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写
真
＝
光
学                   + 

化
学

              

カ
メ
ラ
と
い
う
箱 + 

画
像
の
固
定
・
定
着
の
化
学

    
    

 9c.  
 

　
　
　

19c.

　
感
光
剤
の
研
究
は
、
一
七
二
五
年
銀
化
合
物
の
黒
変
が
光
化
学
反
応
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
点
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
成
果

が
、
一
八
二
六
年
ま
た
は
一
八
二
七
年
の
ニ
エ
プ
ス
（N

icéphore N
iépce, 

1765‑ 1833

）
で
あ
っ
た
。
し
ろ
め
と
い
う
合
金
版
の
上
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

を
粉
に
し
て
塗
り
つ
け
、
窓
の
外
の
風
景
に
八
時
間
以
上
露
出
し
た
。
金

属
板
に
直
接
焼
き
付
け
た
写
真
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
と
に
、
銀
板
写
真

ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
が
発
表
さ
れ
た
の
が
、
一
八
三
九
年
で
あ
っ
た
。
同
じ

年
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
が
カ
ロ

タ
イ
プ
を
発
表
し
た
。

　

カ
メ
ラ
に
な
じ
ん
だ
我
々
が
こ
の
機
械
（
箱
）
を
見
る
と
、
ど
う
し
て

も
、
こ
れ
は
カ
メ
ラ
（
写
真
機
）
の
前
身
と
し
て
見
え
て
し
ま
う
。
今
の

写
真
機
が
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
代
わ
り
に
当
時
の
人
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
を
使
っ
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、写
真
の
歴
史
の
本
は
、

初
期
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
批
判
的
歴
史
：
暗
室
、
玩
具
、
人
口
眼
、
写
生
装
置
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

吉
本
秀
之

は
じ
め
に
：
歴
史
記
述
上
の
注
意
点

　

写
真
機
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
写
真
機
の
箱
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
原
理
は
、
ピ
ン
ホ
ー

ル
カ
メ
ラ
と
同
じ
で
、
ア
ラ
ビ
ア
の
天
文
学
者
が
太
陽
の
観
察
に
使
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
暗
箱
の
開
口
部
に
、
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
も

の
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
出
現
し
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
普
及
す

る
。
レ
ン
ズ
が
着
い
た
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
機
械
（
箱
）
と
し
て

は
も
う
ほ
と
ん
ど
カ
メ
ラ
そ
の
も
の
で
あ
る

1
。

　

で
は
、
こ
れ
が
写
真
機
と
ど
う
違
う
か
？　

な
ぜ
写
真
の
発
明
は
十
九

世
紀
に
な
っ
て
い
る
の
か
？

　

そ
れ
は
、
化
学
の
問
題
で
あ
る
。
写
っ
て
い
る
像
を
固
定
し
、
定
着
す

る
化
学
の
問
題
で
あ
っ
た
。
写
っ
て
い
る
も
の
を
た
と
え
ば
半
透
明
な
紙

に
手
で
な
ぞ
る
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
そ
れ
は
絵
で
あ
っ
て
、
写
真
で
は

な
い
。
写
真
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
像
を
化
学
的
に
固
定
し
、
定
着
さ

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
固
定
・
定
着
法
が
発
明
さ
れ
た
の
が
、
十
九

世
紀
で
あ
っ
た
。

　

図
の
形
で
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。　
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必
ず
、
今
の
カ
メ
ラ
の
前
身
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
ふ
れ
て
い

る 

2
。

　

こ
れ
が
、
我
々
の
目
に
染
み
つ
い
て
い
る
進
歩
主
義
史
観
の
偏
見
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
今
の
カ
メ
ラ
が
な
か
っ
た
か
ら
、
今
の
カ
メ
ラ
の
代
わ

り
に
そ
の
前
身
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
使
用
し
た
と
い
う
の

は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
→
カ
メ
ラ
」
と
一
本
の
発
展
の
道
筋
だ
け
を
見
る
の
は
、
写
真
機

（
写
真
術
）
発
明
以
前
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
持
っ
た
社
会
的
意
味
を

見
失
わ
せ
る
。

　

美
術
史
や
写
真
史
の
本
に
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
見
方
を
紹
介
し
よ

う
。

　

そ
れ
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
、
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
を
正
確
な
遠

近
法
で
定
着
す
る
装
置
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
図
一
の
よ
う
な

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
見
る
と
ど
う
し
て
も
そ
う
見
た
く
な
る

3
。
こ

れ
は
遠
近
法
な
絵
画
制
作
の
際
の
補
助
道
具
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

ラ
を
位
置
づ
け
る
見
方
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
と
は
違
う
使
わ
れ
方
の
例
と
し
て
、『
百
科
全
書
』
を
取
り
あ
げ

よ
う
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
も
っ
と
も
流
行
っ
た
の
は
十
八
世
紀

で
あ
っ
た
。
そ
の
十
八
世
紀
に
お
け
る
知
識
の
金
字
塔
と
呼
べ
る
も
の
が

『
百
科
全
書
』
で
あ
る
。『
百
科
全
書
』
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
つ
い

て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　

こ
の
装
置
は
視
覚
の
本
性
に
多
く
の
光
を
投
げ
か
け
る
。
対
象
物
と
そ

っ
く
り
な
映
像
を
現
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
変
に
面
白
い
光
景
を
生
み

出
す
。
対
象
物
の
色
彩
や
運
動
を
他
の
ど
ん
な
表
象
形
式
よ
り
も
う
ま
く

再
現
し
て
く
れ
る

4
。

　

つ
ま
り
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
中
に
入
っ
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
写
る

外
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
み
る
こ
と
そ
の
も
の
が
楽
し
い
。
し
か
も
、
直

接
目
で
見
る
よ
り
も
、
外
の
も
の
の
色
彩
や
動
き
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら

れ
る
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
前
を
誰
か
人
間
が
歩
く
。
そ
の
動
き
が

壁
に
映
る
。
そ
れ
が
、
直
接
目
で
見
る
よ
り
も
い
き
い
き
と
し
て
感
じ
ら

れ
る
。
あ
る
い
は
、外
の
風
景
の
な
か
で
木
々
の
葉
っ
ぱ
が
風
で
そ
よ
ぐ
。

こ
れ
も
、
直
接
目
で
見
る
よ
り
も
鮮
や
か
に
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

止
ま
っ
た
静
止
像
を
紙
に
模
写
す
る
と
言
う
よ
り
も
、
た
だ
た
だ
、
壁

に
映
っ
て
動
く
イ
メ
ー
ジ
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
直
接
目
で
見

る
よ
り
生
き
生
き
と
し
て
い
る
こ
と
に
わ
く
わ
く
し
て
い
る
。
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
は
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
十
八
世
紀
に
流
行
し
た
と
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
レ
ー
リ
ー
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ

図 1　ラードナー『科学と技術の博物館』（1855）より
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う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
た
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
対
象
物
と
切
り
離

さ
れ
た
形
で
の
イ
メ
ー
ジ
の
独
立
性
・
自
立
性
を
形
成
し
、
イ
メ
ー
ジ
そ

の
も
の
の
も
つ
独
自
の
魅
力
を
浮
き
彫
り
に
し
た

5　

。

　

も
ち
ろ
ん
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
現
実
を
模
写
す
る
装
置
と
し

て
使
う
こ
と
も
で
き
る
。『
百
科
全
書
』
は
最
後
に
「
こ
の
道
具
を
用
い

れ
ば
、
絵
の
描
き
方
を
知
ら
な
い
者
で
も
非
常
に
正
確
に
描
写
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
記
す
。

　

ク
レ
ー
リ
ー
に
沿
っ
て
あ
と
二
点
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
も
っ
た
機
能

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
は
、
視
覚
の
モ
デ
ル
で
あ
り

6
、
も
う
ひ

と
つ
は
、
人
間
の
精
神
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た

7
。

出
発
点
に
お
け
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

　

十
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
時
代
を
限
定
し
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は

ひ
と
つ
の
科
学
装
置
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
の
問
い
を

追
究
し
て
み
よ
う
。
形
態
、
名
称
、
用
途
の
三
点
に
着
目
し
て
、
十
八
世

紀
初
頭
ま
で
の
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
装
置
・
器
具
の
分
析
を
試
み
よ
う
。

　

英
語
で
記
さ
れ
た
は
じ
め
て
の『
百
科
事
典
』と
言
え
る
ハ
リ
ス
の『
技

術
事
典 L

exicon Technicum
 

』（
第
一
巻
、ロ
ン
ド
ン
、一
七
〇
四
，第
二
巻
、

ロ
ン
ド
ン
、
一
七
一
〇
）
の
記
述
か
ら
は
じ
め
よ
う

8
。

　

ハ
リ
ス
は
、
第
一
巻
（
一
七
〇
四
）
で
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」

に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
項
目
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。“D

A
R

K
EN

ED
 

R
oom

”

、“D
ark Tent”

