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「夜
の
寝
覚
」
末
尾
欠
巻
部
復
元

「ち
ご
宮
」
に
つ
い
て
二
説

は

じ

め

に

定
家
筆

「更
級
日
記
」
奥
書
に
よ
り
菅
原
孝
標
女
の
作
と
伝
え
る

「夜
の
寝
覚
」
は
、
現
存
伝

本
す
べ
て
に
中
間
と
末
尾
に
欠
巻
が
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
先
学
諸
氏
に
よ
り
復
元
が
試
み

ら
れ
て
き
た
。
「無
名
草
子
」
「風
葉
和
歌
集
」
「拾
遺
百
番
歌
合
」
「改
作
本
寝
覚
物
語
」
「寝
覚

物
語
絵
巻
詞
書
」
を
主
と
し
、
そ
の
散
逸
部
の
概
要
が
組
み
立
て
ら
れ
、
ほ
ぼ
論
が
尽
く
さ
れ
た

よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
最
近
そ
の
中
間
末
尾
欠
巻
部
に
関
す
る
新
出
資
料

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語

切
」
「寝
覚
物
語
抜
書
」
が
次
々
と
発
見
紹
介
さ
れ
る
に
至
り
、
新
た
な
内
容
を
構
築
し
直
さ
ざ

る
得
な
く
な

っ
た
と
言
え
よ
う
。
特
に
末
尾
欠
巻
部
の
資
料
の
出
現
は
、
こ
の
物
語
の
構
想
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
る
だ
け
に
、
非
常
に
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
。

今
回
は
、
そ
の
末
尾
欠
巻
部
に
関
し
、
近
年
新
た
に
見
出
さ
れ
た
資
料

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語

切
」
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
資
料
で
初
め
て
そ
の
名
が
記
さ
れ
る

「ち
ご
宮
」
に
つ
い
て

は
、
こ
の
資
料
の
紹
介
者
で
あ
る
田
中
登
氏
は
、
督
の
君
の
生
ん
だ
皇
子
で
は
な
い
か
と
論
究
さ

れ
、
そ
の
後

『寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』
で
は

「
『ち
ご
宮
』
は
石
山
姫
と
今
上

（冷
泉
院

の
皇
子
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
か
、
不
詳
」
と
注
を
付
け
ら
れ
た
。
こ
の

「ち
ご
宮
」
は
誰
を

指
す
の
か
、
ま
だ
結
論
は
出
て
い
な
い
。
改
め
て

「ち
ご
宮
」
に
関
し
て
詳
細
に
年
譜
を
整
理
し

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
末
尾
欠
巻
部
で
新
た
に
登
場
す
る
皇
子
の

可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
新
た
な
皇
子
の
登
場
と
な
れ
ば
、
今
後
末
尾
の
構
想
を
再
検

討
す
る
必
要
も
出
て
こ
よ
う
。
今
回

「ち
ご
宮
」
に
該
当
す
る
人
物
二
説
を
提
示
し
、
慎
重
に
検

証
し
て
行
き
た
い
。

田

明

主
大

次
の
順
序
に
従
い
、
論
の
展
開
を
行
う
。

一
、
「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
に
つ
い
て

二
、
末
尾
欠
巻
部
の
内
容
と

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
場
面

三
、
「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
で
の
ま
さ
こ
の
年
齢

四
、
「ち
ご
宮
」
と
称
さ
れ
る
可
能
性
の
皇
子

五
、
第

一
の
予
言
と
の
関
連

一
、
「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」

に

つ
い
て

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
は
、
田
中
登
氏
が
平
成
四
年
の
関
西
平
安
文
学
会
例
会

（現
在

中
古
文
学
会
関
西
部
会
）
で
発
表
さ
れ
、
後

『中
古
文
学
』
第
五
〇
号
に
掲
載
さ
れ
、
加
え
て
そ

の
ツ
レ
の
古
筆
切
に
つ
い
て

『汲
古
』
第
二
十
九
号
に
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
御
論
は
、
平
成

九
年
に
御
著
書

『古
筆
切
の
国
文
学
的
研
究
』
に
収
め
ら
れ
、
翻
刻
は
、
平
成
十
四
年
に
出
版
さ

れ
た

「夜
の
寝
覚
」
の
散
逸
資
料
だ
け
を
ま
と
め
た

『寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』
に
す
べ
て

収
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
は
現
在
三
葉
見
つ
か
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
末
尾
欠
巻
部
に

属
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
も

「夜
の
寝
覚
」
の
改
作
本
や
絵
巻
詞
書
で
は
な
く
、
現
存

本
の
本
文
そ
の
も
の
の
断
簡
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
は
、
慈
円
筆
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
慈
円
の
真
筆
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
中
期
頃
の
書
写
で
あ
ろ
う
と
田

中
登
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
今
回
問
題
と
す
る
の
は
そ
の
中
の

一
葉
で
、
『古
筆
学
大
成
２５
』

に
未
詳
物
語
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た

一
葉
で
あ
る
が
、
田
中
氏
に
よ
り

「伝
慈
円
筆
寝
覚
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物
語
切
」
の
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
断
簡
で
あ
る
。

○

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」

お
も
ひ
き
こ
え
て
し
を
、
中
納
言
の
た
ち

つ
ゞ
き
た
る
な
ま
め
か
し
さ
、
な
つ
か
し
さ
、

こ
ま
や
か
な
る
に
ほ
ひ
な
ど
、
や

ゝ
た
ち
ま
さ
り
て
み
ゆ
る
を
、
さ
ま
ハ
ヽ
と
を
く
な
る
ま

で
う
ち
み
や
ら
れ
て
、
人
や
り
な
ら
ず
か
な
し
き
に
も
、
「な
ぞ
や
、
わ
ろ
の
こ

ゝ
ろ
や
。

い
ま
は
か
く
思
べ
き
こ
と
か
」
と
せ
め
て
お
ぼ
し
を
ち
て
、
さ
い
宮
の
御
を
こ
な
ひ
に
御
返

に
い
ら
せ
給
て
、
つ
ね
よ
り
も
を
こ
な
ひ
あ
か
し
給
に
、
君
た
ち
の
お
も
か
げ
は
、
な
を
身

を
は
な
れ
ず
。

我
な
が
ら
ゆ
め
か
う

つ
ヽ
か
と
だ
に
こ
そ
さ
め
て
も
さ
め
ぬ
よ
に
ま
ど
ひ
け
れ

御
を
こ
な
ひ
の
ひ
ま
に
は
、
ち
ご
宮
の
か
ぎ
り
な
く
を
よ
す
げ
ま
さ
り
た
ま
ふ
を
、
こ
ひ
し

く
、
お
ぼ
つ
か
な
く
お
も
ひ
き
こ
え
給
。
御
か
た
み
に
は
、
か
ぎ
り
な
う
思
ひ
か
し
づ
き

ゝ

ン」
へ
・・・

末
尾
欠
巻
部
で
あ
り
誤
写
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
部
分
だ
け
で
は
文
意
が
は

っ
き
り
し
な

い
箇
所
も
あ
る
。
こ
の
内
容
を
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
、
こ
の
文
章
の
主
語
は
、
「
つ
ね
よ

り
も
を
こ
な
ひ
あ
か
し
給
」
人
物

つ
ま
り
仏
道
修
行
す
る
女
性
で
あ
ろ
う
。
そ
の
女
性
が
、
誰
か

の
後
に
続

い
て
立
ち
去

っ
て
い
く
中
納
言
な
る
人
の
後
ろ
姿
を
見
や
り
な
が
ら
、
独
り
思
い
悩
ん

で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
納
言
の
姿
は
、
「な
ま
め
か
し
さ
、
な

