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眼
精
晶
熒
如
針
芒
之
亂
眩　

耳
鋒
直
竪

如
匙
上
之
不
揺

　

眼
精
は
晶
栄
と
し
、
針
芒
の
乱
の
如
く

眩
し
き
。
耳
鋒
は
直
竪
し
『
寛
平
御
記
』、

匙
上
の
如
く
揺
れ
ず
。

　　

じ※

じ
と
い
へ
ば
聞
き
耳
た
つ
る
猫ね

こ

殿ど
の

の

眼ま
な
この

中う
ち

の
光
恐
ろ
し

　

※
じ
じ
：『
御
伽
草
子
』「
猫
の
草
子
」

鼠
や
虫
の
鳴
き
声
を
表
す
語

　

寛
平
の
御
代
に
そ
の
輝
き
を
宇
多
天
皇

に
愛
で
ら
れ
、
お
江
戸
で
は
鼠
僧
を
脅
か

し
た
猫
様
の
眼
。
戦
国
の
世
に
は
、
そ
の

瞳
が
昼
夜
や
明
暗
に
よ
り
形
が
変
わ
る
こ

と
で
時
を
知
る
古
法
を
用
い
る
べ
く
、
島

津
義
弘
公
が
7
匹
の
猫
様
を
朝
鮮
出
兵

（
文
禄
慶
長
の
役
）
に
伴
わ
れ
ま
し
た
。

●　

猫
の
頭
─
五
感

　

ヒ
ト
に
は
感
知
で
き
な
い
音
や
匂
い
に

も
敏
感
に
反
応
す
る
猫
様
。
私
共
を
麗
し

く
魅
了
し
恐
ろ
し
げ
な
力
を
秘
め
た
眼
を

筆
頭
に
、
狩
猟
生
活
の
中
で
発
達
さ
せ
て

き
た
猫
様
の
五
感
は
不
思
議
に
満
ち
て
い

ま
す
。

◯　

眼
─
視
覚

　

夜
目
が
利
き
、
暗
い
中
で
光
が
あ
た
る

と
妖
し
く
光
る
猫
様
の
瞳
…
虹
彩
は
緑
や

榛
色
、
黄
、
青
な
ど
美
し
い
色
を
持
ち
、

明
る
さ
に
よ
っ
て
瞳
孔
の
大
き
さ
を
変
化

さ
せ
ま
す
。

　

猫
様
の
眼
は
水
晶
体
が
大
き
く
、
焦
点

の
調
節
が
う
ま
く
で
き
ま
せ
ん
。
視
力
は

ヒ
ト
の
10
分
の
1
程
度
、
静
止
物
の
認
識

対
象
は
6
〜
10
㍍
程
度
で
す
。
ま
た
、
視

力
と
同
様
、
色
を
識
別
す
る
色
覚
能
力
も

ヒ
ト
よ
り
劣
り
、
実
は
赤
や
緑
と
い
っ
た

色
を
う
ま
く
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
網
膜
に
あ
る
視
細
胞
の
う
ち
、
色
を

識
別
す
る
錐
状
体
と
い
う
細
胞
が
ヒ
ト
と

比
べ
て
「
い
と
少
な
し
」
か
ら
な
の
で
す
。

　

他
方
、
明
暗
や
動
き
を
感
知
す
る
桿
状

体
の
数
は
ヒ
ト
よ
り
も
「
こ
よ
な
う
多

く
」、
暗
所
で
対
象
の
動
き
を
捉
え
る
の

が
お
得
意
で
す
。
動
体
視
力
に
秀
で
、
お

よ
そ
5
㍍
先
の
対
象
物
の
動
き
も
し
っ
か

り
捉
え
て
お
い
で
で
す
。
ま
た
、
輝タ

ペ

板タ
ム

が

網
膜
を
通
し
た
光
を
再
び
網
膜
に
送
り
返

す
反
射
板
の
役
割
を
す
る
こ
と
で
、「
わ

づ
か
な
る
光
」
も
効
率
よ
く
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ヒ
ト
が
必
要
と
す
る
光

量
の
6
分
の
1
ほ
ど
で
も
物
体
を
認
識
で

き
る
た
め
、
薄
暗
が
り
の
森
林
で
も
獲
物

の
位
置
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
し
ょ
う
。
暗
が
り
で
猫
様
の
目
が
光
っ

