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せ
た
あ
の
眼
光
の
透
っ
た
眉
目
の
秀
で
た
、

何
虞
か
に
人
を
許
さ
ぬ
や
う
に

る
。
野
烙
文
學
士
口
京
大
哲
學
科
を
大
正
三
年
に
出
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

銅

五

十

七

製

無
窓
逍
稿
一
巻
は
今
は
亡
き
野
崎
廣
義
氏
が
此
世
に
遺
さ
れ
し
形
見
で
あ

私
は
大
正
四
年
に
入
尿
し
た
の
で
氏
と
親
し
く
接
す
る
の
機
は
殆
ど
悪
ま
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
西
田
先
生
の
ヘ
ー
ゲ
ル
靡
義
の
時
間
に
い
つ
も
箔
を
合

見
え
な
が
ら
時
と
し
て
は
活
々
と
語
っ
て
已
ま
な
い
風
の
氏
を
今
だ
に
あ
り

あ
り
と
思
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
到
底
相
手
に
も
な
れ
な
い
口
吻
の
鋭
ど
い

人
と
思
っ
た
、
裸
か
の
針
の
尖
の
様
に
感
じ
の
鈴
ど
い
人
と
思
っ
た
、
す
べ
て

が
鋭
ど
い
と
云
ふ
感
じ
に
充
た
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

大
正
六
年
の
六

月
十
八
日
友
人
か
ら
前
夜
野
諮
氏
が
急
病
で
捻
に
什
れ
た
と
云
ふ
話
を
き
い

て
非
常
に
誘
い
た
。
け
れ
ど
私
は
猶
氏
の
お
葬
に
合
し
得
な
か
っ
た
程
氏
の

す
べ
て
~
遠
い
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
一
一
年
餘
り
の
月
日
が
流
れ
た
。
い

つ
し
か
氏
の
思
出
も
私
の
胸
か
ら
消
去
っ
た
。

巻
を
手
に
1

た
こ
と
は
或
は
偶
然
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

か
う
云
ふ
私
が
無
窓
逍
稿
一

し
か
し
私
は

此
一
巻
を
誤
み
了
（
て
ど
ん
な
に
深
（
動
か
さ
れ
た
こ
と
か
9

正
直
に
一
k
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哲

學

研

究

覇
氣
さ
（
自
負
す
る
と
共
に
肺
を
求
め
て
額
．
つ
く
淫
き
心
板
を
忘
れ
得
な
か

短
か
い
感
想
を
讀
ん
で
、

大
き
な
悲
刷
の
終
幕
近
く
に
追
ひ
つ
め
ら
れ
て
息

私
は
一
番
深
く
氏
の
日
出
と
論
文
「
懺
悔
と
し
て
の
哲
學
」

に
動
か
さ

ば
私
は
此
一
巻
を
通
し
て
甫
め
て
は
つ
き
リ
と
未
だ
見
な
か
っ
た
畏
友
野
崎

氏
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ペ
き
資
格
の
な
い
私
は
ロ
ハ
こ
の
一
巻
を
通
し
玉
の
み
見
出
し
た
野
蛉
氏
に
就

い
て
の
短
か
い
感
想
を
棒
げ
て
、

い
と
思
ふ
の
で
あ
る

3

ー
れ
た
。

も
つ
き
得
ぬ
椋
な
心
持
に
な
っ
た
。
「
首
ま
で
沈
み
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
汝

ょ
。
も
う
一
寸
が
命
だ
」
。
大
正
五
年
時
分
も
が
き
に
も
が
き
あ
せ
＂
に
あ
せ

つ
て
餌
理
を
館
理
と
叫
ん
で
ゐ
た
様
な
氏
、

っ
た
様
な
氏
が
「
も
う
一
寸
が
命
」
だ
と
記
す
時
、

て
ゐ
た

f
ら
ら
う
。
「
懺
悔
と
し
て
の
哲
學
」
の
第
二
篇
は
大
正
五
年
十
二
月

に
も
の
し
た
と
云
ふ
第
一
篇
に
も
の
足
ら
な
く
て
、
氏
が
亡
く
な
る
椒
め
て

近
く
夜
を
撤
し
て
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
浜
に
氏
の
絡
筆
だ
さ
う
で
あ