つ
か
し
さ
、
こ
ま
や
か

な
る
に
ほ
ひ
な
ど
、
や

ヽ
た
ち
ま
さ
り
て
」
見
え
、
そ
の
姿
が
小
さ
く
な
る
ま
で
見
守
り
続
け
て

い
る
。
独
り
悲
し
く
思
う
も
の
の

「な
ぞ
や
、
わ
ろ
の
こ

ゝ
ろ
や
。
い
ま
は
か
く
思
べ
き
こ
と

か
」
と
強
い
て
思
い
直
し
、
「
さ
い
宮
」
と
の
勤
行
を
努
め

（誤
写
あ
る
か
、
意
味
不
明
）、
い
つ

も
よ
り
熱
心
に
行
お
う
と
す
る
。
し
か
し
面
影
は
や
は
り
身
か
ら
離
れ
ず
、
「我
な
が
ら
…
」
と

歌
を
詠
じ
る
。
そ
し
て
修
行
の
隙
に
は
、
「ち
ご
宮
の
か
ぎ
り
な
く
を
よ
す
げ
ま
さ
り
た
ま
ふ
」

を
恋
し
く
思
い
出
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
情
景
で
あ
ろ
う
か
。
末
行
の

「御
か
た
み
に
は
…
」

は
こ
れ
だ
け
で
は
文
意
は
解
せ
な
い
。
後
述
す
る
が
、
「ち
ご
宮
」
と
は
別
の
人
物
を
指
し
て
い

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
記
述
か
ら
最
初
の
報
告
者
田
中
氏
の
御
論
の
通
り
、
こ
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」

の
女
性
は
も
は
や
出
家
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
、
女
主
人
公
寝
覚
の
上
そ
の
人
で
あ
ろ

う
。
現
在
の

「夜
の
寝
覚
」
物
語
研
究
で
は
、
寝
覚
の
上
が
最
終
的
に
出
家
し
た
こ
と
は
、
絵
巻

詞
書
の
記
述＜‐２＞
や

「拾
遺
百
番
歌
合
」
（十
六
番
右

・
二
十
番
右
）
の
詞
書
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い

た
が
、
い
つ
ど
こ
で
出
家
し
修
行
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

っ
た
。
こ
の

「伝
慈
円
筆

寝
覚
物
語
切
」
で
は
、
熱
心
に
勤
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寝
覚
の
上
の
出
家
生
活
が
初
め
て
確

認
で
き
た
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の

「中
納
言
」
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
寝
覚
の
上
が
修
行
中
も
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
人

物
で
あ
り
、
こ
れ
も
田
中
氏
が
述
べ
ら
れ
る

「ま
さ
こ
」
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
「拾

遺
百
番
歌
合
」
に
、
寝
覚
の
上
が
、
北
山
に
籠
も

っ
て
い
る
ま
さ
こ
を
思
い
や
る
歌
が
採
ら
れ
て

い
る
。

右
大
将
、
三
ゐ
の
中
将
と
き
こ
え
し
、
「き
た
や
ま
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
」
と
、
つ
た

ヘ

き

ゝ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（寝
覚
上
）

し
ら
ざ
り
し
や
ま
べ
の
月
を
ひ
と
り
見
て
世
に
な
き
身
と
や
お
も
ひ
い
づ
ら
む

〈
八
番
右
〉

ま
た
同
歌
は
、
新
出
資
料

「夜
寝
覚
抜
書
」
に
も
引
か
れ
て
お
り
、

あ
は
れ
我
を
思
い
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
。
三
位
中
将
ふ
か
く
あ
と
を
た
ち
た
え
こ
も
り

た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
よ
。
い
か
で
ゆ
め
□
う
ち
に
も
、
□
く
て
あ
る
ぞ
と
し
ら
せ
て
し

が
な
。
お
さ
な
き
人
の
さ
ま
ノ゙
ヽ
恋
し
さ
な
ど
、
身
を
せ
む
る
よ
う
に
、
い
と
た

へ
が
た
□

に
も
、
も
の
お
も
ふ
秋
は
あ
ま
た

へ
に
し
か
ど
、
い
と
か
く
し
も
は
、
お
ぼ
え
ざ
り
き
か

‐

し

。

し
ほ
れ
わ
び
わ
が
ふ
る
さ
と
の
お
ぎ
の
葉
に
み
だ
る
と
つ
げ
よ
あ
き
の
ゆ
ふ
か
ぜ

し
ら
ざ
り
し
山
ぢ
の
月
を
ひ
と
り
み
て
世
に
な
き
身
と
や
お
も
ひ
い
づ
ら
む

と
あ
る
。
前
述
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
場
面
は
、
こ
の

「拾
遺
百
番
歌
合
」
「夜
寝
覚

抜
書
」
の
詠
歌
場
面
の
後
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
こ
は
、
三
位
中
将
か
ら
中
納
言
を
経

て
、
物
語
で
の
最
終
官
職
の
右
大
将
に
出
世
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
行
日
の

「
さ
い
宮
」
に
関
し
て
も
、
田
中
氏
の
ご
指
摘
通
り
、
寝
覚
の
上
の
父
入
道
の
妹
女

二
の
宮
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
存
本
巻
四
で
、
男
君
と
結
婚
し
た
女

一
の
宮
の
病
重
く
、
寝
覚
の

上
が
生
霊
と
し
て
取
り
憑

い
て
い
る
と
の
噂
が
広
ま
る
。
い
た
た
ま
れ
な
く
な

っ
た
寝
覚
の
上

は
、
父
入
道
の
住
む
広
沢
に
移
る
と
、
か
つ
て
自
分
が
居
た
寝
殿
に
は
、

昔
お
は
せ
し
か
た
に
は
、
入
道
殿
の

一
つ
御
腹
の
女
二
の
宮
と
申
し
し
は
、
斎
宮
に
ぞ
居

た
ま
ひ
に
し
か
ど
、
代
は
り
た
ま
ひ
に
し
後
、
き
こ
え
を
か
す
人
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
こ
と
の
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ほ
か
に
お
ぼ
し
離
れ
て
、
世
を
背
か
せ
た
ま
ひ
に
け
る
が
、
京
の
宮
も
焼
け
に
け
れ
ば
、
同

じ
山
水
の
流
れ
も
も
ろ
と
も
に
き
こ
え
か
は
い
た
ま
ひ
て
、
こ
の
三
年
ば
か
り
は
、
こ
こ
に

ぞ
お
は
し
ま
し
け
な
。

と
、
父
入
道
の
妹
女
二
の
宮
が
斎
宮
を
辞
し
た
後
出
家
し
住
ん
で
い
た
と
あ
る
。
ま
た
巻
五
で

も
、
寝
覚
の
上
が
出
家
を
志
し
広
沢
に
来
た
も
の
の
、
男
君
に
説
得
さ
れ
京
に
戻
る
こ
と
に
な

っ

た
場
面
で
、
男
君
が
警
戒
し
た
た
め

「斎
宮
に
御
消
息
ば
か
り
に
て
、
御
対
面
も
な
き
を
、
い
と

本
意
な
く
あ
や
し
と
お
ぼ
し
な
が
ら
、
は
か
な
き
御
事
も
心
に
も
か
な
わ
ず
」
と
、
斎
宮
に
会
え

な
か

っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
記
述
が
あ
る
。
い
ず
れ
こ
の
叔
母
斎
宮
の
も
と
で
出
家
生
活
を
送

り
た
い
と
の
心
づ
も
り
が
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
寝
覚
の
上
の
出

家
は
、
構
想
上
早
い
段
階
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
結
局
末
尾
欠
巻
部
で
、
こ

の
叔
母
の
も
と
で
寝
覚
の
上
は
出
家
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
問
題
と
す
る

「伝
慈
円
筆

寝
覚
物
語
切
」
の
場
面
で
展
開
さ
れ
る
地
は
、
広
沢
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
末
尾
欠
巻
部

の
内
容
と

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」

の
場
面

こ
こ
で
、
末
尾
散
逸
部
に
入
っ
て
か
ら
の
出
来
事
を
、
順
に
並
べ
て
み
た
い
。
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
の
解
説
等
を
も
と
に
作
成
し
、　
一
部
そ
の
後
の
新
資
料
も
書
き
加
え
た
。
（以
下
の
文

