
ニ
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
タ
ラ
ソ
ノ
フ
著
『
古
代
諸
民
族

の
治
療
の
反
映
と
し
て
の
医
学
の
象
徴
』
（
一
九
八
五
年
）
。
医
学
の
紋
章
の

歴
史
的
背
景
を
さ
ぐ
っ
て
い
る
本
で
、
Ａ
五
判
二
九
・
ヘ
ー
ジ
。
現
在
の
イ

ラ
ン
で
発
見
さ
れ
ル
ー
ヴ
ル
博
物
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
グ
デ
ア
の
酒
盃
（
ラ

ガ
シ
の
王
グ
デ
ァ
が
治
療
神
一
一
ン
ギ
シ
ジ
ダ
に
さ
さ
げ
た
）
に
つ
い
て
、
ま

ず
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
。
こ
の
酒
盃
に
は
二
匹
の
蛇
が
か
ら
承
つ
い
た
木

（
カ
デ
ュ
セ
ウ
ス
）
が
ほ
ら
れ
て
い
る
（
現
在
カ
デ
ュ
セ
ウ
ス
は
ヘ
ル
メ
ス

の
杖
で
、
医
学
の
紋
章
と
は
別
物
と
さ
れ
て
い
る
）
。
蛇
は
天
と
地
と
を
つ

な
ぐ
も
の
、
水
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
実
り
、
豊
か
さ
、
生
と
死
、
よ
ぶ
が

え
り
な
ど
を
象
徴
す
る
。
こ
う
い
う
広
義
に
お
い
て
、
グ
デ
ア
の
酒
盃
に
お

け
る
カ
デ
ュ
セ
ウ
ス
は
医
学
を
象
徴
し
て
い
た
。
こ
の
の
ち
蛇
に
は
知
恵
、

商
才
な
ど
の
意
味
も
く
わ
わ
り
、
そ
の
面
を
と
り
だ
し
た
の
が
へ
ル
メ
ス
の

杖
で
あ
る
。
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
で
は
、
自
然
の
治
癒
力
の
一
部
分
と
し

て
あ
っ
た
も
の
が
治
療
技
術
と
し
て
人
間
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
し
め
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
も
医
学
の
象
徴
は
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
た
が
、
技
術

化
の
段
階
を
し
め
す
も
の
と
し
て
、
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
が
医
学
の
象
徴

と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。

タ
ラ
ソ
ノ
フ
の
本
は
こ
の
よ
う
に
、
古
代
文
明
史
、
民
俗
学
、
宗
教
学
な

ど
の
ひ
ろ
い
成
果
に
た
っ
て
医
学
の
象
徴
を
論
じ
て
い
る
。
時
あ
た
か
も
巳

年
、
愚
き
も
の
関
係
で
も
蛇
の
問
題
は
お
お
き
い
。
タ
ラ
ソ
ノ
フ
の
本
は
翻

訳
し
た
い
ぐ
ら
い
に
お
も
し
ろ
い
が
、
関
連
事
項
が
ひ
ろ
す
ぎ
て
手
に
お
え

な
い
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
く
わ
し
く
紹
介
し
た
い
。

（
平
成
元
年
一
月
例
会
）

畠
ノ
に
お
ｑ
も
っ
た
。

梶
田
昭

分
節
化
と
名
づ
け
は
、
人
間
が
対
象
を
理
解
す
る
基
本
の
方
法
で
あ
る
。

体
の
内
景
の
区
切
り
、
名
づ
け
が
解
剖
学
、
病
気
の
区
切
り
、
名
づ
け
が
疾

病
学
（
ノ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
で
あ
る
。
諸
民
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
節
．
名

づ
け
の
体
系
を
そ
の
言
語
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
（
拙
稿
「
記
号
論
と
し
て

の
病
理
学
」
『
東
女
医
大
誌
』
五
七
巻
、
一
四
一
五
頁
、
一
九
八
七
）
。

旧
約
聖
書
は
セ
ム
系
言
語
で
書
か
れ
た
。
医
学
用
語
も
ヘ
プ
ラ
イ
人
の
思

考
様
式
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
を
は

じ
め
、
近
代
の
世
界
諸
語
に
訳
さ
れ
て
行
っ
た
と
き
、
そ
の
つ
ど
異
種
の
分

節
体
系
に
遭
遇
し
、
言
葉
の
移
し
か
え
は
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
移
動
を
伴
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