、“O
bscura C

am
era”

の
三
項
目
が
あ
る
が
、

“D
A

R
K

EN
ED

 R
oom

”

に
は“See O

bscura C
am

era”

と
あ
り
、
実
質

的
に
は
二
項
目
と
言
え
る
。

　
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
の
研
究
史
で
は
珍
し
い
例
で
あ
る“D

ark 
Tent”

の
方
を
先
に
見
て
み
よ
う
。「
暗
い
テ
ン
ト
と
は
、
建
物
、
要
塞
、

風
景
の
眺
望
図
を
描
く
た
め
、
光
学
レ
ン
ズ
を
備
え
た
ほ
と
ん
ど
机
状
の

箱
に
付
与
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

ラ
、
ま
た
は
暗
く
さ
れ
た
部
屋
で
あ
る
。
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
の
項
の

記
述
を
見
よ
。」

　

ハ
リ
ス
は
、
箱
形
の
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
対
し
て
「
暗
い

　図 2　ノレ神父『実験物理学教程』（1771）より
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テ
ン
ト
」
と
い
う
用
語
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ

う
。

　

次
に
「
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
」
の
項
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
光
学
に
お
け
る
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
は
、
暗
い
部
屋
で
あ
り
、
一

箇
所
だ
け
小
さ
な
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
穴
に
は
レ
ン
ズ
が
付
け

ら
れ
る
。
そ
の
穴
を
通
し
て
、
対
象
か
ら
の
光
線
が
一
枚
の
紙
ま
た
は
布

の
上
に
投
射
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
視
覚
の
本
性
を
説
明
す
る
の
に
役
立

つ
、
光
学
上
の
と
て
も
有
用
な
実
験
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
つ

ぎ
の
も
の
が
特
別
に
記
述
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。」

　

こ
う
記
し
た
あ
と
、
ハ
リ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
暗
い
部
屋

の
な
か
で
白
い
壁
あ
る
い
は
適
当
な
位
置
に
吊
さ
れ
た
一
枚
の
紙
や
布

の
上
に
、
正
し
い
色
、
距
離
、
均
整
で
外
部
の
対
象
を
表
象
す
る
こ
と
」

は
非
常
に
素
晴
ら
し
く
愉
快
な
実
験
で
あ
り
、
と
く
に
珍
し
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
場
所
で
こ
の
装
置
（A

pparatus

）
の
明
瞭
な

説
明
を
行
う
こ
と
は
、
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
装
置
そ
の

も
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
関
わ
ら
ず
、
明
晰
で
よ
く
わ
か
る
説
明

は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
う
し
た
説
明
を
な
そ
う
と
し

た
経
験
が
な
い
人
物
が
思
う
よ
り
ず
っ
と
や
っ
か
い
な
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
し
て
ハ
リ
ス
は
、
自
分
の
手
で
何
度
も
実
験
し
た
結
果
に
基
づ
き
、

フ
ォ
リ
オ
二
段
組
の
版
型
の
ペ
ー
ジ
で
お
お
よ
そ
一
頁
半
に
の
ぼ
る
記

述
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
、
適
当
な
レ
ン
ズ
（
六
フ
ィ
ー
ト
程
度

の
大
き
な
望
遠
鏡
の
対
物
レ
ン
ズ
が
好
適
で
あ
る
）
の
調
達
か
ら
は
じ
ま
り
、

部
屋
の
状
態
（
北
向
き
の
窓
が
あ
っ
て
完
全
に
暗
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
屋

が
最
も
よ
い
）、
そ
し
て
紙
ま
た
は
布
の
吊
し
方
を
述
べ
た
あ
と
、
よ
く

晴
れ
た
日
に
白
い
紙
ま
た
は
布
上
に
出
現
す
る
外
の
世
界
の
表
象
の
素

晴
ら
し
さ
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
業
が
真
似
で
き
な
い
ほ
ど

正
確
な
光
と
影
の
比
率
か
ら
な
り
、
し
か
も
動
き
を
備
え
て
い
る
。「
風

が
外
の
木
々
、
植
物
、
花
を
動
か
す
と
、
室
内
で
は
生
き
生
き
と
し
た
動

画
が
現
出
す
る
。」
そ
う
し
た
場
合
の
色
の
変
化
、
鳥
の
飛
ぶ
様
、
人
間

の
歩
く
様
子
が
映
さ
れ
る
様
子
ほ
ど
楽
し
い
も
の
は
な
い
と
ハ
リ
ス
は

断
言
す
る
。

　

以
上
、
ハ
リ
ス
は
、
今
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
装
置
に
対
し
て
「
暗
い
テ
ン
ト
」
と
い
う
用
語
を
当
て
、
暗
く
さ

れ
た
部
屋
を
ま
さ
に
「
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ

か
ら
わ
か
る
の
は
、「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
用
語
は
、
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
今
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
言
っ
た
と
き
一
般

的
に
指
示
さ
れ
る
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
装
置
で
は
な
く
、
暗
い

部
屋
と
い
う
原
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
方
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

先
を
急
が
ず
、
ハ
リ
ス
の
『
技
術
事
典
』
と
『
百
科
全
書
』
を
繋
ぐ
事

典
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
』（
一
七
二
八
）
の
記
述

も
見
て
み
よ
う
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
で
は
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い

う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
、
暗
い
部
屋
は
、
光
学
に
お
い
て
、
外
部
の

対
象
の
イ
メ
ー
ジ
が
は
っ
き
り
と
そ
の
も
と
も
と
の
色
彩
で
表
示
さ
れ

る
器
械
ま
た
は
装
置
（M

achine or A
pparatus

）、
す
な
わ
ち
人
工
の
眼
を

示
し
て
い
る
。

9
」
そ
の
後
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
用
途
、
理
論
、

制
作
、
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
制
作
、
別
種
の
携
帯
型
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
用
途
と
し
て
は
、
第
一
に
人
間
の
視

覚
の
仕
組
み
を
知
る
た
め
の
モ
デ
ル
（
こ
の
用
途
で
は
「
人
工
の
眼
」
と
呼

ば
れ
る
）、
第
二
に
外
界
を
正
確
に
し
か
も
動
き
ま
で
も
映
す
楽
し
い
光
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景
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
、
第
三
に
対
象
を
正
確
に
描
く
た
め
の
補
助
、

と
い
う
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

　

最
初
の
段
落
の
最
後
に
「
人
工
の
眼
」
を
見
よ
、
と
あ
る
の
で
、「
人

工
の
眼
」
の
項
を
見
る
と
、「
目
」
を
見
よ
、
と
あ
る
。「
目
」
を
見
る
と
、

目
に
関
す
る
長
い
記
述
が
あ
っ
た
あ
と
最
後
に
「
人
工
の
眼
と
は
、
対
象

が
自
然
の
目
と
ま
っ
た
く
同
じ
仕
方
で
表
示
さ
れ
る
光
学
器
械
で
あ
り
、

視
覚
の
本
性
を
例
証
す
る
の
に
と
て
も
有
用
で
あ
る
。

10
」
と
あ
る
。
ツ

ァ
ー
ン
の
書
物
の
影
響
で
、「
人
工
の
眼
」
と
い
う
そ
の
前
に
も
そ
の
後

に
も
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
い
用
語
・
観
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
記
述

と
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
、
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
指
す
用
語
と

し
て
確
立
し
て
き
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

　

チ
ェ
ン
バ
ー
ス
は
、
レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
出
発
点
を

デ
ラ
・
ポ
ル
タ
に
と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
次
に
は

十
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
歴
史
の
批
判
的
見
直
し

を
行
い
た
い
。

ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象

　

小
さ
な
一
つ
の
孔
を
除
き
光
の
入
ら
な
い
暗
い
部
屋
で
外
が
十
分
明

る
い
と
き
、
そ
の
小
孔
か
ら
差
し
込
む
光
が
反
対
側
の
壁
に
外
の
風
景
を

映
し
出
す
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
そ
の
も
の
は
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

紀
元
前
五
世
紀
の
墨
子
と
そ
の
弟
子
の
著
作
に
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
が
も

た
ら
す
倒
立
像
の
記
述
が
あ
り
、
ま
た
紀
元
前
四
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
樹
木
の
葉
の
間
か
ら
地
面
に
落
ち
る
丸
い
光
が
太
陽
の
像
で
あ
る

と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。

「
研
究
の
サ
イ
ト
」
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」

　

ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ペ
ッ
カ
ム
、
ウ
ィ
テ
ロ
、
ケ
プ

ラ
ー
ま
で
の
光
学
の
伝
統
を
作
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ム
ス
リ
ム
の
科

学
者
イ
ブ
ン
・
ア
ル=

ハ
イ
サ
ム
、
ラ
テ
ン
名
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
（Ibn 

al‑H
aytham

, 965‑ca. 1040

）
は
、『
光
学
（
視
覚
論
）』
第
一
巻
第
三
章
に

お
い
て
「
暗
い
部
屋 al‑bayt al‑m

uzlim

」
を
挙
げ
、
暗
い
部
屋
の
中
で

多
く
の
光
学
実
験
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ブ
ラ
に
よ
れ
ば

11
、『
光

学
（
視
覚
論
）』
中
に
は
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
へ
の
言
及
は
な
く
、
日
食
と