で
説
明
す
る
た
め
、
出
来
事
順
に
番
号
を
付
し

【　
】
内
に
そ
の
根
拠
を
示
し
た
）

（物
語
十
六
年
）
二
月

一
〇
日
　
寝
覚
の
上
男
児

（第
三
子
）
を
出
産
。
七
月

一
日
頃
　
督
の
君

皇
子
誕
生
。
【現
存
本
　
巻
五
】

（こ
こ
よ
り
散
逸
部
）

①
石
山
の
姫
君

（十
二
歳
）
裳
着
。
【拾
遺
百
番
歌
合
　
一
一番
右
】
石
山
の
姫
君
入
内
、

東
宮
妃
と
な
る
。

（こ
れ
以
降
何
年
の
出
来
事
か
決
め
手
欠
く
）

②
帝
譲
位
、
東
宮
即
位
、
石
山
の
姫
君
立
后
、
督
の
君
の
皇
子
立
坊
。
寝
覚
の
上
喜

ぶ
。
【無
名
草
子
】

③
寝
覚
の
上
の
父
入
道
七
十
賀
、
中
宮

（石
山
の
姫
君
）
行
啓
。
【風
葉
和
歌
集
　
一
四

〇
八
】

初
秋
　
④
寝
覚
の
上
、
世
間
に
死
亡
と
公
表
。
そ
の
後
な
ん
ら
か
の
方
法
で
蘇
生
し
た
か
。

【無
名
草
子
、
寝
覚
物
語
抜
書
】

⑤
寝
覚
の
上
、
白
河
の
院
に
籠
も
る
。
【拾
遺
百
番
歌
合
　
九
番
右

ｏ
十
五
番
右
、
風
葉
和

歌
集
　
一
三
一九
】

⑥
ま
さ
こ
君

（三
位
中
将
）
母
の
死
を
聞
き
北
山
に
籠
も
る
。
【拾
遺
百
番
歌
合
　
八
番

右

・
十
七
番
右
、
風
葉
和
歌
集
　
一
一
一七
〇
】

⑦
寝
覚
の
上
ま
さ
こ
を
思
う
。
【寝
覚
物
語
抜
童
昌

③
ま
さ
こ
と
中
宮

（石
山
の
姫
君
）
喪
に
服
す
。
【風
葉
和
歌
集
　
工全
三

・
六
八
九
】

春
　
　
⑨
ま
さ
こ
君
は
春
頃
ま
で
北
山
に
籠
も

っ
て
い
た
。
【拾
遺
百
番
歌
合
　
十
七
番
右
、
風
葉

和
歌
集
　
エハ
〓
ニ

⑩
ま
さ
こ
勘
当
事
件
。
冨
〔名
草
子
、
風
葉
和
歌
集
　
一
一
二

五
】

⑪
ま
さ
こ
女
三
の
宮
の
女
房
の
も
と
を
訪
れ
る
。
軍
い名
草
子
、
拾
遺
百
番
歌
合
　
十
三
番

右
、
風
葉
和
歌
集
　
一
三
一〇
九

・
一
三
一
〇
、
絵
巻
詞
書
】

⑫
寝
覚
の
上
、
冷
泉
帝

（山
の
帝
）
に
手
紙
を
送
る
。
【拾
遺
百
番
歌
合
　
二
十
番
右
、

絵
巻
詞
書
】

⑬
東
宮

（督
の
君
の
皇
子
）
の
も
と
に
官
一燿
殿
女
御
入
内
。
【風
葉
和
歌
集
　
九

一
五
】

物
語
現
存
部
分
の
最
後
は
物
語
十
六
年
で
、
石
山
の
姫
君
は
十
二
歳
、
ま
さ
こ
は
中
間
欠
巻
部

で
誕
生
し
た
の
で
明
確
で
は
な
い
が
十
歳
ぐ
ら
い
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
散
逸
部
に
入
り
、
①

石
山
の
姫
君
の
年
齢
か
ら
ま
も
な
く
裳
着
が
行
わ
れ
、
中
宮

（最
終
呼
称
女
院
）
が
腰
結
の
役
を

務
め
る
。
そ
の
後
、
石
山
の
姫
君
は
東
宮
の
も
と
に
入
内
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
降
は
何
年
後

の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
が
、
②

「無
名
草
子
」
の
記
述
の

き
さ
い
の
宮
、
春
宮
な
ど
、
い
ち
ど
に
た
ち
た
ま
ふ
を
り
、
中
う

へ
ゐ
ざ
り
い
で
ゝ
、

ね
ざ
め
せ
し
む
か
し
の
こ
と
も
わ
す
ら
れ
て
け
ふ
の
ま
ど
ひ
に
ゆ
く
こ

ゝ
ろ
か
な

と
い
は
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
に
く
し
。

と
譲
位
が
あ
り
、
督
の
君
の
生
ん
だ
皇
子
が
東
宮
に
、
石
山
の
姫
君
は
中
宮
に
な
る
。
引
用
中
の

右
に
一百
つ

「
い
ち
ど
に
た
ち
た
ま
ふ
こ
と
を
喜
ぶ
寝
覚
の
上
が
、
「ね
ざ
め
せ
し
…
」
と
歌
を
詠
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ん
だ
場
面
で
あ
ろ
う
。
③
寝
覚
の
上
の
父
入
道
の
年
齢
は
、
物
語
の
現
存
部
分
に
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
現
存
部
分
の
巻
末
で
寝
覚
の
上
は
二
十
八
歳
、
姉
大
君
と
五
歳
離
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

す
る
と
、
入
道
の
七
十
賀
は
こ
の
あ
た
り
か
。

こ
の
後
④
寝
覚
の
上
偽
死
事
件
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
従
来
偽
死
事
件
と
ま
さ
こ
勘

当
事
件
の
前
後
関
係
が
不
明
で
あ

っ
た
が
、
「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
別
の

一
葉

の
発
見

で
、
偽
死
事
件
の
方
が
先
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
「無
名
草
子
」
に
大
い
に
非
難
さ
れ

た
偽
死
事
件‐
で
あ
る
が
、
寝
覚
の
上
は
何
か
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
亡
く
な
り
、
そ
の
後
何
ら
か

の
方
法
で
蘇
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
蘇
生
直
後
の
場
面
が
、
最
近
発
見
さ
れ
た

「夜
寝
覚

抜
書
」
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
寝
覚
の
上
が
ど
こ
で

一
旦
死
ん
で
蘇
生
し
た

の
か
詳
細
は
不
明
だ
が
、
そ
の
後
⑤
白
河
院
に
居
た
ら
し
い
。
そ
し
て
寝
覚
の
上
は
、
⑧
自
分
は

世
間
で
は
亡
く
な

っ
た
と
公
表
さ
れ
、
⑥
ま
さ
こ
が
北
山
に
籠
も

っ
て
居
る
こ
と
を
知
る
。

前
引
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
場
面
は
こ
の
あ
た
り
か
。
白
河
院
か
ら
こ
つ
そ
り
と
広

沢
に
移
り
、
叔
母
斎
宮
の
元
で
出
家
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
ひ
た
す
ら
身
を
隠
し
世
間

の
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
仏
道
修
行
に
励
み
、
落
ち
着
い
た
日
々
を
送

っ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
何
ら
か
の
事
情
で
来
た
ま
さ
こ
の
姿
を
偶
然
垣
間
見
、
動
揺
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、

「
伝

慈

円
筆
寝
覚

物

語

切
」

で

の
ま

さ

こ

の
年
齢

で
は
こ
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
場
面
は
、
末
尾
欠
巻
部
に
入

っ
て
何
年
後
の
出
来
事

な
の
か
。
ま
さ
こ
が
中
納
言
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
手
懸
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
前
述

の

「拾
遺
百
番
歌
合
」
八
番
右
の
詞
書
は

「右
大
将
、
三
ゐ
の
中
将
と
き
こ
え
し
、
『き
た
や
ま

に
こ
も
り
ゐ
ぬ
』
と
、
つ
た

へ
き

ヽ
て
」
と
あ
る
。
ま
た
同
歌
が
採
ら
れ
た

「夜
寝
覚
抜
書
」
で

も

「
三
位
中
将
ふ
か
く
あ
と
を
た
ち
た
え
こ
も
り
た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
よ
」
と
あ
り
、
母
の

