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「
古
代
語
の
し
る
べ
」
第
五
回

「
疫
（
え
）」
と
「
伇
（
え
）」

尾

山

慎

「
疫
病
」
と
書
く
と
現
在
は
エ
キ
ビ
ョ
ウ
と
読
む
の
が
普
通
だ
が
、
古
代
に
は
多
く
「
え
や
み
」
と
読
ま

れ
て
い
る
。
崇
神
紀
七
年
の
記
事
に
「
於
是
疫
病
始
息
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
え
や
み
」
の
訓
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
「
え
や
み
」
と
読
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
「
伇
病
」（
崇
神
記
）、「
疾
疫
」（
崇
神
紀
五
年
）、「
疫

気
」（
欽
明
紀
十
三
年
）
な
ど
が
あ
る
（
「
伇
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
）。
こ
の

｢

え
」
は
、「
疫
」
か
「
伇
」
で
し
か
書
か
れ
な
い
た
め
、
ア
行
の
エ
か
ヤ
行
の
エ
か
の
判
別
が
付
か
な
い
。

そ
こ
で
「
伇
」
字
の
字
音
を
み
て
み
る
と
、
中
古
音
（
漢
音
系
）
で
は
あ
る
が
、『
韻
鏡
』
に
お
い
て
声
母

は
「
喩
」
と
比
定
さ
れ
、「
延
」
字
と
共
通
す
る
。
そ
し
て
「
疫
」
と
は
同
音
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
伇
」「
疫
」

字
は
、
字
音
と
し
て
は
ヤ
行
音
系
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
た
だ
し
、
ヤ
行
音
に
比
さ
れ
る
字
音
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
（
ヤ
行
）
え
」
と
い
う
和
語
の
存
在
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
。
本
居
宣
長
は
『
古
事

記
伝
』
巻
二
十
三
に
お
い
て
、
こ
れ
を
和
語
（
注
）

だ
と
み
て
い
る
。
も
と
も
と
賀
茂
真
淵
は
字
音
で
あ
る
と

い
っ
て
お
り
、
宣
長
も
は
じ
め
は
師
説
に
従
っ
て
い
た
―
―
「
も
し
も
と
よ
り
の
古
言
な
ら
む
に
は
、
か

く
同
音
の
字
に
て
、
同
音
に
な
る
べ
き
に
非
ず
」
と
。
し
か
し
、
考
え
を
変
え
、「
共
に
も
と
よ
り
の
古
言

な
り
、
ま
ず
伇(

エ)

は
、
お
の
ず
か
ら
字
音
と
同
じ
き
な
り
、
凡
て
此
方
の
古
言
と
、
漢
字
音
と
、
お
の

づ
か
ら
に
似
た
る
も
同
じ
き
も
、
稀
に
は
あ
る
こ
と
な
り
」
と
い
っ
て
、
字
音
語
と
語
形
が
共
通
す
る
こ

と
も
あ
り
う
る
と
み
て
、
和
語
に
と
る
こ
と
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
「
然
る
に
其
を
も
悉
く
彼
レ

を
取
れ
る
も
の
と
思
ふ
は
、
中
々
に
非
な
り
」
と
断
言
ま
で
し
て
い
る
。
和
語
で
あ
る
根
拠
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
よ
り
は
、
字
音
語
と
み
た
く
な
い
だ
け
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

さ
て
、
試
み
に
こ
れ
を
字
音
語
だ
と
み
る
と
し
よ
う
。
流
行
病
を
指
す
「
疫
」
を
字
音
語
と
し
て
受
容

し
、「
―
（
の
）
け
」
あ
る
い
は
「
―
や
み
」「
―
（
の
）
や
ま
ひ
」
と
い
っ
た
、
既
存
の
語
と
複
合
し
て

示
さ
れ
た
語
で
あ
る
と
見
通
し
て
み
る
。
実
際
に
単
独
で
「
え
」
と
使
わ
れ
る
場
面
は
な
く
、
複
合
語
で

し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
右
の
よ
う
に
、
既
存
の
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
語
で
補
っ
て
、
外
来
概
念
を
取
り