月
食
を
論
じ
た
『
食
の
形
に
つ
い
て
』
で
「
暗
い
場
所
」
で
の
ピ
ン
ホ
ー

ル
現
象
と
解
釈
で
き
る
現
象
（
外
で
様
々
な
場
所
に
置
か
れ
た
ロ
ウ
ソ
ク
の

炎
は
、
小
孔
を
通
し
て
暗
い
場
所
の
向
き
合
う
壁
に
投
射
さ
れ
る
と
順
序
が
逆

に
映
る
）
を
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
光
と
視
覚
の
研
究
に
暗
い
部
屋

を
利
用
す
る
こ
と
は
、
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
に
は
じ
ま
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に

「
研
究
の
サ
イ
ト
」
と
し
て
「
暗
い
部
屋
」
が
現
れ
た
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
太
陽
の
観
測
に
「
暗
い
部
屋
」
を
使
う
こ
と
は
、
天
文
学
に

お
い
て
と
く
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
ペ
ッ
カ
ム
は
日
食
の

際
、
小
孔
を
通
し
て
部
屋
の
中
に
太
陽
の
像
を
導
き
入
れ
る
と
壁
の
上

で
太
陽
が
徐
々
に
三
日
月
形
に
欠
け
て
い
く
の
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
記
し
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
、
こ
う
し
た
部
屋
で
太
陽

の
観
察
を
す
る
の
は
比
較
的
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
図

は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
数
学
者
・
天
文
学
者
で
あ
っ
た
フ
リ
シ
ウ
ス
（G

em
m

a 
Frisius, 1508‑1555

）
の
『
天
文
学
と
地
理
学
の
基
礎
』（
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
、
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一
五
四
五
）（p.4

、
図
三
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

12
。

レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

　

チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『
サ
イ
ク
ロ
パ
エ
デ
ィ
ア
』
に
よ
れ
ば
、
レ
ン
ズ
付

き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
発
明
し
た
の
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
で
あ
っ
た
。

チ
ャ
ン
バ
ー
ス
の
仏
語
訳
事
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
『
百
科
全
書
』
も
そ

の
見
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
や
『
百
科
全
書
』
の
よ
う
に
、

レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
発
明
を
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
に
帰
す
記

述
は
あ
る
時
期
ま
で
か
な
り
広
が
っ
て
い
た
。
最
初
に
こ
の
点
を
調
べ
よ

う
。

　

ナ
ポ
リ
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
バ
テ
ィ
ス
タ
・
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然
魔
術
』

（
ナ
ポ
リ
、
一
五
五
八
）
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
然
魔
術
の
伝
統
を
代
表
し
集

大
成
す
る
著
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
五
五
八
年
ナ
ポ
リ
で
出
版
さ
れ

た
初
版
に
お
い
て
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
は
、
部
屋
に
お
け
る
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象

に
言
及
し
て
い
る
。
大
幅
に
増
補
し
た
一
五
八
九
年
の
版
で
彼
は
、
次
の

よ
う
に
言
う
。

　
「
私
が
こ
れ
ま
で
隠
し
て
き
た
も
の
、
こ
れ
か
ら
も
隠
し
通
そ
う
と
思

っ
て
い
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
も
し
そ
の
穴
に
小
さ
な
水
晶
の
レ

ン
ズ
を
嵌
め
込
む
と
た
だ
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
は
っ
き
り
と
見
え
る

よ
う
に
な
る
。
歩
い
て
い
る
人
の
顔
つ
き
、
色
彩
、
服
装
な
ど
、
す
べ
て

が
あ
た
か
も
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
か
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
光
景
の
与
え
て

く
れ
る
喜
び
は
と
て
も
大
き
く
、
ど
れ
ほ
ど
賞
賛
し
て
も
し
た
り
な
い
ぐ

ら
い
だ
。・
・
・
も
し
、
あ
な
た
が
人
物
や
そ
の
他
の
も
の
の
絵
を
描
く

の
が
苦
手
で
あ
れ
ば
、
こ
の
仕
方
で
描
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

13
」

　

デ
ラ
・
ポ
ル
タ
は
こ
の
よ
う
に
部
屋
に
レ
ン
ズ
を
つ
け
る
方
法
を
記
し

て
い
る
。
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
が
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
発
明
者
だ
と
さ
れ

た
の
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然
魔
術
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
と

て
も
よ
く
読
ま
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
先
行
研
究
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ

以
前
に
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と

示
し
て
く
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
沿
っ
て
、
初
期
の
レ
ン
ズ
付
き
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
確
か
め
て
お
こ
う

14
。

　

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
（Leonardo da V

inci, 1452‑1519

）
は
、

　図 3　フリシウス『天文学と地理学の基礎』（1545）より
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十
六
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
手
稿
に
お
い
て
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
記
述

に
近
い
、
部
屋
に
お
け
る
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
を
は
っ
き
り
と
記
述
し
て
い

る
。

　

暗
い
部
屋
に
レ
ン
ズ
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
十
六
世
紀
の
こ
と
で
あ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
三
世
紀
か
ら
老
眼
鏡
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
十

分
な
性
能
の
凸
レ
ン
ズ
が
存
在
し
て
い
た
。
レ
ン
ズ
を
開
口
部
に
使
用
す

る
と
、
た
だ
小
さ
な
穴
を
開
け
て
い
る
と
き
よ
り
も
、
ず
っ
と
鮮
明
な
像

が
得
ら
れ
る
。
十
分
な
大
き
さ
の
レ
ン
ズ
を
使
え
ば
、
部
屋
の
な
か
で
像

を
な
ぞ
り
、
実
物
の
絵
を
つ
く
る
こ
と
は
実
用
的
と
な
る
。

　

レ
ン
ズ
を
つ
け
た
部
屋
を
最
初
に
記
述
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ミ
ラ

ノ
の
医
者
で
数
学
者
と
し
て
も
有
名
な
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
カ
ル
ダ
ー
ノ

（G
irolam

o C
ardano, 1501‑1576

）
で
あ
る
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
、
広
く
読
ま

れ
た
著
作
『
精
妙
な
る
も
の
に
つ
い
て
』（
一
五
五
〇
）
に
、
窓
に
ガ
ラ

ス
の
円
盤
（orbis e vitra

）
を
置
く
と
、
部
屋
の
な
か
の
壁
に
通
り
の
光

景
が
淡
く
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。「
ガ
ラ
ス
の
円
盤
」
は

凸
レ
ン
ズ
の
可
能
性
と
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
指
摘
す
る
凹
面
鏡
の
可

能
性
が
あ
る
の
で
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
が
最
初
と
確
実
に
言
え
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
最
初
と
言
え
る
候
補
の
一
人
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

　

そ
の
後
、
レ
ン
ズ
を
使
っ
た
部
屋
に
つ
い
て
、
明
確
な
記
述
を
し
た
者

が
二
名
い
る
。
一
人
は
、
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
建
築
書
を
出
版
し
た
こ

と
で
有
名
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
、
ダ
ニ
エ
レ
・
バ
ル
バ
ー
ロ
（D

aniele 
B

arbaro, 1514‑1570

）
で
あ
る
。
バ
ル
バ
ー
ロ
は
一
五
六
八
年
出
版
の
『
遠

近
法
の
実
践
』
で
、
遠
近
法
的
に
正
確
な
絵
を
描
く
に
は
老
眼
鏡
の
ガ
ラ

ス
（
す
な
わ
ち
凸
レ
ン
ズ
）
を
開
口
部
に
つ
け
た
部
屋
を
利
用
す
る
と
よ

い
と
記
述
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
レ
ン
ズ
の
前
に
絞
り
を
置
く
こ
と
に
も

言
及
し
た

15
。

　

も
う
一
人
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
数
学
者
、
ジ
ャ
ン
バ
テ
ィ
ス
タ
・
ベ
ネ

デ
ッ
テ
ィ
（G

iam
battista B

enedetti, 1530‑1590

）
で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ッ
テ

ィ
は
一
五
八
五
年
出
版
の
著
作
で
、
部
屋
に
入
っ
て
く
る
光
に
対
し
て

四
五
度
の
向
き
に
鏡
を
置
く
こ
と
に
よ
り
像
の
上
下
逆
転
を
も
と
に
も

ど
す
方
法
に
つ
い
て
記
述
し
た

16
。

　

そ
の
次
に
開
口
部
に
レ
ン
ズ
を
は
め
た
部
屋
に
言
及
し
た
の
は
、
前
に

記
し
た
通
り
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
で
あ
っ
た
。
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然
魔
術
』