死
を
聞
き
北
山
に
籠
も

っ
た
時
ま
さ
こ
は
三
位
中
将
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
で
は

「中
納
言
」
と
記
さ
れ
こ
の
間
に
昇
進
が
あ

っ
た
こ
と
に
な

る
。
中
将
と
中
納
言
は
兼
官
に
な
り
や
す
く
、
ま
さ
こ
の
父
で
あ
る
男
君
も
物
語
冒
頭
で
は

「権

中
納
言
に
て
中
将
か
け
た
ま

へ
る
」
と
し
て
登
場
す
る
が
、
物
語
で
は
以
後
中
納
言
と
重
職
の
方

で
呼
称
さ
れ
る
。
こ
れ
は

「源
氏
物
語
」
以
下
他
の
物
語
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
ま

さ
こ
の
場
合
、
三
位
中
将
と
中
納
言
は
兼
職
で
あ

っ
た
可
能
性
は
少
な
く
、
時
間
的
ず
れ
が
あ

り
、
昇
進
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
終
盤
近
く
、
寝
覚
の
上
偽
死
事
件
や
ま
さ
こ

君
勘
当
事
件
も
解
決
の
後
、
ま
さ
こ
が
母
寝
覚
の
上
の
手
紙
を
出
家
姿
の
院
に
見
せ
る
場
面
が
あ

る
。
こ
こ
で
ま
さ
こ
は
中
納
言
と
呼
ば
れ
る
こ
と
⑫
か
ら
、
こ
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
が

散
逸
部
分
と
し
て
は
中
納
言
職
に
就
く
最
も
早
い
段
階
の
記
述
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
さ
こ
は
、
物
語
の
中
間
欠
巻
部
で
誕
生
し
、
現
存
部
の
末
尾
で
は

「若
君
」
と
称
さ
れ
、
十

歳
程
度
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
末
尾
の
散
逸
部
で
元
服
し
三
位
中
将
に
な
り
中
納
言

と
な

っ
た
と
推
定
で
き
る
。
他
の
物
語
で
、
主
役
級
の
登
場
人
物
が
何
歳
で
中
納
言
職
に
就
く
か

調
べ
る
と
、
「源
氏
物
語
」
で
は
、
源
氏
が
中
納
言
に
就
い
た
記
述
は
な
い
が
、
そ
の
子
夕
霧
は

十
八
歳
で
中
納
言
と
な
り
、
薫
は
二
十
三
歳
で
中
納
言
に
な

っ
て
い
る
。
「堤
中
納
言
物
語
」
の

一
つ

「逢
坂
こ
え
ぬ
権
中
納
言
」
で
は
、
二
十

一
～
二
歳
で
あ
り
、
「狭
衣
物
語
」
の
狭
衣
大
将

は
十
七
～
八
歳
で
中
納
言
と
あ
る
。
「浜
松
中
納
言
物
語
」
で
は
、
逸
亡
首
巻
で
既
に
主
人
公
は

中
納
言
に
な

っ
て
い
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
年
齢
は
判
断
で
き
な
い
。
以
上
の
例
に
加
え
て
、
ま

さ
こ
の
父
で
あ
る
男
君
は
物
語
冒
頭
で

「年
も
ま
だ
二
十
に
た
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
、
権
中
納
言
に

て
」
と
登
場
す
る
こ
と
。
ま
た
史
実
で
は
長
暦
三
年

（
一
〇
四
〇
）
藤
原
通
房
が
十
五
歳
で
権
中

納
言
に
就
い
て
い
る
こ
と‐
。
長
暦
年
間
は
孝
標
女
の
生
存
中
で
あ
る
が
、
通
房
は
頼
通
の
長
男

で
、
摂
関
関
白
家
の
威
光
も
あ
り
特
異
な
例
で
は
あ
る
。
さ
ら
に
、
ま
さ
こ
は
三
位
中
将
の
時
母

が
亡
く
な
っ
た
と
知
ら
さ
れ
半
年
は
北
山
に
籠
も

っ
て
い
る
⑨
の
で
、
あ
る
い
は
昇
進
を
理
由
に

都
に
戻
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
十
七
～
八
歳
前

後
ぐ
ら
い
が
妥
当
な
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
ま
さ
こ
は
、
女
三
の
宮
と
恋
愛
事
件
を
起
こ

す
が
、
そ
の
時
十
八
～
二
十
歳
ぐ
ら
い
で
年
齢
的
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
最
初
に
引
い
た
断
簡
の
場
面
は
末
尾
欠
巻
部
に
入
り
七
～
八
年
ぐ
ら
い
経
過
し
た
頃
と
す
れ

ば
、
不
自
然
で
は
な
い
。

四
、
「
ち
ご
宮
」
と
称
さ
れ
る
可
能
性

の
皇
子

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
場
面
が
末
尾
欠
巻
部
に
入
り
七
～
八
年
は
経
過
し
た
頃
と
す
る
と
、

「ち
ご
宮
」
が
も
し
督
の
君
が
生
ん
だ
皇
子
だ
と
し
て
、
八
～
九
歳
に
は
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
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る
。
そ
も
そ
も

「ち
ご
」
と
い
う
語
は
、　
一
般
的
に
生
ま
れ
て
間
も
な
い
子
を
指
す
。
「夜
の
寝

覚
」
現
存
部
で
七
例
、
す
べ
て
生
ま
れ
て
直
ぐ
の
子
や

「ち
ご
の
よ
う
に
」
と
頼
り
な
さ
げ
の
女

性

（寝
覚
の
上
）
の
形
容
に
使
わ
れ
て
い
る
。
「ち
ご
宮
」
と
い
う
語
は
王
朝
物
語
の
中
で
は
馴

染
み
の
薄
い
語
で
、
こ
の

「夜
の
寝
覚
」
断
簡
以
外
で
は
二
例
し
か
見
出
せ
な
い
。

一
例
目
は

「う

つ
ほ
物
語
」
藤
原
の
君
の
巻
で
、
あ
て
宮
の
妹
十
の
君
の
通
称
と
し
て
そ
の
名

が
見
ら
れ
る
。
「う

つ
ほ
物
語
」
の
場
合
、
「あ
て
宮
」
「ち
ご
宮
」
と
も
藤
原
雅
頼
の
娘
で
あ

っ

て

コ
呂
」
で
な
く
、
あ
く
ま
で
呼
び
名

（通
称
）
で
あ
る
。
「夜
の
寝
覚
」
と

「う

つ
ほ
物
語
」

の
類
似
は
既
に
石
川
徹
氏
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
可
能
性
と
し
て
捨
て
去
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
こ
れ
で
は
男
女
の
判
断
は
つ
か
な
い
。
だ
が

「夜
の
寝
覚
」
現
存
部
分
で
皇
女
に

つ
い
て
は
、
「女
宮
」
「女

一
宮
」
「女
二
宮
」
と
女
を
表
す
語
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「伝
慈
円
筆
寝

覚
物
語
切
」
の

「ち
ご
宮
」
は
、
女
宮
で
は
な
く
皇
子
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「夜
の
寝
覚
」
は

「う

つ
ほ
物
語
」
と
は
異
な
り
、
皇
族
以
外
に

「○
○
宮
」
と
付
く
人
物
は
考
え
難
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

二
例
目
は

「栄
花
物
語
」
岩
陰
の
巻
で
あ
る
。

児
宮
の
い
み
じ
う
あ
は
て
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
の
う

つ
く
し
き
に
も
、
東
宮
の
い
と
い
み
じ

う
お
よ
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
を
、
人
ず
て
に
聞
こ
し
め
し
て
も
、
飽
か
ぬ
さ
ま
に
思
じ
め