て
見
え
る
の
も
輝
板
の
働
き
で
す
。

　

猫
様
の
両
眼
視
野
は
両
眼
で
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
範
囲
が
約
1
2
0
度
、
片
方

ず
つ
の
目
の
視
野
と
合
わ
せ
た
全
体
視
野

は
約
2
8
0
度
で
す
。ヒ
ト
と
比
べ
る
と
、

両
眼
視
野
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
全
体
視

野
が
広
く
、
斜
め
後
ろ
の
方
向
も
視
界
に

入
っ
て
い
ま
す
。

◯　

耳
─
聴
覚

　

猫
様
の
五
感
の
中
で
最
も
優
れ
て
い
る

の
が
聴
覚
力
で
す
。

　

耳
の
先
に
生
え
て
い
る
1
㍉
か
ら
5
㍉

ほ
ど
の
短
い
毛
を
房
毛
と
申
し
ま
す
が
、

2
万
㌹
を
超
え
る
よ
う
な
超
音
波
を
捉

え
、
音
の
聴
き
分
け
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

猫
様
の
基
本
的
な
耳
の
構
造
や
音
を
脳

に
伝
え
る
仕
組
み
は
ヒ
ト
と
よ
く
似
て
い

ま
す
が
、
大
き
な
耳
の
発
達
し
た
筋
肉
で

左
右
の
耳
介
を
別
々
の
方
向
に
向
け
る
こ

と
も
、
1
8
0
度
回
転
さ
せ
る
こ
と
も
可

能
で
す
。
三
角
形
の
形
を
し
た
耳
介
が
集

音
空ア

ン
テ
ナ

中
線
の
役
目
を
果
た
し
て
、
様
々
な

方
向
か
ら
の
音
を
正
確
に
認
識
し
、
音
が

発
生
す
る
位
置
を
特
定
す
る
音
源
定
位
能

力
に
も
優
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

猫
様
が
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
音
は
、

周
波
数
で
表
す
と
25
〜
7
万
8
0
0
0
㌹

程
度
。
高
音
域
に
つ
い
て
は
特
に
感
度
が

高
く
、
ヒ
ト
に
は
聞
こ
え
な
い
超
音
波
も

認
識
し
、
鼠
が
発
す
る
幽
け
き
音
を
も
感

知
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
逆

に
、
低
音
域
は
ヒ
ト
の
方
が
得
意
な
よ
う

で
す
。

◯　

鼻
─
嗅
覚

　

犬
さ
ん
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
猫
様

の
臭
覚
は
ヒ
ト
よ
り
は
る
か
に
優
秀
で

す
。「
鼻
キ
ス
」
の
挨
拶
か
ら
も
わ
か
る

通
り
、
匂
ひ
は
大
事
な
判
断
材
料
の
ひ
と

つ
な
の
で
す
。

　

外
鼻
孔
か
ら
取
り
入
れ
た
匂
ひ
は
、
鼻

奥
の
嗅
細
胞
が
密
集
し
て
い
る
嗅
上
皮
で

感
知
し
、
先
端
の
嗅
繊
毛
を
通
じ
て
上
部

の
嗅
球
に
電
気
信
号
が
送
ら
れ
て
脳
へ
伝

達
さ
れ
ま
す
。
嗅
上
皮
細
胞
の
面
積
は
ヒ

ト
の
約
5
倍
、
数
は
2
倍
と
も
言
わ
れ
、

ヒ
ト
で
は
判
別
で
き
な
い
匂
ひ
も
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
、
生
後
1
週
間
ほ
ど
の
子

猫
様
も
目
や
耳
が
開
く
前
か
ら
嗅
覚
に
頼
っ

て
母
君
の
乳
首
を
探
し
当
て
る
の
で
す
。

　

口
を
半
分
ゆ
が
め
て
半
分
開
い
た
よ
う

な
独
特
の
し
か
め
面
の
フ
レ
ー
メ
ン
反
応

は
、
他
の
哺
乳
類
に
も
見
ら
れ
ま
す
が
、

臭
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
口
蓋

楓
之
典
君
乳
母
草
子

　