る
。
恐
ら
く
あ
の
氏
の
短
か
い
一
生
を
象
徴
す
る
も
の
は
未
完
の
ま
A

に
遣

さ
れ
し
こ
の
一
篇
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

「
た
え
ず
鍍
理
に
於
て
考
へ
る
と
云

ふ
こ
と
は
少
く
と
も
そ
の
中
に
身
を
投
げ
入
れ
た
も
の
に
に
新
生
の
心
展
で

あ
る
、

野
崎
氏
の
短
か
い
一
生
に
就
い
て
何
等
諾
る

今
は
迎
＜
需
か
な
氏
の
霊
前
に
額
．
つ
き
た

そ
の
死
に
近
き
大
正
六
年
五
月
廿
五
日
廿
六
日
に
誌
さ
れ
た
揺
め
て

屈
理
の
た
め
に
は
帝
王
の
様
な

ど
ん
な
に
胸
を
腿
さ
れ

従
っ
て
帥
自
身
た
ら
ば
知
ら
ぬ
こ
と
、
現
寅
と
空
想
の
中
か
ら
鵞
つ

―-
C
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介

間
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
。

こ
の
未
完
の
一
篇
は
ま
こ
と
に
吾
等
の
心
根
を

箪
な
る
脈
史
的
事
賞
の
肥
載
に
も
な
く
、

い。

そ
し
て
そ
れ
が
懺
悔
と
し
て
の
哲
學
の
行
き
届
く
ぺ
き
箭
か
に
深
い
漢

「
哲
學
史
の
本
質
に
つ
い
て
」

に
於
て
注
目
す
べ
き
は
哲
學
史
の
本
質
が

て
鋭
感
な
た
ま
し
ひ
は
確
か
に
カ
ク
ス
ト
ロ
ー
フ
を
予
感
し
た
に
相
異
な

4

純
粋
思
惟
の
創
造
的
俊
展
を
朋
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

深
夜
に
か
ら
記
し
て
来
た
氏
の
心
持
は
私
逹
の
想
像
に
餘
り
あ
る
。
す
ぐ
れ

れ
な
ら
ざ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

何
虞
迄
も
論
理
的
立
船
に
留
ま
り
つ

感
ず
る
だ
け
で
あ
る
と
記
し
て
ゐ
る
。
其
死
に
先
立
つ
椒
め
て
短
か
い
前
の

で
あ
る
と
記
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
求
む
る
も
の
が
求
め
ら
れ
ず
逃
れ
ん
と
す

の
中
に
窯
識
の
す
ぺ
て
を
猥
か
さ
ん
と
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
、

い
よ
激
し
く
な
っ
た
来
た
、

用
と
封
象
と
を
販
別
し
一
方
に
於
て
心
理
と
論
理
と
を
混
同
せ
し
め
ざ
ら
ん

意
を
用
ひ
た
虞
．
て
あ
ら
ら
。

債
値
と
存
在
を
峻
別
し
ひ
た
す
ら
純
論
理
的
封

學
史
の
本
質
に
つ
い
て
」

に
於
て
は
か

を
感
謝
を
感
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。

て
来
た
も
の
に
は
そ
れ
は
絡
え
す
自
己
の
罪
を
侮
ゆ
る
過
程
で
あ
る
、
懐
悔

が
な
い
な
ら
ば
哲
學
が
な
い
」

と
云
つ
て
そ
し
て
懺
悔
の
哲
學
で
あ
る
た
め

に
盆
々
論
理
的
に
巌
密
て
あ
り
ひ
た
す
ら
根
本
的
た
ら
ん
こ
と
を
熱
望
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
氏
は
大
正
五
年
未
の
氏
で
あ
っ
た
。
絶

4
る
論
理
の
徹
底
を
ば
鍍
寅
の
心
根
に
求
む
る
言
葉
を
強
く
開
き
得
ね
ま
．
て

に
氏
の
心
は
沈
ん
で
ゐ
る
。
蓮
命
の
予
惑
に
製
は
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
断
篇