さ

る

。

と
、　
一
条
天
皇
の
皇
子
敦
良
親
王

（児
宮
）
が
、
た
い
そ
う
気
ぜ
わ
し
く
動
き
回

っ
て
い
る
の
が

か
わ
い
い
に
つ
け
て
も
、
東
宮

（敦
成
親
王
）
の
成
長
な
さ

っ
た
由
を
人
づ
て
に
耳
に
し
、
物
足

り
な
い
お
気
持
ち
で
あ
る
、
と
中
宮
彰
子
の
心
中
描
写
で
東
宮
に
対
し
弟
宮
を

「児
宮
」
と
称
し

て
い
る
。
こ
の
時
弟
宮
の
敦
良
親
王
は
三
歳
で
あ
る
。

コ
夜
の
寝
覚
」
の
督
の
君
の
生
ん
だ
皇
子
は
八
～
九
歳
に
は
な

っ
て
い
よ
う
。
し
か
も
こ
の
時

②
既
に
東
宮
に
な

っ
て
お
り
、
た
と
え
寝
覚
の
上
の
心
中
で
あ
り
、
偽
死
事
件
以
前
の
面
影
に
し

て
も

「ち
ご
」
と
い
う
表
現
は
い
さ
さ
か
解
せ
な
い
。
「儲
け
の
君
」
で
あ
る
東
宮
を

「ち
ご
宮
」

と
は
表
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
存
部
巻

一
に
、
後

の
石
山
の
姫
君
が
入
内
す
る
東
宮
を

「春
宮
は
ま
だ
ち
ご
に
て
お
は
し
ま
す
。
」
と
あ
り
、
東
宮
は
幼
く
て
も

「ち
ご
宮
」
と
は
称
さ
れ

て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
こ
の

「ち
ご
宮
」
は
、
巻
五
で
督
の
君
の
生
ん
だ
皇
子

（東
宮
）
で
は
な
く
、
末
尾
欠
巻
部
で
登
場
す
る
新
た
な
皇
子
の
存
在
を
考
え
て
良

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

新
た
な
皇
子
と
し
て
考
察
し
具
備
す
べ
き
条
件
を
整
理
す
る
と
、
寝
覚
の
上
と
関
係
が
あ
り
、

一
時
的
で
も
そ
の
顔
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
皇
子
と
な
り
、
や
は
り
寝
覚
の
上
が
生
ん
だ
娘
或

い

は
母
親
代
わ
り
に
育
て
て
い
た
娘
が
、
入
内
し
生
ん
だ
皇
子
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
点
に
該
当
す

る
娘
は
三
人
で
あ
る
。
２

）
亡
き
姉
の
娘
小
姫
君
、
含
こ

老
関
白
の
連
れ
子
の
督
の
君
、
Ｔ
こ

石
山
の
姫
君
で
あ
る
。

（
一
）
小
姫
君
は
、
中
巻
欠
巻
部
で
誕
生
し
た
の
で
年
齢
が
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
ま
さ
こ
よ
り

は
数
歳
年
下
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
裳
着
そ
し
て
結
婚
の
年
齢
に
達
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

入
内
と
な
る
と
相
手
は
誰
な
の
か
。
物
語
現
存
部
で
、
帝
の
皇
子
は
東
宮
と
督
の
君
の
生
ん
だ
皇

子
し
か
い
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
年
齢
か
ら
す
る
と
石
山
の
姫
君
が
入
内
し
た
東
宮
が
ふ
さ

わ
し
い
が
、
石
山
の
姫
君
と
異
母
姉
妹
で
あ
り
、
ま
た
姉
大
君
の
没
後
寝
覚
の
上
が
引
き
取
り

一

緒
に
育
て
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
寝
覚
の
上
が
同
じ
皇
子
の
も
と
に
入
内
さ
せ
る
可
能
性
は
少

な
い
で
あ
ろ
う
。

（二
）
督
の
君
は
物
語
現
存
部
末
尾
で
皇
子
を
生
ん
で
お
り
、
数
年
後
そ
の
皇
子
は
東
宮
に
な

っ

て
い
る
。
こ
の
皇
子
が

「ち
ご
宮
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
督
の
君
が
も
う

一
人

皇
子
を
生
ん
で
い
た
と
し
た
ら
ど
う
か
。
前
述
の

「栄
花
物
語
」
の
用
例
の
よ
う
に
東
宮
に
は
会

え
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
寝
覚
の
上
の
手
元
に
弟
宮
が
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
た
だ

「栄
花
物
語
」
の
敦
良
親
王
は
彰
子
の
生
ん
だ
皇
子
故
手
元
で
育
て
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
「夜
の
寝
覚
」
の
寝
覚
の
上
は
義
理
の
祖
母
で
あ
る
。
確
か
に

「源
氏
物
語
」
で
は
紫
の

上
が
明
石
の
姫
君
の
三
の
宮

（匂
宮
）
と
女

一
宮
を
六
条
院
で
育
て
て
い
る
が
、
紫
の
上
は
養
女

明
石
の
姫
君
を
入
内
さ
せ
、
手
元
に
子
ど
も
が
い
な
い
寂
し
さ
故
で
あ
る
。
寝
覚
の
上
は
小
姫
君

を
引
き
取
り
、
そ
の
上
ま
だ
手
元
に
は
今
の
夫
で
あ
る
男
君
の
子
ど
も
二
人
を
育
て
て
い
る
。
も

う

一
人

「宮
」
を
引
き
取
り
育
て
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
る
可
能
性
と
し
て
は
、
督
の
君

が
第
二
皇
子

「宮
」
を
出
産
す
る
際
に
、
寝
覚
の
上
が
世
話
を
し
、
そ
の
時
の
面
影
を
求
め
て
い

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

Ｔ
一）
石
山
の
姫
君
と
す
る
と
ど
う
か
。
寝
覚
の
上
の

「風
葉
和
歌
集
」
で
の
最
終
呼
称
が

「准
后
」
で
あ
る
こ
と
、
石
山
の
姫
自
身
が

「中
宮
」
に
な

っ
て
い
る
こ
と
等
考
慮
す
る
と
、
石
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山
の
姫
君
腹
の
皇
子
の
存
在
は
可
能
性
と
し
て
な
く
は
な
い
。
「准
后
」
は
天
皇
や
東
宮
の
祖
母

を
暗
示
し
、
「
中
宮
」
は
皇
子
誕
生
後
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。
石
山
の
姫
君

が
、
里
邸

（内
大
臣
邸
）
で
皇
子
を
出
産
し
、
内
裏

へ
戻
る
ま
で
の
間
寝
覚
の
上
が
世
話
を
し
た

と
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
「源
氏
物
語
」
で
、
明
石
の
御
方
が
手
放
し
た
実
子
明
石
の
姫

君
の
出
産
を
、
六
条
院
で
熱
心
に
世
話
を
し
た
姿
を
思
い
起
こ
せ
よ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
寝

覚
の
上
に
と
っ
て
は
、
大
切
な
思
い
出
で
あ
り
至
福
の
時
間
で
あ

っ
た
ろ
う
。

以
上
、
「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
で
新
た
に
登
場
す
る
皇
子

「ち
ご
宮
」
に
該
当
す
る
皇
子

を
、
条
件
を
満
た
す
人
物
と
し
て
考
察
を
加
え
る
と
、
含
こ

督
の
君
の
生
ん
だ
第
二
皇
子
と

（三
）
の
石
山
の
姫
君
の
生
ん
だ
皇
子
に
そ
の
資
格
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
末
行
の

「御
か
た
み
に
は
…
」
は
、
上
の

「ち
ご
宮
」
か
ら

続
く
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
人
物
を
示
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
文
意
は
は

っ
き
り
し
な

い
。
た
だ
ち
ご
宮
は

「
か
ぎ
り
な
く
を
よ
ず
け
ま
さ
り
た
ま
ふ
を
、
こ
ひ
し
く
、
お
ぼ
つ
か
な
く

お
も
い
き
こ
え
給
」
と
成
長
ぶ
り
を
懐
か
し
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
「御
か
た
み
」
は

「か
ぎ
り

な
う
思
ひ
か
し
づ
き

ゝ
こ
へ
」
と
、
手
元
で
大
切
に
養
育
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