レ
ピ
記
三
章
四
節
他
の
「
肝
臓
の
尾
状
葉
」
（
新
共
同
訳
）
、
申
命
記
二
八

章
二
七
節
の
「
壊
血
病
」
（
口
語
訳
）
、
サ
ム
エ
ル
記
上
五
’
六
章
に
い
う

「
ア
シ
ド
ド
人
の
腫
物
」
、
レ
ビ
記
十
三
章
の
「
ら
い
病
」
を
例
に
と
っ
て
論

じ
た
。
（
平
成
元
年
二
月
例
会
）

杉
田
暉
道

奈
良
時
代
は
仏
教
文
化
が
お
お
い
に
栄
え
た
の
で
、
こ
れ
に
伴
い
わ
が
国

奈
良
時
代
の
医
療
の
実
態

旧
約
聖
書
の
医
学
用
語
に
つ
い
て
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の
医
学
も
著
し
く
進
歩
し
、
従
来
か
ら
の
加
持
祈
祷
の
ほ
か
に
薬
物
療
法
も

行
わ
れ
、
科
学
と
し
て
の
医
学
の
第
一
歩
を
ふ
み
出
し
た
時
代
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。ま

ず
、
仏
教
の
わ
が
国
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
し
て
承
よ
う
。
か
つ
て

ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
の
農
耕
社
会
の
な
か
で
、
自
由
、
平
等
、
慈
悲
の
根
本
原

理
に
基
づ
い
て
人
間
の
精
神
的
苦
し
み
を
救
お
う
と
ブ
ヅ
タ
が
開
い
た
仏
教

は
、
そ
の
後
、
自
分
が
精
神
的
に
救
わ
れ
る
に
は
、
ま
ず
他
人
を
精
神
的
に

救
わ
ね
ば
い
け
な
い
と
い
う
大
乗
仏
教
の
思
想
が
お
こ
り
、
こ
れ
が
中
央
ア

ジ
ア
を
へ
て
中
国
に
入
っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
仏
教
は
、
そ
の

国
の
帝
王
、
君
主
の
国
師
と
い
う
形
に
変
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
僧
侶
た
ち

は
、
晋
、
六
朝
時
代
を
通
じ
て
、
各
地
に
散
在
し
た
王
候
の
た
め
に
富
国
強

兵
策
を
新
来
の
知
識
技
術
を
用
い
て
指
導
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
仏

教
の
学
者
、
宗
教
家
と
い
う
よ
り
、
東
ア
ジ
ア
圏
で
の
博
物
学
的
知
識
の
に

な
い
手
で
あ
っ
た
。
文
化
的
価
値
体
系
や
そ
の
能
力
の
差
が
は
げ
し
け
れ
ば

は
げ
し
い
ほ
ど
、
そ
の
流
通
伝
播
の
形
体
は
即
物
的
に
な
る
。
聖
明
王
の
も

た
ら
し
た
仏
教
、
仏
像
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
圏
の
百
科
全
書
的

知
識
の
運
搬
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
が
蘇
我

氏
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
当
時
の
大
和
民
族
は
、
仏
教
の
も
た
ら
し
た
難

解
な
経
文
よ
り
も
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
仏
像
、
仏
像
を
つ
く
る
に
必
要
な
技

術
、
経
文
の
装
飾
に
使
わ
れ
る
軸
木
や
峡
の
形
式
、
さ
ら
に
実
生
活
に
役
立

つ
実
利
大
系
、
建
築
技
術
、
天
文
歴
法
、
医
薬
知
識
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
仏

教
音
楽
、
衣
装
の
た
ぐ
い
の
す
ば
ら
し
い
魅
力
に
す
っ
か
り
と
り
つ
か
れ
た

の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
。

仏
教
の
公
伝
は
紀
元
五
三
八
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
朝
鮮
三
国
か
ら