の
最
後
に
氏
は
、
自
分
の
到
象
と

L
自
已
の
問
題
と
し
て
一
心
に
求
め
ん
と

し
た
も
の
が
却
つ
て
自
己
の
受
用
で
な
く
、
自
已
の
逃
れ
ん
と
し
て
あ
せ
つ

た
運
命
が
そ
の
委
を
い
よ
い
よ
明
確
に
し
て
暗
誤
と
冷
た
さ
の
追
求
が
い
よ

そ
し
て
自
已
の
受
用
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
が

、
、
、

却
つ
て
自
己
を
追
求
し
て
や
ま
な
い
こ
ど
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
悟
っ
た
、

、
、
、

但
し
こ
と
が
あ
る
と
云
ふ
言
葉
は
特
稲
的
表
現
で
あ
る
け
れ
ど
生
活
そ
の
時

そ
の
揚
合
に
あ
た
っ
て
そ
れ
は
全
稲
的
の
力
を
も
つ
て
現
は
れ
で
来
る
も
の

る
も
の
に
追
究
せ
ら
る
4

デ
イ
レ
ン
マ
の
前
に
死
ぬ
る
ば
か
り
の
不
思
議
を

血
の
滴
る
ば
か
リ
鞭
つ
も
の
が
あ
る
。

私
は
私
の
心
の
あ
は
れ
さ
を
一
暦
深

（
感
ず
る
と
共
に
銘
理
の
前
に
涙
を
流
し
ま
心
よ
り
額
．
つ
い
た
氏
に
一
暦
深

氏
の
思
素
的
努
作
を
示
す
も
の
と
し
で
哲
學
概
論
（
未
定
稿
）
と
論
文
「
哲

の
如
き
氏
の
頭
間
の
透
朋
さ
を
最
も
よ
く
示
し
て

ゐ
る
も
の
と
思
ふ
。
哲
學
概
論
に
於
て
は
第
三
章
債
値
と
存
在
が
氏
の
持
に

象
を
の
み
認
識
封
象
と
し
て
把
捉
せ
ん
と
す
る
西
南
學
派
の
立
楊
も
ま
た
作

揚
も
、

と
し
つ

4
他
方
に
於
て
認
識
を
作
用
に
於
て
聞
め
ん
と
す
る
獨
襖
學
派
の
立

ま
た
反
封
に
R
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
を
排
し
て
純
梓
鯉
験
ゃ
純
粋
持
綬
の
流

グ
ソ
ン
の
立
場
に
も
十
分
滴
足
を
覺
え
な
か
っ
た
。

シ
ラ
ー
や
ベ
ル

氏
は
へ

J

ゲ
ル
の
哲
學

を
深
く
愛
し
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
剪
腐
に
由
つ
て
相
容
れ
ざ
る
L
r
m
t
i
o
n
n
l
i
s
m

と

9
r
a
n
s
c
e
n
t
i
s
m
 
..._, 
を
超
越
せ
ん
と
試
み
た
椋
で
あ
る
。
氏
は
か
、
る
第

ィ
ン
マ
ネ
ン
チ
ズ
ム

三
の
立
拗
を
内
在
主
義
と
呼
ん
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
シ
ュ
ッ
ベ
ー
派
の
そ

ヌ
現
在
自
己
の
把
持
す
る
哲
學
的
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原
理
に
由
り
て
過
去
の
思
想
を
批
評
す
る
こ
と
て
も
な
く
哲
學
的
原
理
・
そ
の

も
の
が
不
可
知
と
可
知
を
超
越
し
て
し
か
も
可
知
に
帥
し
つ

A

不
可
知
が
自

ら
を
現
じ
来
る
過
程
卯
ち

p
巨
I
o
s
o
p
h
i
e
r
e
n

の
過
程
に
つ
い
て
、

p
h
i
l
o
s
o
~

h
i
e
r
e
n
の
尖
端
．
が
益
々
銑
く
深
く
た
る
た
め
に
更
に
ッ
f
a
c
h
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
"
 
e
n
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
存
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
は
獨
l
J
P
l
-
i
l
o
1

pber~ 

手
に
由
つ
て
の
み
な
さ
る
4

こ
と
、
そ
は
過
去
の
p
h
i
l
o
s
o
p
h
iS
e
 

の
批
評
で
な
（
現
在
の
哲
學
原
狸
を
導
(
E
i
n
l
e
i
t

g
g
で
あ
る
と
且
る
の
思

想
で
あ
ら
う
。

終
に
考
へ
る
と
云
ふ
こ
と
が
郎
ち
俄
悔
で
あ
る
な
ら
ば
わ
が
思
想
わ
が
懺

侮
は
萬
人
の
前
に
さ
ら
け
川
し
て
萬
人
の
石
に
打
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云