勿
論
断
定
は
で
き
な

い
が
、
「ち
ご
宮
」
と
は
異
な
る

「御
か
た
み
」
と
称
さ
れ
る
人
物
を
指
す

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
存
部
分
の

「夜
の
寝
覚
」
に
は
、
「か
た
み
」
の
語
は
十
例
存
す

る
。
「か
た
み
の
袖
」
な
ど
を
除
外
し
、
人
物
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
巻
五
で
亡
き
老
関
白

の
娘

（継
子
）
を

「昔
の
か
た
み
」
と
呼
ん
で
い
た
り
、
石
山
の
姫
に
対
し
て

「契
り
の
形
見
」

と
称
し
、
恋
愛
関
係
や
親
子
関
係
で
使
用
さ
れ
て
い
る‐
。
寝
覚
の
上
が

「か
た
み
」
と
称
す
る
程

い
と
お
し
く
思
い
、
こ
の
上
な
く
大
切
に
育
て
て
い
た
人
物
と
な
る
と
、
姉
大
君
の
没
後
引
き
取

っ
た
小
姫
君
を
指
す
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
亡
き
姉
の

「御
か
た
み
」
と
呼

ば
れ
て
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
ろ
そ
ろ
裳
着
の
年
齢
に
達
す
る
は
ず
で
あ
り
、
寝
覚
の

上
は
そ
の
行
末
を
気
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
改
作
本

「夜
の
寝
覚
」
で
は
こ
の
小
姫
君

は
若
君
に
改
変
さ
れ
て
い
る
が
、
常
に

「
か
た
み
の
若
君
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
第

一
の
予
言
と

の
関
連

以
上

「ち
ご
宮
」
に
該
当
す
る
皇
子
を
、
そ
の
条
件
か
ら

（二
）
と

（三
）
の
皇
子
で
は
な
い

か
と
し
た
が
、
現
存
本
及
び
そ
の
他
の
資
料
に
こ
れ
を
裏
付
け
る
記
述
は
何
も
な
い
。
た
だ
唯

一

可
能
性
と
し
て
示
す
こ
と
が
出
来
得
る
の
に
、
Ｔ
し

に
関
し
て
は
本
物
語
冒
頭
で
語
ら
れ
る
天

人
の
予
言
が
あ
る
。

こ
の

「夜
の
寝
覚
」
に
は
物
語
発
端
に
二
つ
の
予
言
が
語
ら
れ
て
い
る
。
第

一
の
予
言
は
、

「今
宵
の
御
等
の
琴
の
音
、
雲
の
上
ま
で
あ
は
れ
に
響
き
聞
こ
え

つ
る
を
、
訪
ね
参
で
来
つ

る
な
り
。
お
の
が
琵
琶
の
音
弾
き
伝
ふ
べ
き
人
、
天
の
下
に
は
君

一
人
な
む
も
の
し
た
ま
ひ

け
る
。
こ
れ
も
さ
る
べ
き
昔
の
世
の
契
り
な
り
。
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
、
国
王
ま
で

伝

へ
た
て
ま

つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
」

と
寝
覚
の
上
の
夢
の
中
で
、
天
人
が
そ
の
楽
の
音
色
の
す
ば
ら
し
さ
か
ら
発
し
た
言
葉
で
あ
り
、

翌
年
再
び
天
人
が
下
り
、

「あ
は
れ
、
あ
た
ら
、
人
の
い
た
く
も
の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す

る
か
な
」

と
第
二
の
予
言
を
告
げ
る
。
従
来
こ
の
第
二
の
予
言
は
、
寝
覚
の
上
の
将
来
に
対
す
る
予
言
と
し

て
、
巻
四
で
寝
覚
の
上
自
身
が

「
い
み
じ
う
心
の
乱
る
る
こ
そ
は
、
か
の
十
五
夜
の
夢
に
、
天
つ

乙
女
の
教

へ
し
さ
ま
の
、
か
な
ふ
な
り
け
れ
」
と
の
嘆
き
と
対
応
し
、
こ
の
第
二
の
予
言
に
従
い

物
語
は
進
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
第

一
の
予
言
は

「当
時
の
物
語
の
手
法
か

ら
言

っ
て
、
後
の
巻
で
実
現
す
る
こ
と
の
暗
示
で
あ
ろ
う
が
、
現
存
の
巻
及
び
断
片
的
伝
わ
る
資

料
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
事
が
見
当
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
第

一
の
予
言
は
、
以

降
物
語
中
で
全
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
巻
五
で
初
め
て
寝
覚
の
上
の
父
入
道
は
、

孫
で
あ
る
石
山
の
姫
君
と
対
面
す
る
。
そ
の
美
し
さ
気
品
漂
う
姿
に
、
入
道
は
将
来
皇
后
位
を
極

め
る
こ
と
疑
い
な
い
と
ま
で
考
え
る
。
そ
し
て

「入
道
殿
は
、
姫
君
を
見
つ
き
た
て
ま

つ
り
た
ま

ひ
て
、
御
行
ひ
も
う
ち
忘
れ
て
、
明
け
た
て
ば
渡
り
た
ま
ひ
て
御
琴
教
え
た
て
ま

つ
り
」
る
ほ
ど

熱
心
に
琴
の
手
を
教
え
る
。
そ
の
結
果
姫
君
の
弾
く
琴
の
音
は
、

姫
君
の
御
前
の
等
の
御
琴
心
み
た
ま
ふ
と
て
、
我
す
こ
し
調
べ
掻
き
鳴
ら
し
て
、
さ
し
た
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て
ま
つ
ら
せ
た
ま

へ
れ
ば
、
秋
風
楽
を
、
た
だ
今
の
折
に
合
は
せ
て
弾
き
た
ま

へ
る
、
す
べ

て
十
余
の
人
の
琴
の
音
と
も
聞
こ
え
ず
、
上
衆
め
き
お
も
し
ろ
き
こ
と
限
り
な
し
。
母
君
の

御
琴
の
音
は
、
す
ご
く
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
き
と
こ
ろ
ぞ
、
げ
に
天
人
の
耳
に
も
聞
き
過
ご

さ
る
ま
じ
く
い
み
じ
き
、
こ
れ
は
、
い
と
お
も
し
ろ
く
美
々
し
く
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
上
衆
め
か

し
き
こ
と
、
今
か
ら
す
ぐ
れ
た
ま

へ
る
に
…

と
母
寝
覚
の
上
の
楽
の
手
に
並
ぶ
ほ
ど
に
達
す
る
よ
う
に
な
る
。
寝
覚
の
上
の
弾
く
楽
の
音
は
、

「げ
に
天
人
の
耳
に
も
聞
き
過
ご
さ
る
ま
じ
く
い
み
じ
き
」
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
物
語
発
端

で
、
天
人
が
降
下
し
予
言
し
た
、
第

一
の
予
言
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
先
学
の
諸
氏
誰
も
が
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
ま
で
第

一
の
予
言
は
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
姫
の

楽
の
技
術
な
ど
か
ら
、
「
こ
れ
は
、
い
と
殊
に
め
づ
ら
し
く
、
母
君
の
御
契
り
の
思
ひ
し
よ
り
は

口
惜
し
く
、
我
も
雲
居
ま
で
は
思
ひ
寄
り
き
こ
え
ず
な
り
に
し
」
と
入
道
は
、
こ
の
姫
君
だ
け
で

も
か
ね
て
の
願
い
ど
お
り
后
位
に
と
ま
で
思
い
、
別
れ
に
、
妹
斎
宮
や
娘
寝
覚
の
上
や
大
君
に
も

贈
与
し
な
か

っ
た

「
い
と
も
の
深
く
籠
め
お
き
た
ま

へ
り
け
る
唐
の
琴
」
を
贈
物
と
し
て
引
き
出

す
の
で
あ
る
。
石
山
の
姫
君
に
寝
覚
の
上
が
、
天
人
の

「
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
」
と
い
う

演
奏
法
を
伝
授
し
た
こ
と
は
、
現
存
資
料
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
素
地
は
入
道
の
熱
心

な
教
育
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
石
山
の
姫
君
に
入
内
後
皇
子
が
誕
生
し
て
い
た
と
す
る
と
、
天
人
の
第