〜
日
々
是
猫
日
〜　

其
ノ
伍

　
　
　

猫
の
身
体
─
頭か

し
らの

巻

中
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の
奥
に
あ
る
鋤
鼻
器
（
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
器
官
）

で
性フ

ェ

ロ

モ

ン

刺
激
運
搬
分
泌
物
を
受
け
取
り
や
す

く
、
よ
り
多
く
の
刺
激
を
取
り
入
れ
よ
う

と
す
る
生
理
現
象
な
の
で
す
。
猫
飼
い
や

下
僕
が
脱
い
だ
靴
下
の
匂
ひ
な
ど
に
反
応

を
お
示
し
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◯　

口
─
味
覚

　

成
熟
し
た
猫
様
の
歯
の
本
数
は
30
本
。

獲
物
に
と
ど
め
を
刺
す
際
に
は
強
く
か
む

力
が
必
要
な
た
め
、
顎
が
短
く
な
り
歯
も

少
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

肉
を
斬
り
裂
く
臼
歯
（
烈
肉
歯
）
が
強
大

な
一
方
で
、
前
歯
に
あ
た
る
切
歯
（
門
歯
）

歯
は
「
い
と
小
さ
く
」
な
っ
て
い
ま
す
。

　

猫
様
の
舌
が
ザ
ラ
ザ
ラ
と
し
て
い
る
の

は
、
糸し

状
じ
ょ
う

乳
に
ゅ
う

頭と
う

と
呼
ば
れ
る
細
か
な
突

起
が
密
集
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
突

起
は
味
覚
を
感
じ
る
器
官
で
は
な
く
、
食

べ
物
を
上
手
に
抄
い
上
げ
て
口
の
中
へ
運

ん
だ
り
、
身
体
の
毛
繕
い
を
し
た
り
す
る

際
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

味
覚
は
ヒ
ト
ほ
ど
繊
細
で
は
な
く
、
甘

味
を
感
じ
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

代
わ
り
に
苦
味
や
酸
味
に
は
敏
感
で
、
こ

れ
ら
の
味
覚
は
主
に
舌
の
周
辺
部
に
存
在

す
る
味み

蕾ら
い

と
呼
ば
れ
る
細
胞
で
感
じ
取
り
、

脳
に
感
覚
と
し
て
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
猫

様
の
味
蕾
の
数
は
、
ヒ
ト
の
10
分
の
1
以

下
、犬
さ
ん
の
約
半
数
の
7
8
0
個
で
す
。

◯　

ひ
げ
─
触
覚

　

猫
様
の
重
要
な
感
覚
器
官
で
あ
る
ひ
げ

（
触
毛
）
に
は
神
経
が
集
中
し
て
お
り
、

空
気
の
流
れ
や
温
度
な
ど
も
敏
感
に
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
番
目
立
つ
の
は
鼻
下
の
ひ
げ
袋

（
ウ
ィ
ス
カ
ー
パ
ッ
ド
）
か
ら
生
え
て
い

る
も
の
で
す
が
、
目
の
上
や
顎
の
下
な
ど

か
ら
も
生
え
て
い
て
、
全
部
で
お
よ
そ
60

本
。
鼻
周
り
の
ひ
げ
は
片
側
12
本
ほ
ど
で

あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

ひ
げ
の
向
き
か
ら
あ
る
程
度
感
情
の
動

き
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
嬉
し

い
時
は
ピ
ン
と
立
て
、
退
屈
し
て
い
る
時

や
寛
い
で
い
る
時
、
眠
い
時
に
は
垂
れ
て

い
ま
す
。
警
戒
し
て
い
る
時
は
顔
ふ
す
さ

に
広
げ
、
恐
怖
を
感
じ
た
時
は
顔
に
ひ
た

と
付
け
ま
す
。

　

猫
様
の
ひ
げ
は
、
狭
い
隙
間
な
ど
を
通

る
時
に
は
感セ

ン

サ

ー

知
装
置
の
よ
う
な
役
割
も
果

た
し
ま
す
。
毛
根
の
ま
わ
り
に
は
あ
ま
た

の
知
覚
神
経
が
通
り
、「
い
と
い
と
敏
感
」、

ひ
げ
の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
身
体
が
通

れ
る
か
ど
う
か
を
瞬
時
に
判
断
で
き
る
の

で
す
。

●　

楓
之
典
君
の
つ
ぶ
や
き

　