っ
た
故
人
。
故
人
自
ら
な
ら
ば
こ
そ
、
さ
な
ら
ず
し
て
故
人
と
生
前
深
き
知

己
も
な
か
っ
た
私
が
此
虞
に
此
一
巻
を
紹
介
す
る
こ
と
は
故
人
の
旗
の
意
志

距
て

4
結
ぶ
ぺ
を
不
思
議
の
緑
と
し
て
許
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
。

い
て
。 目

次
、
哲
學
概
論
盆
未
定
稿
）
。
懺
悔
と
し
て
の
哲
學
。
哲
學
史
の
本
質
に
就

に
叶
ふ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。

と
は
云
へ
こ
れ
も
故
人
と
時
を

哲

學

欝

究

第

五

十

七

麟

哲
學
的
思
惟
と
痰
術
的
情
緒
。
無
限
を
追
ふ
心
。
抽
象
を
追
ふ
心
。

論
理
的
に
就
い
て
。
日
記
盆
明
治
四
十
四
年
度
、
大
正
五
年
度
、
六
年
度
五

月
迄
）
外
に
跛
と
し
て
西
田
先
生
、
花
田
、
立
木
、
榎
本
、
小
笠
原
諸
氏
の
感

想
、
編
輯
者
小
笠
原
秀
宜
、
非
賣
品
。

x
-
‘
1
0務
盗
埠
作
）

只
本
蒻
的
集
合
生
活
を
説
く
よ
り
外
に
新
し
い
窓
味
を
見
出
し
難
い
で
．
あ
ら

趾
會
を
解
剖
し
て
人
性
の
自
然
よ
り
二
者
相
郎
の
理
と
詑
く
に
し
て
も
そ
は

普
遍
へ
の
復
蹄
と
輻
謝
の
生
活

吾
等
に
國
民
生
活
が
存
す
る
な
ら
ば
吾
等
に
ま
こ
と
の
國
民
逍
霞
が
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
何
を
か
國
民
生
活
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
。
果
し
て
屈
に
國

民
生
活
と
呼
び
得
る
も
の
が
存
す
る
で
あ
ら
う
か
。
個
人
は
社
會
に
即
し
社

會
は
個
人
に
即
す
る
と
云
ふ
言
葉
は
こ
の
問
に
封
し
て
極
め
て
簡
便
に
役
立

て
ら
れ
る
が
、

然
し
こ
の
言
葉
ほ
ど
如
何
様
に
も
意
味
深
く
ま
た
如
何
様
に

も
皮
相
に
留
ま
り
得
る
も
の
は
な
い
。

箪
に
心
理
學
的
社
台
尿
的
に
人
性
と

う
。
ま
た
反
甜
に
個
・
八
相
互
の
梱
利
を
保
眼
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
醤
制

的
又
は
約
束
的
園
骰
生
活
が
特
ま
る
4

と
云
ひ
得
る
に
し
て
も
個
人
の
櫂
利

を
何
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
得
る
か
説
朋
し
雄
い
で
あ
ら
う
。

隅
民
は
動
物
的

本
能
的
社
會
の
産
物
て
も
な
く
ま
た
箪
な
る
市
民
的
社
會
の
一
員
で
ー
も
な

い
。
國
民
は
莫
に
逍
徳
的
理
性
の
自
覺
の
上
に
且
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

國
民
的
自
覺
は
停
統
的
な
る
樺
威
や
命
令
的
な
厩
制
の
下
に
見
出
さ
る
↓
の

で
な
（
自
然
的
若
し
く
は
法
制
的
社
會
を
理
性
化
し
て
一
切
を
文
化
精
帥
の

褻
願
と
見
る
ぺ
き
人
間
理
想
の
根
本
義
に
基
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に

つ
て
は
じ
め
て
鍍
の
國
民
あ
る
の
で
あ
る
。

ょ
（
考
ふ
れ
ば
國
民
あ
っ
て
國
民
誼
穂
あ
る
の
で
な
く
自
覺
せ
る
閾
民
性
あ

國
民
性
の
自
覺
即
ち
國
民
逍
鑢

西

晋

一

郎

著