は
自
然
魔
術
の
著
作
の
な
か
で
は
圧
倒
的
な
人
気
を
誇
り
、
そ
の
人
気
の

せ
い
で
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
が
レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
発
明
し

た
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
も
そ
れ
を
ほ
の
め

か
す
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ cam

era obscura

」
と
い
う
用
語
の
初
出

　

新
し
い
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
（Johannes 

K
epler, 1571‑1630

）で
あ
っ
た
。『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』（
一
六
〇
四
）や『
屈

折
光
学
』（
一
六
一
一
）
に
お
い
て
近
代
光
学
研
究
の
出
発
点
を
与
え
た
ケ

プ
ラ
ー
は
、『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』（
一
六
〇
四
）
で
ド
レ
ス
デ
ン
に
お

け
る
ク
ン
ス
ト
カ
マ
ー
（
驚
異
の
部
屋
）
体
験
を
記
述
し
て
い
る

17
。
ド

レ
ス
デ
ン
の
館
に
は
、
一
つ
の
部
屋
を
暗
く
し
、
た
っ
た
一
つ
の
開
口
部

に
レ
ン
ズ
を
つ
け
て
、
鮮
や
か
な
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
を
来
訪
者
に
体
験
さ

せ
る
仕
掛
け
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
観
光
名
所
や
娯
楽
と
し
て
の
部
屋
型

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
言
及
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
の

記
述
は
、
部
屋
の
な
か
に
お
け
る
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
が
自
然
魔
術
の
伝
統

に
組
み
込
ま
れ
、
観
光
名
所
や
娯
楽
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
て
い
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っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。　

　

光
学
研
究
者
で
も
あ
り
、
ガ
リ
レ
オ
の
『
星
界
の
報
告
』（
一
六
一
〇
）

に
感
激
し
て
自
分
で
も
新
し
い
タ
イ
プ
の
望
遠
鏡
を
考
案
し
た
ケ
プ
ラ

ー
は
、
部
屋
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
伝
統
に
革
新
を
も
た
ら
す
。
ケ

プ
ラ
ー
自
身
は
そ
の
装
置
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
な
い
が
、
一
六
二
〇
年

リ
ン
ツ
に
い
た
ケ
プ
ラ
ー
を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
、
ヘ
ン
リ
ー
・

ウ
ォ
ッ
ト
ン
（H

enry W
otton, 1568‑1639

）
が
証
言
を
残
し
て
い
る
。
ウ

ォ
ッ
ト
ン
は
そ
の
と
き
ケ
プ
ラ
ー
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
「
テ
ン
ト
式
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
を
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
宛
の
手
紙
に
記
し
た
。

　
「
彼
は
小
さ
な
黒
い
テ
ン
ト
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
野
外
で
す
ぐ
に

組
み
立
て
ら
れ
ま
す
。
ま
た
風
車
の
よ
う
に
好
き
な
方
向
に
向
け
る
こ
と

が
で
き
、
ひ
と
り
で
も
な
ん
と
か
あ
ま
り
労
を
要
さ
ず
扱
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
は
、
直
径
一
・
五
イ
ン
チ
ほ
ど
の
穴
を
除
き
、
し
っ
か
り
と

閉
じ
、
暗
く
で
き
ま
す
。
穴
に
は
凹
レ
ン
ズ
を
は
ず
し
、
凸
レ
ン
ズ
だ
け

を
残
し
た
望
遠
鏡
（perspective‑trunke

）
を
取
り
付
け
ま
す
。
凹
レ
ン
ズ

を
は
ず
し
た
方
の
端
は
、
テ
ン
ト
の
中
央
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
外
の
あ

ら
ゆ
る
対
象
か
ら
の
光
線
は
、
そ
の
望
遠
鏡
の
筒
を
通
し
て
ち
ょ
う
ど
よ

い
位
置
に
設
置
さ
れ
た
紙
の
上
に
投
射
さ
れ
ま
す
。
自
然
と
ま
っ
た
く
同

じ
姿
の
そ
の
像
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
テ

ン
ト
の
向
き
を
す
こ
し
ず
つ
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
場
の
全
光
景
を

描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

18
」

　

ケ
プ
ラ
ー
は
、
こ
の
と
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
測
量
に
従
事
し
て
お
り
、

ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
、
地
図
や
地
形
図
の
作
成
に
役
立
つ
の
で
、
閣
下
（
大
法

官
ベ
イ
コ
ン
）
に
お
伝
え
し
ま
す
と
附
言
し
、
そ
し
て
、
こ
の
装
置
を
用

い
る
と
、
ど
こ
の
風
景
で
も
自
由
に
ど
の
画
家
よ
り
も
正
確
に
描
く
こ
と

が
で
き
ま
す
と
結
ん
だ
。

　

ウ
ォ
ッ
ト
ン
の
手
紙
に
は
、
小
さ
い
テ
ン
ト
と
い
う
以
外
に
装
置
全
体

の
大
き
さ
と
形
態
の
記
述
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
黒
い
小
テ
ン
ト
が
全

身
が
入
る
形
の
も
の
か
、
後
に
見
る
フ
ッ
ク
の
テ
ン
ト
型
の
よ
う
に
顔
と

手
あ
る
い
は
上
半
身
だ
け
が
入
る
タ
イ
プ
の
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

持
ち
運
び
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
レ
ン
ズ
と
し
て
ケ
プ
ラ

ー
は
、
ガ
リ
レ
オ
式
望
遠
鏡
の
接
眼
レ
ン
ズ
を
は
ず
し
た
も
の
を
利
用
し

て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
望
遠
鏡
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
筒
に
凸
レ
ン
ズ

が
装
着
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。

　

私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
言
及
し

た
最
初
の
証
言
で
あ
る
。
用
途
と
し
て
は
、
風
景
の
描
写
、
地
図
や
地
形

図
の
作
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
（cam

era 
obscura

）
と
い
う
用
語
の
初
出
も
ケ
プ
ラ
ー
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し

て
お
こ
う
。

　
『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
一
六
〇
四
）
の
索
引
に

は“C
am

era obscura res fortis representans” 

と
い
う
項
目
が
あ
り
、

p.51, l.5 

を
示
す

19
。p.51, l.5 

に
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
へ
の
言
及
が
あ

り
、
閉
ざ
さ
れ
た
部
屋 

（In cam
era clausa

）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
場
所
で
は“cam

era obscura”

は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、“cam

era obscura”

と
い
う
用
法
は
確
か
に
見
え
る
が
、“cam

era 
obscura”

と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
ケ
プ
ラ
ー
が
造
語
し
た
と
ま
で

は
言
え
な
い
。

　
『
屈
折
光
学
』（
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
一
六
一
一
）
の
十
六
頁
に
は
、
本
文

中
に
は
っ
き
り
と“cam

era obscura”

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、

外
の
像
を
凸
レ
ン
ズ
に
よ
っ
て“cam

era obscura”

の
内
部
に
置
か
れ
た

紙
に
映
す
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

20
。
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以
上
、
ケ
プ
ラ
ー
に
確
か
に“cam

era obscura”

と
い
う
表
現
は
あ
る
。

し
か
し
、『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』
で
一
回
、『
屈
折
光
学
』
で
一
回
と
使

用
回
数
が
少
な
く
、
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
し
て
ケ
プ
ラ
ー
が
使
用
し
た

と
は
言
え
な
い
。

　

ケ
プ
ラ
ー
に
よ
る
網
膜
像
の
発
見
は
、
今
回
の
探
究
の
柱
の
ひ
と
つ

に
関
わ
る
。
必
要
な
点
を
記
述
し
て
お
こ
う

21
。『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』

で
ケ
プ
ラ
ー
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
人
間
の
眼
球
を
比
べ
、
カ
メ

ラ
の
レ
ン
ズ
が
人
間
の
水
晶
体
、
カ
メ
ラ
の
ス
ク
リ
ー
ン
（
紙
ま
た
は
壁
）

が
網
膜
に
あ
た
り
、
外
界
の
像
は
、
網
膜
上
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
見
い

だ
し
た
。
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
に
由
来
す
る
中
世
の
光
学
／
視
覚
理
論
で
は
、

水
晶
体
の
前
面
に
垂
直
に
入
射
す
る
光
線
が
つ
く
る
正
立
像
が
目
が
対

象
か
ら
受
け
取
る
像
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
カ
メ
ラ
・
オ

ブ
ス
ク
ラ
と
の
比
較
に
よ
り
、
そ
う
で
は
な
く
、
水
晶
体
の
背
面
、
す
な

わ
ち
網
膜
上
に
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
入
っ
て
く
る
光
線
が
つ
く
る
左
右

上
下
逆
転
し
た
像（pictura

）を
人
間
が
受
け
取
る
視
覚
像
だ
と
主
張
し
た
。

ケ
プ
ラ
ー
自
身
は
、
二
つ
の
逆
転
し
た
像
か
ら
正
立
像
が
ど
の
よ
う
に
し

て
脳
内
で
生
じ
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
一
生
悩
ん
だ
が
、
網
膜