─　

ぷ
ぅ
の
瞳
は
1
萬
ボ
ル
ト

　
　

地
上
に
降
り
た
最
後
の
天
使
也　

─
　

渋
沢
栄
一
は
、
今
年
7
月
発
行
予
定
の

紙
幣
改
定
に
お
い
て
、
新
一
万
円
札
の
肖

像
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
日
本
を
代
表
す

る
経
済
人
と
し
て
、ま
た
初
代
紙
幣
頭
（
後

の
造
幣
局
長
）
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
何
度

も
肖
像
の
候
補
者
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た

が
、
か
つ
て
は
偽
造
防
止
の
た
め
肖
像
に

は
髭
の
あ
る
人
物
を
使
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
髭
の
な
い
渋
沢
栄
一
が
採
用
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
偽
造
防
止

の
技
術
が
向
上
し
、
髭
の
無
い
女
性
も
肖

像
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
、
今
回
、
渋
沢

が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

渋
沢
栄
一
は
幕
末
（
天
保
11
年
＝
1
8

4
0
年
）
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
（
6

年
＝
1
9
3
1
年
）
に
か
け
て
波
乱
万
丈

の
生
涯
を
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
送
っ
た
英

傑
で
あ
る
。
江
戸
末
期
に
農
民
（
名
主
）

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
武
士
（
城
代
家

老
）
が
百
姓
か
ら
搾
り
取
る
遣
り
口
（
借

金
し
て
理
由
な
く
踏
み
倒
す
）
に
立
腹
し
、

従
弟
と
と
も
に
高
崎
城
を
乗
っ
取
っ
て
武

器
を
調
達
す
る
計
画
を
立
て
た
が
、
ひ
ょ

ん
な
こ
と
か
ら
一
橋
家
の
家
臣
に
取
り
立

て
ら
れ
、
慶
応
2
年
（
1
8
6
6
年
）
12

月
、
徳
川
慶
喜
の
将
軍
宣
下
に
伴
い
自
動

的
に
幕
臣
と
な
り
、
維
新
後
の
明
治
政
府

で
は
井
上
馨
の
下
で
大
蔵
官
僚
と
し
て
造

幣
、
戸
籍
、
出
納
な
ど
様
々
な
政
策
立
案

を
行
っ
た
。
退
官
後
は
実
業
界
に
転
じ
、

第
一
国
立
銀
行
（
現
み
ず
ほ
銀
行
）、
東

京
商
法
会
議
所
（
現
東
京
商
工
会
議
所
）、

東
京
証
券
取
引
所
な
ど
の
多
種
多
様
な
会

社
や
経
済
団
体
の
設
立
・
経
営
に
関
わ
っ

た
。
そ
の
う
ち
企
業
は
富
岡
製
絲
場
、
東

京
瓦
斯
や
日
本
郵
船
な
ど
約
5
0
0
社
に

も
及
び
、「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
称

さ
れ
る
。
同
時
に
福
祉
事
業
、
医
療
事
業
、

実
業
教
育
、
女
子
教
育
、
研
究
事
業
、
国

際
交
流
、
民
間
外
交
の
実
践
等
に
も
尽
力

し
、
男
爵
次
い
で
子
爵
に
叙
せ
ら
れ
た
。

ま
た
『
論
語
と
算
盤
』
を
著
し
、"
道
徳

経
済
合
一
の
思
想
"
を
唱
え
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
る
。

　
『
論
語
と
算
盤
』
に
は
彼
の
理
念
が
端

的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
富
を
な
す
根
源
は
何
か
と
言
え
ば
、

仁
義
道
徳
で
あ
る
。
正
し
い
道
理
の
富
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
富
は
完
全
に
永
続
す
る

こ
と
が
で
き
ぬ
」。
そ
し
て
、
道
徳
と
離

れ
た
欺
瞞
、
不
道
徳
、
権
謀
術
数
的
な
商

渋
沢
栄
一
の
「
夢
七
訓
」

中
垣　
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