一
の
予
言
は
成
就

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
皇
子
に
石
山
の
姫
君
が
楽
の
手
を
教
授
し
た
可
能

性
は
、
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
楽
の
手
は
石
山
の
姫
君
を
通
じ
、
そ
の
子

「国
王
」
ま
で
伝
わ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
改
め
て
第

一
の
予
言
の
内
容
に
注
目
し
、
「ち
ご
宮
」
に
言
及
し
て
み
て

も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結

珠爾

近
年
新
た
に
見
出
さ
れ
た

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
の
一
葉
に
あ
る

「ち
ご
宮
」
は
、
寝
覚

の
上
の
息
子
ま
さ
こ
が
中
納
言
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
末
尾
欠
巻
部
に
入
り
七
年
か
ら
八
年

は
経
た
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
現
存
部
巻
末
で
督
の
君
が
生
ん
だ
皇
子
は
八
～
九
歳
と

な
り
、
既
に
東
宮
に
就
い
て
い
る
と
推
察
さ
れ
、
東
宮
を

「ち
ご
宮
」
と
称
す
る
の
は
不
自
然
と

考
え
ら
れ
る
。
末
尾
欠
巻
部
で
新
た
に
登
場
す
る
皇
子
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て

「ち
ご
宮
」
に
該
当
す
る
皇
子
の
母
親
を

（
一
）
亡
き
姉
の
娘
小
姫
君
、
含
こ

老
関
白

の
連
れ
子
の
督
の
君
、
Ｔ
じ

石
山
の
姫
君
の
中
か
ら
種
々
の
条
件
よ
り
考
究
す
る
と
、
そ
の
皇

子
は

（一
こ

督
の
君
の
生
ん
だ
第
二
皇
子
、
Ｔ
し

石
山
の
姫
君
が
入
内
後
生
ん
だ
皇
子
と
い
う

両
説
が
可
能
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

（一
こ

公
こ

に
つ
い
て
の
記
述
は
現
存
の
資
料
か

ら
は
何
も
見
出
せ
な
い
が
、
Ｔ
こ

の
場
合
は
従
来
放
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
第

一
の
予

言
の
意
味
を
、
「ち
ご
宮
」
と
関
連
し
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今

後

一
つ
の
試
論
と
し
て
考
え
て
行
き
た
い
。

注０
　
一騰
原
定
家
筆

「更
級
日
記
」
奥
書

「ひ
た
ち
の
か
み
す
か
は
ら
の
た
か
す
ゑ
の
む
す
め
の
日
記
也

母
倫
寧
朝
臣
女
体
の
と
の
ゝ
は

ゝ
う
へ
の
め
ひ
也
　
よ
は
の
ね
さ
め
み
つ
の
は
ま

ゝ
つ
み
つ
か
ら
く
ゆ

る
あ
さ
く
ら
な
と
は
こ
の
日
記
の
ひ
と
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
そ
」

②
　
現
存
伝
本
に
つ
い
て
、
作
者
自
筆
原
作
本
で
は
な
く
、
現
存
本
も
ま
た
中
村
本
と
同
じ
く
改
作
本
で

あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
中
川
照
将
氏

「
『夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
改
作
に
つ
い
て
」
『物
語
の
生
成

と
受
容
』
（平
成
十
八
年
三
月
　
国
文
学
資
料
館
）。

０
　
阪
倉
篤
義
氏

「欠
巻
部
分
の
内
容
」
『夜
の
寝
覚
』
（昭
和
三
九
年
　
山石
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
鈴

木
弘
道
氏

『寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
（昭
和
四
〇
年
　
塙
書
房
）、
同
氏

『平
安
末
期
物
語
論
』
（昭

和
四
三
年
　
塙
書
房
）
、
松
尾
聡
氏

『平
安
時
代
物
語
論
考
』
（昭
和
四
十
三
年
　
笠
間
書
院
）
、
永
井
和

子
氏

『寝
覚
物
語
の
研
究
』
（昭
和
四
三
年
　
笠
間
書
院
）
、
平
安
文
学
論
究
会
編

『講
座
平
安
文
学
論

究
』
（平
成
十
六
年
　
笠
間
書
院
）
な
ど
。

０
　
田
中
登
氏

「
『夜
半
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
の
出
現
」
亀
中
古
文
学
』
第
五
〇
号
　
平
成
四
年
十

一
月
）、
同
氏

「新
出
の

『夜
半
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
」
、
名
汲
古
』
第
二
九
号
　
平
成
八
年
七

月
）、
同
氏

『古
筆
切
の
国
文
学
的
研
究
』
（平
成
九
年
　
風
間
書
房
）。

同
　
伊
井
春
樹
氏

「
『夜
の
寝
覚
』
散
逸
部
分
の
復
元
―
―
新
出
資
料

『夜
寝
覚
抜
書
』
を
め
ぐ
っ
て
―

―
」
亀
國
語
と
國
文
学
』
平
成
十
二
年
八
月
）。
田
中
登
氏

「
『夜
寝
覚
抜
書
』
の
解
読
法
」
亀
国
文
学
』

（関
西
大
学
国
文
学
会
）
平
成
十
三
年
三
月
）。
同
氏

「
『夜
半
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
の
内
容
―
―
近
年

出
現
し
た
資
料
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
」
亀
國
語
と
國
文
学
』
平
成
十
五
年
十
二
月
）。

０
　
仁
平
道
明
氏
が

「『夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
考
―
―
架
蔵
伝
後
光
厳
院
筆
切
を
中
心
に
―
―
」

『狭
衣
物
語
の
新
研
究
』
（平
成
十
五
年
　
新
典
社
）、
「
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
分
の
展
開
」
『講
座

平
安
文
学
論
究
』
（平
成
十
六
年
　
笠
間
書
院
）
で
新
た
な

「伝
後
光
厳
院
筆
切
」
を
紹
介
な
さ
っ
て
い

る
。
今
回
の

「ち
ご
宮
」
検
討
場
面
と
は
直
接
関
連
が
な
い
の
で
触
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
仁
平
氏
御

所
蔵
の
断
簡
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
き
た
い
。
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０
　
い狂
０
参
照
。

Ｄ
　
田
中
登

。
米
田

・
中
葉
芳
子

・
澤
田
和
人
編

（平
成
十
四
年
　
風
間
書
房
）
資
料
六
の

一
、
二
〇

一

頁
。
以
下

「無
名
草
子
」
「風
葉
和
歌
集
」
「拾
遺
百
番
歌
合
」
「寝
覚
物
語
絵
巻
詞
書
」
「夜
寝
覚
抜
書
」

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
各
の
引
用
は
こ
れ
に
依
る
。

Ｏ
⑩
　
注
０
国
参
照
。

＜１１＞
　
小
松
茂
美
氏

（平
成
四
年
　
講
談
社
）
。

口
　
『寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』
（注
国
参
照
）
資
料
五
の
五
、
二
〇
〇
頁

「あ
ら
ぬ
さ
ま
に
か
は
り

た
ま
ひ
に
け
る
は
、
い
か
に
。
…
」
。

固
　
『同
』
（注
同
参
照
）
資
料
三
の
八

・
三
の

一
〇
、　
一
九
二

。
一
九
三
頁
。

回
　
末
尾
で
寝
覚
の
上
が
い
つ
出
家
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
近
年
田
淵
福
子
氏
の

「
『夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠

巻
部
の
再
検
討
」
『講
座
平
安
文
学
論
究
』
（平
成
十
六
年
　
笠
間
書
院
）
が
あ
る
。

間
　
鈴
木

一
雄
氏
校
注

・
訳

『夜
の
寝
覚
』
（平
成
八
年
　
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
。
以
下
現

存
本
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

田
　
巻
四
で
男
君
が
広
沢
を
訪
れ
た
時
、
寝
覚
の
上
が
男
君
を
避
け
斎
宮
の
部
屋
に
隠
れ
、
女
房
に

「さ

べ
き
法
文
な
ど
習
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
」
と
言
わ
せ
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た