像
の
発
見
は
そ
の
後
新
し
い
光
学
だ
け
で
は
な
く
視
覚
研
究
の
出
発
点

を
与
え
た
。
時
代
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
間
の
眼
球
を
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
類
比
物
だ
と
す
る
見
方
か
ら
十
七
世
紀
後
半
に
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い
う
装
置
を
「
人
工
の
眼
」
と
呼
ぶ
習
慣
が
生
じ
た
。

　

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
像 

（pictura

）、
網
膜
上

に
形
成
さ
れ
る
像 

（pictura

）
は
、
新
し
い
光
学
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
以
来
の
形
象
（
ス
ペ
キ
エ
ス
）
理
論
に
反
旗
を
翻
し
た
。

ケ
プ
ラ
ー
は
、pictura 

を
中
世
光
学
・
視
覚
理
論
が
想
像
力
の
中
に
だ

け
存
在
す
る
と
し
て
い
た im

ago 

と
は
別
物
だ
と
位
置
付
け
た
。
ケ
プ

ラ
ー
の
あ
と
を
継
い
だ
光
学
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、pictura 

は
実
像
、

im
ago 

は
虚
像
と
し
て
理
論
的
に
組
み
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
出
現

　

携
帯
型
（portable

）
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
発
明
者
が
誰
か
は
、
正

確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
注
目
す
べ
き
初
期
の
証
言
と
し
て
、
ホ
イ

ヘ
ン
ス
父
（C

onstantijn H
uygens, 1596‑1687

）
の
も
の
が
あ
る
。
オ
ラ
ニ

エ
公
の
秘
書
官
で
あ
っ
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
父
は
、
一
六
二
一
年
イ
ギ
リ
ス

に
出
張
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
発
明
家
コ
ヌ
ネ
リ
ス
・
ド
レ
ベ
ル
（C

ornelis 
D

rebbel, 1572‑1633

）
に
会
っ
た
。
そ
し
て
次
の
年
イ
ギ
リ
ス
を
再
訪
し

た
と
き
、
ド
レ
ベ
ル
の
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
購
入
し
、
持
ち

帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
っ
て
、
大
喜
び
し
た
。
両
親
に
宛
て
た
手
紙

に
は
、
こ
の
装
置
は
「
ド
レ
ベ
ル
の
発
明
の
最
高
傑
作

22
」
で
あ
り
、
こ

の
装
置
が
生
み
出
す
像
に
比
べ
れ
ば
、
ど
ん
な
す
ぐ
れ
た
絵
で
も
死
ん
で

い
る
も
同
然
だ
と
興
奮
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　

持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
、
さ
ら
に
そ
の
他
ホ
イ
ヘ
ン
ス
父

が
こ
の
装
置
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
言
葉
か
ら
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
箱
形

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
図
版
が
残
さ

れ
て
お
ら
ず
正
確
な
大
き
さ
と
形
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残

念
だ
が
、
発
明
家
ド
レ
ベ
ル
が
こ
の
装
置
を
組
み
立
て
販
売
し
た
と
い
う

点
、
そ
れ
を
購
入
し
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
父
が
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
映
る

像
そ
の
も
の
の
鮮
や
か
さ
と
活
き
活
き
と
し
た
様
子
に
感
動
し
た
点
を

こ
こ
で
は
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　

初
期
の
王
立
協
会
を
代
表
す
る
科
学
者
の
一
人
、
ロ
バ
ー
ト
・
ボ
イ
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ル
（R

obert B
oyle, 1627‑1691

）
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
今

の
日
本
の
学
制
で
言
え
ば
中
学
高
校
に
当
た
る
期
間
フ
ラ
ン
ス
語
で
勉

強
し
た
あ
と
、
青
年
貴
族
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
暮
ら
し
て
い
た
。
姉
の

紹
介
で
「
イ
ン
ヴ
ィ
ジ
ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
」
に
加
わ
っ
た
ボ
イ
ル
は
、

一
六
四
八
年
の
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
オ
ラ
ン
ダ
を
訪
問
し
た
。
そ
の

と
き
の
こ
と
を
最
初
の
科
学
的
著
作
『
い
く
つ
か
の
自
然
学
の
エ
ッ
セ

イ
』（
一
六
六
一
） 
で
回
顧
し
て
い
る
。

　
「
ラ
イ
デ
ン
に
い
た
と
き
塔
の
頂
上
に
登
り
ま
し
た
。
頂
上
の
部
屋
は

（
多
く
の
場
所
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
外
界
の
対
象
の
光
学
形
象
を
部
屋
の
な
か
に

も
た
ら
す
た
め
）
暗
く
さ
れ
た
部
屋
（darken'd room

）
で
、
た
っ
た
一
箇

所
穴
を
開
け
、
そ
こ
に
凸
レ
ン
ズ
を
填
め
て
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
位
置
に
吊

さ
れ
た
大
き
な
紙
幕
の
上
に
光
が
投
射
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
し

た
。
紙
幕
上
に
は
、
街
の
主
要
な
建
物
の
鮮
明
な
姿
が
映
っ
て
い
ま
し

た
。 

23
」

　

こ
れ
は
同
時
代
の
部
屋
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
普
及
状
況
に
関
す

る
価
値
あ
る
証
言
で
あ
る
。
ボ
イ
ル
の
証
言
か
ら
は
、
ケ
プ
ラ
ー
が
ド
レ

ス
デ
ン
で
体
験
し
た
よ
う
な
風
景
を
楽
し
む
た
め
の
部
屋
型
カ
メ
ラ
・
オ

ブ
ス
ク
ラ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
普
及
し
て
お
り
、
観
光
名
所
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
の
体
験
が
印
象
深
か
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
、
ボ
イ
ル
は
、
最

晩
年
の
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
オ
ー
ソ
』（
一
六
九
〇
）
で

も
「
光
学
に
通
じ
た
者
が
す
べ
て
の
窓
を
閉
じ
て
部
屋
を
暗
く
し
、
適
当

な
大
き
さ
の
穴
に
凸
レ
ン
ズ
を
填
め
て
光
を
外
か
ら
入
れ
て
や
る
と

24
」

外
の
風
景
を
室
内
に
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ボ
イ
ル
の
も
う
ひ
と
つ
の
証
言
は
我
々
の
目
的
に
と
っ
て
も
っ
と
重

要
で
あ
る
。『
事
物
の
宇
宙
的
性
質
』（
一
六
六
九
）
と
い
う
著
作
で
ボ

イ
ル
は
、「
私
が
は
じ
め
て
（
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
な
ら
ば
）
ポ
ー
タ
ブ

ル
な
暗
い
部
屋
（portable darkned R

oom
e

）
を
作
ら
せ
た
と
き
」
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
き
め
の
箱
で
、
片
側
に
は
レ
ン
ズ
（a 

Lenticular Glasse

）
が
填
め
ら
れ
て
お
り
、
も
う
片
側
に
は
ち
ょ
う
ど
太

鼓
の
革
の
よ
う
に
薄
い
紙
の
シ
ー
ト
が
貼
ら
れ
て
い
て
、
箱
の
上
部
に
穿

た
れ
た
小
さ
な
穴
か
ら
紙
に
映
る
鮮
明
な
像
（a lively representation

）
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
の
動
き
も
形
も
色
も
す
べ
て
非
常
に
よ
く
映

し
出
し
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
私
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
、
と
。
ま
た
、

ボ
イ
ル
は
、
町
中
や
野
外
で
の
使
用
に
も
触
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
次
の
言

葉
を
追
加
し
て
い
る
。「
そ
の
器
具
（Instrum

ent

）
に
つ
い
て
私
は
こ
こ

で
は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
私
が
そ
の
器
具
を
あ
な

た
に
は
じ
め
て
見
せ
て
か
ら
数
年
の
間
に
、
多
く
の
腕
の
立
つ
人
た
ち
が

私
の
器
具
（
望
遠
鏡
の
よ
う
に
必
要
に
応
じ
て
伸
ば
し
た
り
縮
め
た
り
で
き
る

よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
し
た
）
を
ま
ね
た
り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
よ
く
し
よ

う
と
し
た
か
ら
で
す
。

25
」

　

こ
の
ボ
イ
ル
が
職
人
に
作
ら
せ
た
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
暗
い
部
屋
」
は
、

穴
か
ら
覗
き
込
む
と
い
う
点
、
な
ら
び
に
四
五
度
に
設
置
さ
れ
た
鏡
を
使

っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
二
点
で
、
最
初
の
図
一
の
よ
う
な
後
に
一
般

化
す
る
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
が
、
上
部
か

ら
見
る
と
い
う
点
で
は
写
生
用
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
ほ
ぼ
同
等

で
あ
り
、
し
か
も
、
レ
ン
ズ
の
位
置
を
変
え
る
た
め
の
伸
縮
器
（
蛇
腹
に

当
た
る
）
も
備
え
て
い
た
。
用
途
と
し
て
は
、
視
覚
の
楽
し
み
と
い
う
点

だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
光
学
装
置
・
器
具
と
呼
ん
で
も
問
題
な

