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御
伽
草
子
の
『
天
稚
彦
草
子
』
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
天
界
遍
歴
・
唐
櫃
、

一
夜
瓢
な
ど
の
不
思
議
な
道
具
・
主
人
公
の
天
稚
彦
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で

あ
っ
た
の
か
・
難
題
の
大
き
く
四
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

天
界
遍
歴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
天
稚
彦
草
子
』
以
外
に
も
描
か
れ
て
い
る
作

品
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
今
回
は
天
界
遍
歴
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
、

『
梵
天
国
』『
お
も
か
げ
物
語
』『
玉
造
物
語
』
の
三
作
品
を
例
に
挙
げ
、
天
界
の

描
写
、
天
界
へ
の
行
き
方
、
天
界
に
着
い
て
か
ら
の
遍
歴
の
点
に
注
目
し
、『
天

稚
彦
草
子
』
と
比
較
を
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
特
徴
を
挙
げ
、
そ

の
特
徴
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
見
え
て
く
る
『
天
稚
彦
草
子
』

像
を
考
え
た
。

『
天
稚
彦
草
子
』
の
物
語
展
開
に
お
い
て
重
要
と
な
る
道
具
が
三
つ
登
場
す

る
。
唐
櫃
と
一
夜
瓢
と
天
稚
彦
の
袖
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
道
具
が
物
語
の
中
で
ど

の
よ
う
に
働
き
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

唐
櫃
は
何
で
も
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
る
魔
法
の
箱
で
あ
る
。
ま
た
、
天
稚
彦

が
天
に
戻
る
際
に
妻
に
唐
櫃
を
け
し
て
開
け
る
な
、
開
け
れ
ば
戻
れ
な
く
な
る
と

言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
妹
に
嫉
妬
し
た
姉
た
ち
が
箱
を
開
け
て
し
ま
い
、
煙
が
立

ち
こ
め
る
。
し
か
し
箱
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
本
当
に
天
稚
彦
は
妻
の

も
と
に
戻
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
唐
櫃
は
物
語
展
開
の
上
で
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
一
夜
瓢
は
妻
が
天
界

へ
昇
る
際
に
使
う
ウ
リ
科
の
植
物
で
あ
る
。
天
稚
彦
の
袖
は
妻
が
鬼
に
難
題
を
課

せ
ら
れ
た
時
に
使
っ
た
物
で
あ
る
。
天
界
で
は
身
分
が
高
い
天
稚
彦
の
私
物
な
の

で
、
布
切
れ
で
も
「
天
稚
彦
」
と
同
じ
く
ら
い
価
値
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
主
人
公
の
天
稚
彦
は
物
語
の
中
で
も
謎
が
多
い
人
物
で
あ
る
。
詳
し
い

描
写
も
な
い
。
は
じ
め
に
長
者
の
前
に
現
れ
た
と
き
は
蛇
の
姿
を
し
て
い
た
。
結

婚
を
し
た
妻
の
前
に
現
れ
て
、
妻
に
頭
を
斬
ら
せ
る
と
、
中
か
ら
美
男
子
が
出
て

き
た
。
蛇
で
あ
っ
た
が
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
り
と
不
思
議
な
人
物
で
あ
る
。
ま

た
、
天
稚
彦
は
日
本
神
話
に
出
て
く
る
天
若
日
子
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
天
若

日
子
は
葦
原
中
国
を
平
定
す
る
に
あ
た
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
天
穂
日
命
が
三
年
た
っ

て
も
戻
っ
て
こ
な
い
の
で
代
わ
り
に
遣
わ
れ
た
者
で
あ
る
。
こ
の
天
若
日
子
は
任
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草
子
』
と
比
較
し
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
特
徴
を
探
っ
て
い
っ
た
。

難
題
に
も
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
体
力
的
な
も
の
（『
天
稚
彦
草
子
』
で
の
、

米
の
運
搬
・
牛
の
世
話
）
・
精
神
的
に
苦
痛
な
も
の
（『
古
事
記
』『
天
稚
彦
草

子
』
で
の
、
蛇
・
百
足
の
倉
に
籠
も
る
）
・
知
恵
的
な
も
の
（『
観
音
の
本
地
』

に
出
て
く
る
、〝
三
日
以
内
に
足
一
つ
・
目
一
つ
の
も
の
を
十
人
ず
つ
尋
ね
て
参

ら
せ
よ
。〟
と
い
う
よ
う
な
も
の
）
で
あ
る
。
難
題
の
種
類
を
挙
げ
て
い
く
上
で

感
じ
た
の
は
『
天
稚
彦
草
子
』
で
の
難
題
は
ど
れ
も
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
目
立
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
『
天
稚
彦
草
子
』
は
不
思
議
な
物
語
で
あ
る
。
様
々
な
事
柄
を
織

り
交
ぜ
た
読
み
応
え
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。

務
を
遂
行
し
な
い
で
人
間
の
女
性
と
結
婚
を
し
、
天
界
に
戻
ら
な
か
っ
た
。
そ
し

て
裏
切
り
行
為
の
末
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
天
若
日
子

を
モ
デ
ル
に
し
た
理
由
は
あ
る
の
か
、
そ
し
て
天
稚
彦
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で

あ
っ
た
の
か
。

『
天
稚
彦
草
子
』
と
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
大
き
く
異
な
る
の
は
、
天

稚
彦
（
天
若
日
子
）
が
生
き
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で

裏
切
り
者
と
し
て
描
か
れ
た
天
若
日
子
の
汚
名
返
上
の
た
め
に
描
か
れ
た
の
が

『
天
稚
彦
草
子
』
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
界
に
戻
る
、
戻
ら
な

い
で
天
稚
彦
の
運
命
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

天
稚
彦
の
妻
は
鬼
に
様
々
な
難
題
を
与
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
牛
の
世
話
を
す
る

と
い
う
試
練
を
課
せ
ら
れ
た
。
朝
に
牛
を
倉
か
ら
出
し
、
夕
方
に
牛
を
倉
に
入
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
人
で
こ
な
す
に
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
稚
彦

の
袖
を
振
っ
て
「
天
稚
御
子
、
天
稚
御
子
の
袖
々
」
と
呪
文
を
言
う
。
す
る
と
牛

た
ち
は
女
の
言
う
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
、
無
事
に
倉
か
ら
出
す
こ
と
が
で

き
、
入
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
次
に
、
米
を
隣
の
倉
に
運
ぶ
と
い
う
仕
事
を
課
せ

ら
れ
る
。
こ
の
試
練
も
一
人
で
す
る
の
に
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
再
び
、
天
稚

彦
の
袖
と
「
天
稚
彦
」
の
呪
文
に
よ
っ
て
、
蟻
に
米
を
一
粒
ず
つ
運
ば
せ
て
切
り

抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
三
つ
目
は
百
足
の
倉
に
一
週
間
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
四
つ
目
の
試
練
は

蛇
の
城
に
一
週
間
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
対
処
は
天
稚
彦
の
袖
と
「
天
稚

彦
」
と
い
う
呪
文
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
て
い
る
。
こ
の
難
題
譚
の
作
品
も
数
多
く

あ
る
。
今
回
は
『
古
事
記
』『
観
音
の
本
地
』
の
二
作
品
を
例
に
挙
げ
、『
天
稚
彦