入
れ
た
と
み
れ
ば
納
得
が
い
く
。
ま
た
、
訓
の
一
つ
で
あ
る
「
と
き
の
け
」（
和
名
抄
「
疫

一
云

度
岐
乃
介

」
）

は
、
い
わ
ば
日
本
語
だ
け
に
よ
る
「
疫
」
な
い
し
「
疫
病
」
の
説
明
的
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
も
、
直
接
そ
れ
を
さ
す
言
葉
が
な
い
た
め
に
存
在
し
た
も
の
と
み
れ
ば
、
矛
盾
し
な
い
。

一
方
、「
え
」
を
も
と
か
ら
存
在
す
る
和
語
で
あ
る
と
見
通
す
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
宣

長
の
い
う
よ
う
に
、「
疫
」
の
字
音
と
共
通
す
る
の
は
偶
然
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
、
和
語
と
そ
の
訓
字
と

捉
え
て
み
る
の
で
あ
る
。「
え
」
「
え
や
み
」「
え
の
や
ま
ひ
」「
え
の
け
」
な
ど
種
々
の
表
現
が
あ
る
こ
と
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は
お
か
し
く
は
な
い
が
、
和
語
と
し
て
「
疫
―
え
」
だ
け
を
取
り
出
せ
る
そ
の
根
拠
と
は
、
お
そ
ら
く
「
疫

病
」
に
対
す
る
「
え
や
み
」
訓
な
い
し
「
え
の
や
ま
ひ
」
訓
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。
一
般
に

は
漢
語
が
多
く
熟
字
で
あ
ら
わ
れ
、
単
独
で
「
疫
」
字
が
用
い
ら
れ
に
く
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
か
ら
、「
疫

病
」
と
あ
れ
ば
「
え
／
や
み
」
と
訓
じ
る
の
は
穏
当
で
は
あ
る
が
、
流
行
病
を
あ
ら
わ
す
そ
の
他
の
熟
語

に
対
し
て
引
き
当
て
ら
れ
る
訓
が
、「
え
」
単
独
で
現
れ
な
い
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

｢

疫
―
え
」
の
対
応
の
度
合
い
お
よ
び
、「
え
」
と
い
う
言
葉
の
独
立
性
を
疑
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。「
疾

疫
」「
疫
気
」
に
も
「
え
や
み
」
訓
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。「
え
」
が
確
固
た
る
和
語
と
し
て
す
で
に
あ

り
、
流
行
病
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
相
当
す
る
意
味
の
熟
語
類
に
単
に
「
え
」
と
だ
け
あ

て
ら
れ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
例
が
な
い
。
名
義
抄
、
和
名
抄
で
は
む
し
ろ
、「
疫
」
一
字

に
対
し
て
「
エ
ヤ
ミ
」
訓
を
挙
げ
て
い
る
（
和
名
抄
「
疫

衣
夜
美

」
、
類
聚
名
義
抄
「
疫

エ
ヤ
ミ

」
）
。
つ
ま

り
、
ア
行
か
ヤ
行
か
と
い
う
以
前
に
、「
え
」
が
単
独
で
存
在
し
、
当
該
の
意
味
を
表
し
た
と
い
う
確
証
が

得
ら
れ
な
い
の
が
、
現
状
の
資
料
的
事
実
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
和
語
と
し
て
の

存
在
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
字
音
語
と
み
る
場
合
に
比
べ
て
、
幾
分
無
理
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
お
、『
古
事
類
苑
』「
疫
病
」
の
項
目
で
、『
令
義
解
』
八
医
疾
に
「
時
気
」
と
あ
り
、
先
に

ト
キ
ノ
ケ
と
い
う
訓
を
挙
げ
た
が
、
や
は
り
「
伇
」
と
「
気
（
ケ
）」
と
の
関
係
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
内

田
賢
徳
「
和
語
化
し
た
漢
語
」（
『
日
本
語
学
』v

o
l
.
3
4
-
1

2
0
1
5

：4
0
p

明
治
書
院
）
は
、「
ケ
」
と
は

和
語
化
し
た
漢
語
で
あ
り
、「
霊
な
る
も
の
の
不
可
視
の
示
現
、
従
っ
て
、
具
体
的
に
は
匂
い
な
ど
を
指
す

こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

さ
て
、「
疫
」
と
交
替
し
て
い
る
「
伇
」
字
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
の
字
は
、
労
役
、
官
職
、
ま
た