い
で
あ
ろ
う
点
、
並
び
に
ボ
イ
ル
は
一
度
も
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い

う
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
使
っ
て
い
な
い
点
を
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
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あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
度
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が

作
ら
れ
る
と
、
器
具
・
装
置
と
し
て
は
簡
単
な
も
の
だ
け
に
、
す
ぐ
に
模

倣
と
改
良
が
続
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

十
七
世
紀
半
ば
に
お
け
る
状
況

　

こ
こ
で
、
十
七
世
紀
の
中
間
地
点
に
立
っ
て
、
状
況
を
ま
と
め
て
お
こ

う
。

　

レ
ン
ズ
付
き
の
暗
い
部
屋
は
、
太
陽
観
測
を
行
う
天
文
学
者
の
間
で
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然

魔
術
』
の
人
気
の
せ
い
で
自
然
魔
術
、
数
学
的
魔
術
、
数
学
的
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
一
般
的
著
作
や
遠
近
法
に
関
す
る
解
説
書
に
お

い
て
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
用
途
と
し
て
は
、
天
文
学
に
お
け

る
太
陽
観
測
の
他
に
は
、
外
の
光
景
の
鮮
明
で
カ
ラ
フ
ル
で
動
く
像
を
見

て
楽
し
む
と
い
う
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。
ケ
プ
ラ
ー
の
テ
ン
ト
型
の
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
で
き
る
像
を
な
ぞ
る
こ
と
も

行
わ
れ
て
い
て
、
目
的
は
、
地
図
や
地
形
図
作
成
で
あ
っ
た
。
用
語
と
し

て
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
ケ
プ
ラ
ー
の
著
作
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
専
門
用
語
と
し
て
使
用
が
固
ま

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
窓
の
閉
じ
ら
れ
た
部
屋
と
か
暗
い
部
屋

と
い
う
ふ
う
に
ご
く
普
通
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

っ
た
。

　

持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
作
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
最
初
は
、
発
明
家
ド
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
証
言
に
よ
っ
て
、
一
六
二
一
年
に
は
す
で
に
ド
レ
ベ
ル
が

箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
製
作
し
、
販
売
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
ボ
イ
ル
の
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
暗
い
部
屋
」
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
一
度
作
ら
れ
る
と
真
似
す
る
の
も
改

良
す
る
の
も
簡
単
で
、
あ
る
速
度
で
広
ま
っ
た
と
十
分
合
理
的
に
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
世
紀
半
ば
以
降
の
状
況

　

自
然
魔
術
あ
る
い
は
驚

異
の
装
置
と
し
て
の
光
学

機
器
に
関
し
て
は
、
キ
ル
ヒ

ャ
ー
や
シ
ョ
ッ
ト
が
大
き
な

著
作
を
著
し
て
い
る
。
ド
イ

ツ
に
生
ま
れ
ロ
ー
マ
に
活

動
拠
点
を
定
め
た
キ
ル
ヒ

ャ

ー
（A

thanasius K
ircher, 

1601‑1680

）
は
、
一
六
四
六

年
ロ
ー
マ
で
出
版
し
た
『
光

と
影
の
大
い
な
る
術
』
に
駕

籠
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

の
挿
絵
を
掲
載
し
て
い
る

26
。

キ
ル
ヒ
ャ
ー
が
マ
ジ
ッ
ク
・

ラ
ン
タ
ン
に
関
し
て
載
せ
た

図
版
は
、
光
源
、
ス
ラ
イ
ド
、

レ
ン
ズ
の
順
序
を
間
違
え
て

　図 4　キルヒャーの駕篭型カメラ・オブスクラ
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い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
図
版

も
実
在
の
装
置
を
正
確
に
描
写
し
た
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

駕
籠
を
支
え
る
二
本
の
棒
と
比
べ
る
と
部
屋
の
な
か
に
い
る
人
物
は
小

さ
す
ぎ
る
。
部
屋
が
一
人
の
人
間
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
大
き
い
も

の
だ
っ
た
可
能
性
と
、
駕
籠
型
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
上
半
身
だ
け

が
入
る
大
き
さ
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
同
タ
イ
プ
の
も
の
が
、
詩
人
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
の
『
数
学
と
哲
学
の
楽
し
み
』（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、

一
六
五
三
）
や
、
カ
ス
パ
ー
・
シ
ョ
ッ
ト
の
『
自
然
と
技
術
の
普
遍
魔
術
』

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
一
六
五
八
）
と
『
驚
異
の
技
術
』（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、

一
六
六
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

27
。
著
作
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
う
か
が
え

る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
自
然
魔
術
あ
る
い
は
数
学
遊
戯
の
伝
統
に
属
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　　

十
七
世
紀
後
半
、
ド
イ
ツ
語
圏
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
こ
の
種
の
著
作

が
数
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
近
郊
の
プ

レ
モ
ン
ト
レ
会
士
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ツ
ァ
ー
ン
（Johannes Zahn, 

1641‑ 1707

）
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
、
マ
ジ
ッ
ク
ラ
ン
タ
ン
を
中
心

と
し
て
、
望
遠
鏡
、
顕
微
鏡
等
、
レ
ン
ズ
を
用
い
た
光
学
装
置
の
集
大
成

ま
た
は
図
像
付
き
記
述
の
ピ
ー
ク
と
呼
べ
る
著
作
を
一
六
八
五
年
ヴ
ュ

ル
ツ
ブ
ル
ク
で
出
版
し
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
人
工
の
眼
』

28
で
あ
り
、

こ
の
書
物
は
図
版
の
量
と
正
確
さ
で
い
わ
ば
顕
微
鏡
図
史
に
お
け
る
フ

ッ
ク
の
『
ミ
ク
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』（
ロ
ン
ド
ン
、
一
六
六
五
）
に
匹
敵
す
る

と
評
価
で
き
る
。

　

図 5　ショット『驚異の技術』（1664）より

　図 6　ツァーン『人口の眼』（1685）より
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十
八
世
紀
に
広
く
普
及
す
る
リ
フ
レ
ッ
ク
ス
ミ
ラ
ー
を
内
蔵
し
た
箱

形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
様
々
な
タ
イ
プ
を
ツ
ァ
ー
ン
は
『
人
工
の
眼
』

で
寸
法
の
わ
か
る
正
確
な
図
版
を
用
い
て
記
述
し
て
い
る
。
写
真
史
で
は

こ
れ
が
箱
形
レ
フ
カ
メ
ラ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
さ
れ
て
い
る
。
光
学
装
置

と
し
て
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
ツ
ァ
ー
ン
の
図
版
に
お
い
て
、
基

準
と
な
る
参
照
点
を
持
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ツ
ァ
ー
ン
以
後
の
著
作

家
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
関
す
る
基
本
的
書
物
と
し
て
、『
人
工

の
眼
』
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
用
語
に
関
し
て
は
、
問

題
が
残
っ
た
。
ツ
ァ
ー
ン
は
こ
の
装
置
を
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
呼

ば
ず
、「
人
工
の
眼
」
と
呼
び
、
部
屋
型
の
も
の
を
「
暗
い
場
所
」
と
呼

ん
だ
。

　

十
七
世
紀
の
も
の
に
関
し
て
は
、
フ
ッ
ク
（R

obert H
ooke, 1635‑1703

）

に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
ボ
イ
ル
の
助
手
と
し
て
ボ
イ
ル
の
真
空
装
置
を
組

み
立
て
た
フ
ッ
ク
が
、
ボ
イ
ル
の
言
及
す
る
「
持
ち
運
び
可
能
な
箱
形
の

暗
い
部
屋
」
を
組
み
立
て
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
点
を
最
初

に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ボ
イ
ル
は
そ
こ
で
は
い
つ
だ
れ
と
い

う
情
報
を
ま
っ
た
く
記
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
可
能
性
は
資
料
の
裏
付
け
を

持
た
な
い
純
粋
の
推
測
に
と
ど
ま
る
点
も
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
顕
微
鏡
に
お
い
て
も
望
遠
鏡
に
お
い
て
も
、
十
七
世
紀
の
科
学

研
究
の
前
景
に
現
れ
た
光
学
装
置
に
関
し
大
き
な
貢
献
を
行
っ
た
フ
ッ

ク
は
、
一
六
六
八
年
八
月
十
七
日
、
王
立
協
会
の
集
会
で
明
る
い
部
屋
で

の
一
種
の
幻
灯
装
置
（
正
確
に
は
複
数
の
鏡
を
使
っ
た
虚
像
装
置
）
を
発
表

し
た

29
。
ハ
リ
ス
は
『
技
術
事
典
』
の
「
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
」
の
項

の
最
後
に
フ
ッ
ク
の
こ
の
発
表
に
触
れ
て
い
る
。
十
七
世
紀
半
ば
で
は
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
用
い
た
シ
ョ
ー
と
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン
を
用
い