の
渡
来
人
に
よ
っ
て
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
に
認

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
「
飛
鳥
、
白
鳳
時
代
の
仏
教
家
界
の
指
導
者
は

朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
か
、
渡
来
系
出
身
者
が
大
部
分
で
あ
る
」
。
ま
た
「
飛

鳥
寺
、
ま
た
は
法
隆
寺
な
ど
で
中
心
的
指
導
を
果
し
て
い
た
の
は
、
百
済
や

高
句
麗
の
僧
侶
だ
っ
た
」
。
さ
ら
に
今
で
も
経
文
を
呉
音
（
百
済
音
）
で
読

ん
で
い
る
事
実
な
ど
を
指
摘
し
た
仏
教
史
家
田
村
円
澄
氏
の
説
や
、
「
当
時

の
仏
像
製
作
者
は
、
ほ
と
ん
ど
は
中
国
お
よ
び
朝
鮮
か
ら
の
帰
化
人
な
い
し

帰
化
人
の
子
孫
で
あ
っ
た
」
と
美
術
史
家
久
野
健
氏
は
断
定
し
、
門
脇
禎
氏

等
は
蘇
我
氏
を
百
済
渡
来
人
と
唱
え
て
い
る
の
を
象
る
と
、
「
飛
鳥
仏
教
は
、

渡
来
人
集
団
の
高
度
な
思
想
や
技
術
を
背
景
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
得
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
仏
教
文
化
は
、
日
本
人
み
ず
か
ら

の
文
化
と
い
う
よ
り
も
、
渡
来
人
の
手
に
よ
っ
て
日
本
の
国
土
に
開
化
し
た

文
化
で
あ
っ
た
」
（
速
水
有
氏
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

奈
良
仏
教
に
な
る
と
国
家
仏
教
の
色
彩
が
は
っ
き
り
と
し
、
僧
尼
に
対
す

る
国
家
の
保
護
と
統
制
が
強
く
現
わ
れ
て
く
る
。
中
国
や
朝
鮮
か
ら
の
渡
来

僧
は
前
述
の
ご
と
く
医
薬
に
つ
い
て
の
最
新
知
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
れ

は
当
時
の
病
魔
に
は
ま
っ
た
く
効
果
が
な
く
、
呪
術
儀
礼
の
中
で
上
手
に
視

聴
覚
に
訴
え
る
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
為
政
者
の

要
請
に
応
じ
て
、
造
寺
造
仏
の
技
術
指
導
か
ら
始
ま
り
、
造
仏
、
開
眼
供
養

の
儀
礼
奉
仕
や
、
写
経
、
経
典
転
読
が
お
お
い
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
奈
良
時
代
に
活
躍
し
た
僧
侶
、
義
淵
、
行
基
、
良
弁
お
よ
び
大
仏
鋳
造

の
指
導
者
で
あ
っ
た
国
中
公
麻
呂
は
百
済
渡
来
人
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
井
上
光
貞
氏
が
「
奈
良
時
代
は
勿
論
平
安
時
代
の
初
期
に
か
け

（103）331



奈
良
時
代
の
医
療
を
代
表
す
る
人
に
鑑
真
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
の
来
日
後

の
仕
事
は
『
続
日
本
記
」
に
よ
れ
ば
、
一
つ
は
経
論
の
校
正
、
二
は
薬
物
の

可
否
真
偽
の
判
別
を
鼻
で
か
ぎ
わ
け
る
、
三
は
皇
太
后
（
元
正
）
の
病
気
を

治
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
失
明
し
て
お
り
、
弟
子
た
ち
の
間
に
は
複
雑

な
反
目
と
軋
礫
と
が
あ
り
、
僧
侶
社
会
で
、
競
争
暗
闘
な
ど
の
た
め
に
彼
の

治
療
の
恩
恵
に
浴
し
た
人
は
そ
ん
な
に
多
く
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ

い
で
正
倉
院
の
薬
物
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
土
肥
慶
蔵
氏
に
よ
れ
ば
「
中