そ
の
仕
事
と
い
っ
た
意
が
本
義
で
あ
り
、
病
気
の
意
味
は
無
い
。
一
方
で
「
疫
」
は
、
流
行
す
る
悪
い
病

気
と
い
う
意
は
も
ち
ろ
ん
、『
釋
名
』
に
「
疫
、
伇
也
。
言
有
鬼
行
伇
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
疫
」
と
は

｢

鬼
」
が
も
た
ら
す
こ
と
（
伇
）
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
疫
＝
伇
と
直
ち
に
と
ら
え
る
べ
き

傍
証
と
は
言
い
が
た
く
、
お
そ
ら
く
音
通
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
意
通
に
捉
え
直
し
て
語
源
理
解
を
示
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
字
の
接
点
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
釋
名
』
の

例
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
「
疫
」
字
の
解
釈
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
伇
」
字
が
、
疫
病

の
意
味
を
背
負
っ
て
い
る
例
は
見
い
だ
し
難
い
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
語
側
の
、
病
気
の
意
味
に
用
い
ら

れ
て
い
る
「
伇(

え
の)

気(

け)

」
の
「
伇
」
は
、
音
仮
名
と
み
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
古
代
に

お
い
て
、「
伇
」
字
が
音
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
見
い
だ
し
難
い
。
も
っ
と
も
、
孤
例
の
仮
名
と

い
う
の
は
あ
る
の
で
、
当
該
が
、
ま
さ
に
そ
の
た
だ
一
例
と
い
う
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
で
は
、
訓

字
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
難
し
い
。
人
民
の
負
う
賦
課
と
し
て
の
「
伇
（
え
）
」
に
、
当
然
な
が
ら
病
の
「
疫
」

字
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
流
行
病
を
表
す
和
語
「
え
」
に
対
す
る
同
訓
異
字
と
し
て
「
疫
」

と
「
伇
」
が
存
在
し
た
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
方
と
も
が
訓
字
だ
と
見
る
こ
と
は
で

き
ず
、
か
と
い
っ
て
病
の
「
え
」
が
和
語
だ
と
前
提
す
る
限
り
、「
伇
」
字
の
方
を
仮
名
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
壁
に
つ
き
あ
た
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
、
賦
課
の
「
伇
」
を
い
う
「
え
」
も
、

果
た
し
て
和
語
と
み
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
字
音
語
と
み
る
べ
き
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
が
、
和
語
と
み

る
と
、
結
局
上
述
の
と
こ
ろ
と
同
じ
く
無
理
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
者
の
「
え
」
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を
い
ず
れ
も
和
語
と
み
る
と
、
二
者
は
同
音
異
義
語
で
あ
り
、
表
記
は
、
賦
課
の
「
え
」
に
は
訓
字
と
し

、
、
、
、
、

て
「
伇
」
の
み
が
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、「
疫
」
の
場
合
は
、
「
伇
」
も
あ
た
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
訓
仮
名
と
す
る
可
能
性
ま
で
で
て
く
る
。
ま
た
、
字
音
も
「
エ
」
な
の
で
、
ｋ
捨
象
の
略
音
仮
名

と
み
て
も
よ
く
、
仮
名
は
仮
名
で
も
い
ず
れ
な
の
か
見
分
け
が
つ
か
な
い
。「
伇
」
が
音
仮
名
に
使
わ
れ
が

た
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
訓
仮
名
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
文
章
中
に
お
い
て
、
し
か
も
語
頭
部
分
で
こ

の
よ
う
に
訓
仮
名
を
使
う
必
然
性
が
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
や
は
り
賦
課
の
「
伇

(

え
）
」
が
和
語
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
前
掲
内
田
論
も
、
や
は
り
「
エ
」
を
漢
語
由
来
と
み
て
い
る
。