た
シ
ョ
ー
の
混
同
は
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
と
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン
の
混
同
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た

こ
の
発
表
に
よ
り
、
フ
ッ
ク
を
「
カ
メ
ラ
・
ル
シ
ー
ダ
」
の
発
明
者
だ
と

す
る
誤
解
も
あ
る
時
期
に
は
存
在
し
て
い
た
が
、「
カ
メ
ラ
・
ル
シ
ー
ダ 

cam
era lucida

」
は
、
十
九
世
紀
初
頭
ウ
ォ
ラ
ス
ト
ン
（W

. H
. W

ollaston, 
1766‑1828

）
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
ま
っ

た
く
別
の
原
理
に
よ
る
光
学
装
置
で
あ
り
、
我
々
の
探
究
に
は
直
接
的
な

関
係
が
な
い
と
言
っ
て
お
け
ば
よ
い
。

　

フ
ッ
ク
は
一
六
八
〇
年
年
頭
の
集
会
で
光
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た

が
、
そ
の
内
容
は
視
覚
の
原
理
を
説
明
す
る
装
置
と
し
て
携
帯
用
暗
箱
を

取
り
あ
げ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
六
九
四
年
十
二
月
十
九
日
王
立
協
会
の
集

会
で
フ
ッ
ク
は
「
ど
ん
な
も
の
で
も
事
物
の
下
絵
あ
る
い
は
図
を
作
成
す

る
た
め
の
器
具

30
」
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
フ
ッ
ク
は
こ
れ
を
た
だ

「
ピ
ク
チ
ャ
・
ボ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ん
だ
。

　図 7　フックのピクチャ・ボックス
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図
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
も
用
途
に
お
い
て

も
、
ケ
プ
ラ
ー
の
「
暗
い
テ
ン
ト
」
に
類
似
の
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
ク

に
よ
れ
ば
こ
の
「
ピ
ク
チ
ャ
・
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、
航
海
者
と
旅
行
者
が
あ

る
地
方
の
景
観
図
、
海
岸
図
を
ト
レ
ー
ス
す
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
は
な

く
、
あ
る
地
方
の
丘
、
街
、
家
々
、
城
、
樹
木
、
植
物
、
動
物
、
船
、
装
置
、

兵
器
等
々
を
正
確
な
図
に
描
く
の
に
役
立
つ
の
で
あ
っ
た
。
技
師
（
職
人
）

と
し
て
の
フ
ッ
ク
の
実
用
的
関
心
が
中
心
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
く
、
風
景

の
描
写
、
地
図
や
地
形
図
の
作
成
と
い
う
職
業
的
目
的
に
仕
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。

十
八
世
紀
以
降
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

　

ク
レ
ー
リ
ー
や
ハ
モ
ン
ド
が
示
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
に
入
る
と

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
人
気
を
博
す
る
こ
と
と

な
る
。
人
一
人
が
な
か
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
駕
籠
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
者
と
し
て
有
名
な
ラ
イ
デ

ン
大
学
数
学
教
授
ス
フ
ラ
ー
フ
ェ
サ
ン
デ
（W

illem
 Jacob 's G

ravesande, 
1588‑1724

）
の
『
写
生
の
た
め
の
暗
室
の
利
用
』（
一
七
一
一
）
に
掲
載
さ

れ
た
図
八

31
や
、『
百
科
全
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
図
九
の
左
側
の
タ
イ
プ

の
も
の
が
景
観
・
風
景
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
く
た
め
や
純
粋
に
風
景
の
鮮
明

な
像
を
楽
し
む
た
め
の
も
の
と
し
て
広
ま
っ
た
。
テ
ン
ト
型
の
も
の
に

は
、『
百
科
全
書
』
の
図
版
（
図
九
）

32
の
右
側
の
も
の
の
よ
う
に
机
の
上

に
テ
ン
ト
を
置
き
、
上
半
身
だ
け
テ
ン
ト
の
な
か
に
潜
り
込
む
も
の
や
、

「
は
じ
め
に
」
の
節
に
掲
げ
た
ラ
ー
ド
ナ
ー
の
『
科
学
と
技
術
の
博
物
館
』

（
一
八
五
五
）
に
掲
載
さ
れ
た
や
は
り
人
一
人
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
タ

イ
プ
が
存
在
し
た
。

　
ケ
プ
ラ
ー
や
ボ
イ
ル
が
証
言
す
る
風
景
を
楽
し
む
た
め
の
大
型
の
部
屋

は
、
十
九
世
紀
の
『
科
学
雑
誌
』
の
表
紙
を
飾
っ
た
図
十
に
図
解
さ
れ
て

い
る

33
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
、
人
間
が
数
名
以
上
同
時
に
入
る
こ
と

図 8　スフラーフェサンデ（1711）　図 9　百科全書より
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が
で
き
る
観
光
地
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
開
発
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま

で
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

　
十
八
世
紀
に
携
帯
型
光
学
装
置
と
し
て
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
商

品
と
し
て
出
ま
わ
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
の
視
覚
を
理
解
す
る
た
め
や
事

物
の
鮮
明
な
画
像
を
楽
し
む
た
め
、
あ
る
い
は
事
物
の
正
確
な
画
像
を
な

ぞ
る
た
め
に
広
く
利
用
さ
れ
た
。

結
び

　

十
八
世
紀
以
降
の
状
況
と
し
て
は
以
上
を
確
認
し
た
上
で
、
十
八
世
紀

初
頭
ま
で
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
存
在
形
態
を
、
名
称
・
形
態
・
用

途
の
三
点
に
注
目
し
て
、
見
直
し
て
み
よ
う
。

　

ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
そ
の
も
の
は
、
森
の
な
か
で
茂
っ
た
葉
っ
ぱ
の
隙
間

か
ら
地
面
に
落
ち
る
太
陽
の
像
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
と
く
に
暗
い
部
屋

で
な
く
て
も
観
察
さ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
昔
か
ら
知

ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
時
期
ま
で
は
光
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
大
き
な
注
目

を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

窓
や
ド
ア
を
閉
じ
、
小
さ
な
一
点
の
開
口
部
を
除
き
、
光
が
入
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
し
た
「
暗
い
部
屋
」
を
光
学
と
天
文
学
の
研
究
の
サ
イ
ト
と

し
て
焦
点
化
し
た
の
は
、
十
世
紀
に
活
躍
し
た
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
で
あ
る
。

用
語
と
し
て
も
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
当
た
る
ア

ラ
ビ
ア
語
を
用
い
た
。
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
の
あ
と
、
太
陽
を
観
測
す
る
研
究

の
サ
イ
ト
（
観
測
上
の
工
夫
）
と
し
て
「
暗
い
部
屋
」
は
天
文
学
者
の
間

で
普
通
に
使
わ
れ
た
。

　
「
暗
い
部
屋
」
の
開
口
部
に
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の

建
築
家
・
数
学
者
・
自
然
魔
術
師
で
あ
っ
た
。
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
「
暗
い

部
屋
」
は
、
像
の
驚
異
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
自
然

魔
術
の
伝
統
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
。
十
七
世
紀
に
入
る
と
、
ケ
プ
ラ

ー
や
ボ
イ
ル
が
証
言
す
る
よ
う
に
、「
驚
異
の
部
屋
」（
ク
ン
ス
ト
カ
マ
ー
）

の
一
種
類
と
し
て
都
市
の
な
か
に
景
観
を
楽
し
む
た
め
の
部
屋
型
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
各
地
に
設
置
さ
れ
た
。

　

研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
に
新
し
い
次
元
を
も
た
ら
し

た
の
は
、
ケ
プ
ラ
ー
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
は
、
人
間
の
眼
球
が
外
界
か
ら

　図 10　部屋型カメラ・オブスクラ
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受
け
取
る
視
覚
像
は
、
中
世
の
光
学
／
視
覚
論
の
伝
統
が
主
張
す
る
よ

う
な
眼
球
の
表
面
に
で
き
る
と
さ
れ
た
正
立
像
で
は
な
く
、
眼
球
の
背
後

の
網
膜
に
で
き
る
倒
立
像
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
近
代
光
学
／
視

覚
論
の
出
発
点
を
与
え
た
ケ
プ
ラ
ー
の
こ
の
発
見
を
導
い
た
の
は
、
人
間

の
眼
球
と
レ
ン
ズ
付
き
の
「
暗
い
部
屋
」
と
の
対
比
で
あ
っ
た
。
眼
球
の

水
晶
体
が
レ
ン
ズ
、
眼
球
全
体
が
暗
い
部
屋
、
そ
し
て
網
膜
上
の
像
が
ス

ク
リ
ー
ン
に
映
る
像
に
比
さ
れ
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
網
膜
に
で
き
る
像
を 

pictura 

と
名
づ
け
、
想
像
力
の
な
か
に
存
在
す
る
と
さ
れ
た im

ago 

と

は
全
く
別
物
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
ス
ク
リ
ー
ン
（
や
そ
れ
に
匹