「斎
宮
の
御
か
た

は
ら
を
、
か
し
こ
き
陰
に
立
ち
離
れ
で
過
ご
し
や
り
た
ま

へ
ば
」
と
、
斎
宮
を
頼
り
と
し
て
い
る
。
巻

五
巻
頭
に
も
、
「斎
宮
の
御
有
様
を
、
「あ
は
れ
に
う
ら
や
ま
し
く
も
行
ひ
す
ま
さ
せ
た
ま
ふ
か
な
。
幸

ひ
な
ど
い
ふ
か
た
こ
そ
、
人
に
す
ぐ
れ
む
こ
と
難
く
、
思
ふ
に
か
な
は
ざ
ら
め
、
こ
の
世
を
捨
て
て
、

か
や
う
に
行
ひ
て
あ
ら
む
こ
と
は
、
い
と
や
す
か
べ
い
こ
と
な
り
か
し
。
…
」
と
出
家
し
た
斎
宮
を
う

ら
や
む
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
巻
四
で
斎
宮
を
登
場
さ
せ
た
時
か
ら
、
寝
覚
の
上
の
出
家
は
構
想
上
準

備
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

‐‐７＞
　
関
根
慶
子

・
小
松
登
美
各
氏

『増
訂
　
寝
党
物
語
全
釈
』
（昭
和
四
七
年
　
〕字
燈
社
）
、
注
問
を
参
考

に
し
た
。

田
　
注
田
国
参
照
。

⑩
　
「か

へ
す
ハ
ヽ
こ
の
も
の
が
た
り
の
お
ほ
き
な
る
な
ん
は
、
し
に
か

へ
る
べ
き
ほ
う
の
あ
ら
む
は
、
さ

き
の
よ
の
こ
と
な
れ
ば
い
か
が
は
せ
む
、
…
」

⑩
　
坂
本
共
展
氏
に
よ
る
と
、
「源
氏
物
語
」
葵
の
巻
で
源
氏
は
中
納
言
を
兼
官
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。
同
氏

「右
大
将
源
氏
の
本
官
」
亀
中
古
文
学
』
第
五
四
号
　
平
成
六
年
十

一
月
）

剛

「公
卿
補
任
」
『新
編
増
補
　
国
史
大
系
』
（昭
和
五

一
年
　
士
口
川
弘
文
館
）。

圏
　
阪
倉
篤
義

。
高
村
元
雄

。
志
水
富
夫
各
氏
編

『夜
の
寝
覚
総
索
引
』
（昭
和
四
九
年
　
明
治
書
院
）。

七
例
中
特
定
の
人
物
を
指
す
例
が
三
例
、
い
ず
れ
も
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
石
山

の
姫
君

（「ち
ご
君
」

「ち
ご
の
君
」
で
あ
る
。
他
は
、
頼
り
な
さ
げ
の
寝
覚
の
上
に
対
し
二
例
と
幼
い
子
の
意
ｃ

『王
朝
小
説
論
』
（平
成
四
年
　
新
典
社
）

引
用
は
、
山
中
裕

。
秋
山
虔

・
池
田
尚
隆
各
氏
校
注

・
訳

『栄
花
物
語

一
』
（平
成
九
年
　
小
学
館
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
に
よ
る
。

の
　
巻
五
、
五

一
五
頁
、
「そ
の
こ
ろ
、
内
に
女
宮
三
所
、
男
、
春
宮
よ
り
ほ
か
の
儲
け
の
君
お
は
し
ま
さ

ず
。」
↑
狂
０
参
照
）
。

的
　
寝
覚
の
上
は
、
巻
五
で
男
君
と
の
間
の
三
番
目
の
子
若
君
を
出
産
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
末
尾
欠
巻
部
で
第
四
子
に
当
た
る
女
の
子
を
設
け
た
こ
と
が
絵
巻
の
詞
書
で
判
明
す
る
が
、
ど
の
時

点
で
出
産
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

囲

「夜
の
寝
覚
」
と

「源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
特
に
明
石
の
御
方
と
の
関
係
は
、
坂
本
信
道
氏

「音
楽
伝
承
諄
の
系
譜
―
―
『源
氏
物
語
』
明
石

一
族
か
ら

『夜
の
寝
覚
』

へ
―
―
」
亀
文
学
』
五
上ハー

四
　
昭
和
六
三
年
四
月
）
、
中
村
本
か
ら
で
あ
る
が
中
井
賢

一
氏

「中
村
本

『夜
寝
覚
物
語
』
に
お
け
る

幸
福
的
結
末

の
論
理
―
―
第
二
予
言
の
表
現
と

「結
構
」
と
し
て
の
明
石
御
方
物
語
―
―
」
翁
詞
林
』

一壬
吾
万
　
平
成
十
五
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。

口
　
巻

一
に
母
を
亡
く
し
た
太
政
大
臣
の
子
ど
も
た
ち

「形
見
ど
も
」

一
例
、
石
山
の
姫
の
こ
と
を

「契

り
の
形
見
」
三
例
、
男
君
が
寝
覚
の
上
の
残
し
た

「形
見
の
衣
」
そ
れ
に
関
す
る
も
の
三
例
、
巻
五
で

亡
き
老
関
白
の
娘
を

「昔
の
形
見
」

一
例
、
そ
の
他
帝
が
寝
覚
の
上
を
恋
し
い
者
と
し
て
二
例
あ
る
。

ｍ

「か
た
み
の
わ
か
君
」
三
例
、
金
子
武
雄
氏

『物
語
文
学
の
研
究
』
（昭
和
四
九
年
　
笠
間
書
院
）

一

九

一
。
一
九
四

。
三
〇
五
頁
。

∽
　
注
間
を
始
め
注
釈
本
、
及
び
野
口
元
大
氏

「
享
王
題
と
構
造
」
『夜
の
寝
覚
研
究
』
（平
成
二
年
　
笠

間
書
院
）
な
ど
多
数
あ
る
。

口

『増
訂
　
寝
覚
物
語
全
釈
』
（注
□
参
照
）。
ま
た
同
様
の
意
見
と
し
て
、
永
井
和
子
氏

「第

一
章
　
寝

覚
物
語
」
『続
寝
覚
物
語
の
研
究
』
（平
成
二
年
　
笠
間
書
院
）
が
あ
る
。

田
　
巻
五

「
た
だ
う
ち
見
る
よ
り
際
も
な
き
人
の
生
ひ
先
、
そ
の
道
な
ら
ぬ
大
和
相
を
お
ほ
せ
て
、
上
な

き
位
を
き
は
め
た
ま
は
む
こ
と
、
な
に
の
疑
ひ
あ
べ
う
も
あ
ら
ぬ
人
の
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
」

田
　
注
間
の
頭
注
参
照
。

付
記本

稿
は
、
平
成
十
四
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会

（於
　
相
愛
大
学
）
に
お
い
て
、
日
頭
発
表
し
た
も

の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
当
日
会
場
及
び
懇
親
会
場
で
、
ご
質
問

。
ご
意
見
賜

っ
た
方
々
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

041 031



(59) 米田 明美 :「夜の寝覚」末尾欠巻部復元「ちご宮」について二説

The two views of``Chigo― Miya'':

restoration of the nlissing volume at the end of yor“ んθ Nezα
“
θ

YONEDA Akemi

Abstract: yor“ んθ Nezα
“
ι, the tales written in the Hcian era,Hlisses volumes both at the Ⅱliddle and end of

every existent text, and the reconstruction of the contents of those volumes have been attempted by many

scholars.Although this work secmcd to havc bccn complcted,rccently ncw materials for thosc Ⅱlissing volumes

have been discovered,and so now we need to reconstluct the contents a1l over again。

Accordingly,I attempted to reconsider the Ⅱlissing volume at the end,based on the newly discovered mate―

rial, ``Den Jien―Hitsu Nezame― Monogatari― Kire"。 Especially, concerning “Chigo― Miya", whose name is men―

tioned for the irst time in this material,two different views are possible: he is cither(1)the second prince

born of Kan― no…Kimi,or(2)the prince born of Princes lshiyama atter her mariage to the emperor.I would like

to take up thcse views as a tcntative interpretation.