病
気
「
疫
」
の
「
え
」、
賦
課
「
伇
」
の
「
え
」
を
い
ず
れ
も
字
音
語
だ
と
み
る
と
、
挙
げ
て
き
た
と
こ

ろ
の
概
ね
の
不
審
は
解
消
す
る
。
す
な
わ
ち
病
気
の
「
え
」
に
「
疫
」
と
「
伇
」
が
通
用
す
る
の
は
問
題

が
無
い
し
、「
伇
」
字
の
本
義
で
あ
る
賦
課
と
し
て
の
「
え
」
に
「
疫
」
字
が
あ
ら
わ
れ
な
い
の
も
当
然
で

あ
る
。
ま
た
、
賦
課
の
「
え
」
と
、
病
気
の
「
え
」
と
を
関
係
づ
け
る
語
源
理
解
（
人
民
が
病
む
の
は
、

課
役
に
あ
て
ら
れ
て
立
つ
の
に
通
じ
る
―
―
宣
長
『
古
事
記
伝
』
前
掲
箇
所
）
と
い
っ
た
こ
と
は
、
字
音

語
と
見
れ
ば
、
却
下
で
き
る
。「
疫
」
に
「
伇
」
が
通
用
し
て
い
る
理
由
は
「
え
」
同
士
の
語
義
の
繋
が
り

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
仮
名
表
記
が
な
い
こ
と
は
、
表
語
表
記
を
基
本
と
す
る
場
で
用
い
ら
れ
や
す
い
語
だ
っ
た
こ
と

に
よ
る
必
然
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
語
形
と
と
も
に
外
来
概
念
で
あ
る

こ
と
で
、
そ
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
漢
字
を
も
っ
て
視
覚
的
に
明
示
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
仮
名
は
忌
避
さ

れ
た
―
―
つ
ま
り
、
漢
字
（
漢
語
）
表
記
の
必
然
性
が
高
か
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
か
。
た
だ
一
点
、
字
音

語
を
略
音
と
し
て
（
ｋ
韻
尾
以
下
捨
象
）
と
し
て
使
い
う
る
か
と
い
う
点
に
懸
念
が
な
い
で
は
な
い
―
―

つ
ま
り
、
略
音
字
音
語
の
傍
証
が
得
ら
れ
な
い
の
が
難
点
で
あ
る
の
だ
が
、
内
田
前
掲
論
（4

0p

）
に
、
廣

韻
に
従
え
ば
ｋ
韻
尾
で
あ
る
が
、「
こ
の
語
に
は
、「
以
酔
切
」（
集
韻
）
の
音
が
あ
り
、
こ
の
字
音
は
イ
（
漢
）、

ユ
イ
（
呉
）
で
あ
る
。
エ
と
い
う
和
語
の
音
節
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
た
、
も
と
漢
語
由
来
の
も
の

で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
伇
」
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
語
形
は
、
こ
と
さ
ら
略

音
仮
名
と
み
る
必
要
は
な
く
な
る
。
ま
た
仮
に
、
ｋ
韻
尾
を
有
し
た
字
音
に
由
来
す
る
と
し
て
も
、
大
量

に
存
在
す
る
略
音
仮
名
か
ら
し
て
、
そ
う
い
っ
た
受
容
が
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
み
て
お
き
た
い
。

（
注
）
も
と
字
音
語
が
和
語
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
て
よ
い
が
、
い
っ
た
ん
、
〝
字
音
と
全
く
無

関
係
に
存
在
し
う
る
も
の
と
し
て
の
和
語
〟
を
仮
説
的
に
想
定
し
、
そ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。

こ
れ
は
、
宣
長
が
そ
う
い
う
つ
も
り
で
漢
語
と
対
置
し
て
こ
の
語
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
を
い
え
ば
、「
疫
（
エ
）」
は
漢
語
（
由
来
）
で
よ
い
思
わ
れ
る
が
、
一
音
節

語
で
も
あ
っ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
和
語
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
得
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
ど
の
よ
う
に
由
来
を
た
ど
れ
る
か
と
い
う
の
は

話
と
し
て
別
で
あ
る
と
し
て
、
論
を
進
め
る
。
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