敵
す
る
も
の
）
上
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
るpictura

を
光
学
研
究
の
対

象
と
な
し
た
。

　

こ
の
「
暗
い
部
屋
」
に
対
し
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
閉
じ
た
部
屋
、
ま
た
は

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
使

用
回
数
の
少
な
さ
（
た
っ
た
の
二
回
）
に
よ
り
専
門
用
語
と
し
て
使
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

ケ
プ
ラ
ー
の
発
見
に
導
か
れ
て
、
太
陽
黒
点
の
観
測
な
ら
び
に
人
間
の

視
覚
の
研
究
に
「
暗
い
部
屋
」
を
活
用
し
た
の
は
、
ガ
リ
レ
オ
の
論
敵
シ

ャ
イ
ナ
ー
（C

hristoph Scheiner, 1573‑1650

）
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
イ
ナ
ー

は
『
眼
、
す
な
わ
ち
光
学
の
基
礎
』（
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
一
六
一
九
）
の

第
三
巻
第
一
部
第
五
章
で
ケ
プ
ラ
ー
の
研
究
を
引
き
継
い
で
「
暗
い
場

所
」
で
の
光
学
現
象
を
取
り
あ
げ
て
い
る

34
。
こ
の
箇
所
を
デ
カ
ル
ト
の

自
然
学
上
の
師
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
サ
ー
ク
・
ベ
ー
ク
マ
ン
（Isaac 

B
eeckm

an, 1588‑1637

）
は
一
六
三
〇
年
五
月
二
十
八
日
付
の
日
誌
で
「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
言
い
直
し
て
取
り
あ
げ
比
較
的
長
い
ノ
ー
ト
を

つ
け
て
い
る

35
。
ベ
ー
ク
マ
ン
は
日
誌
中
で
少
な
く
と
も
七
回
「
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
フ
レ
イ
ズ
を
用
い
て
お
り
、
光
学
上
の
専
門
用
語

と
し
て
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
を
使
い
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

ケ
プ
ラ
ー
や
シ
ャ
イ
ナ
ー
の
研
究
を
引
き
継
い
で
、
眼
球
と
「
暗
い
部

屋
」
の
比
較
を
一
般
読
者
に
も
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト

の
『
屈
折
光
学
』（
一
六
三
七
）
で
あ
る
。
有
名
な
第
五
講
「
眼
底
に
形

作
ら
れ
る
像
（im

ages

）
に
つ
い
て
」
で
デ
カ
ル
ト
は
、
レ
ン
ズ
の
代
わ

り
に
「
死
ん
だ
ば
か
り
の
人
の
眼
、
が
な
け
れ
ば
牛
か
な
に
か
ほ
か
の
大

型
の
動
物
の
眼
」
を
（
眼
底
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
な
る
よ
う
に
処
理
し
た
上
で
）

「
暗
い
部
屋
」
の
開
口
部
に
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

非
常
に
有
名
に
な
っ
た
挿
絵
（
図
十
一
）
を
付
し
て
い
る

36
。

　
こ
の
挿
絵
は
、
本
文
と
切
り
離
さ
れ
て
い
ろ
ん
な
場
所
で
使
わ
れ
て
い

る
。
挿
絵
だ
け
を
見
る
と
、
黒
の
背
景
の
な
か
に
描
か
れ
た
首
か
ら
上
だ

け
の
人
間
は
、
見
る
主
体
と
し
て
の
魂
（
脳
の
な
か
の
観
察
者
）
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
カ
ル
ト
の
本
文
に
明

図 11　デカルト『屈折光学』（1637）より



205

———　寄稿　———

ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
眼
球
付
き
の
「
暗
い
部
屋
」
で
観
察
し
て
い

る
実
在
の
人
間
で
あ
る
。
一
般
の
レ
ン
ズ
の
代
わ
り
に
人
間
ま
た
は
牛
の

眼
球
を
使
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
普
通
の
「
暗
い
部
屋
」
を

描
い
て
い
る
。
こ
の
「
暗
い
部
屋
」
を
デ
カ
ル
ト
は
、「
完
全
に
閉
め
き

っ
た
部
屋
の
う
ち
で
、
一
つ
の
穴
だ
け
を
残
し
、
こ
の
穴
の
前
に
レ
ン
ズ

の
形
を
し
た
ガ
ラ
ス
を
お
き
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
お
り
、「
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
特
別
な
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。

　

光
学
研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
光

学
研
究
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
プ
リ
ズ
ム
を
使
っ
た
「
決
定
的
実
験
」
も

ま
さ
に
「
暗
い
部
屋
」
の
な
か
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
も
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
く
特
別
な
言
葉
で
は
呼
ん
で
い
な
い
。

　

ク
レ
ー
リ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
は
、
観

察
者
か
ら
独
立
し
た
像
そ
の
も
の
の
自
立
性
と
魅
力
を
確
立
し
、
イ
メ
ー

ジ
の
世
紀
へ
の
道
を
つ
け
た
。
こ
れ
を
像
そ
の
も
の
の
対
象
か
ら
の
分
離

と
呼
ん
で
お
け
ば
、
光
学
研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
は
、

光
線
を
分
離
す
る
た
め
の
状
況
・
工
夫
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
っ
た
特
別
な
表
現
は
必
要
で
は
な
く
、
デ
カ

ル
ト
の
言
葉
の
よ
う
に
、
部
屋
を
暗
く
し
て
一
点
の
小
開
口
部
を
除
き
光

が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
あ
る
い
は
人
工
の
光
源
が
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
現
在
で
は
、
暗
室
で
○
○
の
光
源
を
用
い
て
、
と
い
う
ふ
う
に

表
現
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
だ
け
で

は
な
く
、
現
在
で
も
一
般
的
に
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
は
、
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
本
文

中
で
記
し
た
よ
う
に
、
持
ち
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
箱
形
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
は
、
十
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
献

資
料
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
ド
レ
ベ
ル
が
最
初
で
あ
る
が
、
簡
単
な
装

置
な
の
で
、
そ
れ
以
前
に
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で

は
な
い
が
、デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
レ
ン
ズ
付
き
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
は
、

レ
ン
ズ
付
き
の
暗
い
部
屋
で
あ
っ
て
、
十
六
世
紀
に
写
真
機
の
祖
先
で
あ

る
レ
ン
ズ
付
き
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
発
明
さ
れ
て
い
た
と
い
う

一
般
書
に
よ
く
あ
る
発
明
物
語
は
裏
付
け
を
持
た
な
い
誤
解
で
あ
る
こ

と
は
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

十
七
世
紀
が
進
む
に
つ
れ
、
写
生
の
た
め
や
映
像
を
楽
し
む
た
め
の
光

学
装
置
と
し
て
の
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
広
が
り
を
見
せ
、「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
フ
レ
イ
ズ
も
一
定
範
囲
で
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
ツ
ァ
ー
ン
が
そ
れ
を
「
人
工
の
眼
」
と
呼
ん
だ
こ

と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
用
法
が
固
ま
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

十
八
世
紀
に
入
り
、
技
術
と
科
学
の
百
科
事
典
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス

ク
ラ
」
の
項
目
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
光
学
装
置
の
販
売
カ
タ
ロ

グ
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
が
普
通
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と 

37
、
一
般
読
者
の
間
に
も
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
は
レ
ン
ズ
付
き

の
箱
形
光
学
装
置
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
広
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で

き
よ
う
。
し
か
し
、『
百
科
全
書
』
が
「
暗
い
部
屋 C

ham
bre O

bscure

」

を
採
用
し
た
こ
と
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
国
語
で
暗

い
部
屋
や
閉
じ
た
部
屋
（dark room

, dark cham
ber, cham

bre obscure, 
cham

bre close, D
unkle K

am
m

er, Finstere K
am

m
er et c.

） 

と
ふ
つ
う
に
表

現
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
使
用
状
況
は

十
九
世
紀
の
間
続
き
、
二
十
世
紀
に
も
残
っ
て
い
る

38
。

　

人
間
の
手
に
し
た
光
学
機
器
と
い
う
こ
と
で
は
、
カ
メ
ラ
す
な
わ
ち
写

真
機
の
発
明
は
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
大
き
く
、
カ
メ
ラ
の
前
身
と
し
て
の
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「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
理
解
は
、「
カ
メ
ラ
」
と
い
う
単
語
の

な
か
に
棲
み
つ
い
て
い
る
。
日
常
言
語
の
な
か
に
定
着
し
た
そ
う
し
た
理

解
を
、
今
回
の
私
の
こ
う
し
た
歴
史
研
究
が
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
歴
史
記
述
に
お
い
て
用
語
使
用
の
細
心
さ
は
必
要
で
あ
り
、
不
用

意
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
用
語
は
用
い
な
い
方
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
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テ
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受
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。
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す
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。
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