = ��N5��,<I N	J:�5�,N �	� ����� � J�

��? P D
� ? P D�� 


� I �	J���< = �@N5���<I N;J7�5��N �9� ���5� � I � N;J%��� ������,8�N;� 6;J:8���8 = ���@8��3KM��N O9P6;J785��8 = ����8��LK ��N O9P N;J���� �������8�N	� � � ��J:���5��8�N = 6�NI �	J7<;� ��,N5��<5� �


� I �9J = �,<5�������N;J���N�� = �����;��< � J

以下省略．

� ��:�	��6 の第４章問題８の略解を追加します．
��� ������� � ��4 空間を考えて，２つの曲面  C�� � 
 FG����� �;4 と  P � � 
 � ����� �;4 を描く．曲面  C 上の点����?�� D � � ?�� D � F ����?�� D � � ?�� D�414 における接平面 � C と曲面  P 上の点 ����?�� D � � ?�� D � � �	��?�� D � � ?�� D�4�4 における接平
面 � P を描く．接平面 � C と �������!4 平面の交線を � C ， � P と ����� �;4 平面の交線を � P とする．２つの
交線 � C と � P の交点が �	��?%C�D � � ?�C�DH4 である． � 
 N となるのは２つの交線 � C と � P が平行となる時
である．
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