国
で
の
薬
物
の
内
服
の
主
目
的
は
長
生
と
性
欲
の
保
存
に
あ
っ
て
、
疾
病
の

治
療
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
清
水
藤
太
郎
氏
は
、
正

倉
院
薬
物
を
古
方
薬
品
、
東
南
ア
ジ
ア
に
産
す
る
薬
物
な
ど
に
分
類
し
、
現

在
で
も
貴
重
な
漢
薬
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
ま
と
め
る
と
正
倉
院
薬
物
の
過
半
数
は
栄
養
剤
、
精
力
剤
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
（
杉
山
二
郎
氏
）
。

皇
室
関
係
者
の
治
療
を
『
続
日
本
紀
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
ほ
と
ん

ど
は
天
下
に
大
赦
し
、
天
下
に
放
生
を
行
い
、
僧
尼
の
得
度
を
行
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
写
経
、
転
経
、
仏
像
の
製
作
を
行
う
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い

る
。
百
方
療
治
ま
た
は
湯
薬
を
用
う
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
数
人
に
過
ぎ

な
い
。以

上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
医
療
に
く
わ
し
か
っ
た
の
は
中
国
ま
た
は

朝
鮮
渡
来
の
僧
侶
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
病
気
に
は
期
待
す
べ
き
効
果
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
上
流
社
会
に
お
い
て
も
加
持
祈
祷
、
写
経
、
な
ど
が

重
視
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
国
民
は
さ
ら
に
低
級
な
呪
術
に
頼
っ
た

て
も
、
仏
教
史
上
注
目
す
ぷ

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
史
上
注
目
す
べ
き
人
物
に
は
帰
化
人
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

土
屋
重
朗

明
治
十
五
年
よ
り
明
治
二
十
二
年
ま
で
、
静
岡
画
右
新
聞
と
静
岡
大
務
新

聞
の
両
地
方
紙
に
と
き
ど
き
連
載
さ
れ
た
「
病
体
解
剖
記
事
」
は
、
両
紙
共

載
の
も
の
を
一
件
と
承
な
し
て
も
合
計
八
件
に
及
ん
で
い
る
。

内
容
は
大
へ
ん
詳
し
い
も
の
が
多
く
、
お
そ
ら
く
解
剖
実
施
者
が
書
い
た

報
告
書
を
、
新
聞
記
者
が
何
ら
か
の
方
法
で
入
手
し
て
新
聞
に
そ
の
ま
ま
発

表
し
た
と
思
わ
れ
る
。
正
確
で
詳
し
く
、
医
師
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
内
容

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

静
岡
県
の
解
剖
は
、
明
治
十
三
年
と
十
四
年
に
静
岡
と
浜
松
で
各
一
例
ず

つ
刑
死
し
た
者
を
一
般
系
統
解
剖
と
し
て
一
般
医
師
に
供
覧
し
て
い
る
の

で
、
こ
れ
ら
を
含
め
る
と
二
十
二
年
ま
で
の
被
剖
検
者
は
十
名
に
及
ん
で
い

プ
（
）
Ｏ

病
理
解
剖
が
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
の
は
「
東
京
大
学
医
学
部

百
年
史
」
に
よ
る
と
、
明
治
六
年
二
月
と
あ
り
、
同
部
で
は
明
治
十
年
よ
り

病
理
総
論
、
同
十
二
年
よ
り
病
理
学
各
論
が
講
じ
ら
れ
、
十
六
年
に
は
病
理

学
総
論
お
よ
び
病
理
解
剖
が
独
立
し
た
科
目
と
な
っ
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
静
岡
県
に
お
け
る
病
理
解
剖
は
医
学
校
も
な
く
、
病
院
だ
け

で
行
わ
れ
た
事
を
考
え
る
と
、
そ
の
実
施
は
極
め
て
早
期
で
症
例
も
多
い
。

解
剖
執
刀
指
揮
者
は
東
京
大
学
医
学
部
ま
た
は
そ
の
前
身
者
が
多
い
。

明
治
二
十
二
年
を
す
ぎ
る
と
、
病
理
解
剖
の
新
聞
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
当

明
治
初
期
静
岡
県
の
病
理
解
剖
に
つ
い
て

（
平
成
元
年
三
月
例
会
）
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