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題
字　

川
邊  

り
え
こ

﹁
連　

獅　

子
﹂　

〜
れ
ん
じ
し
〜

　

能
の
﹃
石
橋
﹄
を
元
に
し
た
勇
壮
な
親
子
の
獅
子
の
舞
踊
で
す
。
狂
言
師

の
右
近
、
左
近
が
手
獅
子
を
持
っ
て
現
れ
ま
す
。
白
い
毛
の
獅
子
が
親
、
赤

い
毛
の
獅
子
は
仔
で
、
獅
子
の
子
落
と
し
の
伝
説
通
り
に
、
仔
獅
子
を
谷

底
に
突
き
落
と
す
様
を
見
せ
ま
す
。
獅
子
は
這
い
上
が
っ
て
き
た
強
い
子

供
だ
け
を
育
て
る
の
で
す
が
仔
獅
子
は
、
な
か
な
か
谷
を
登
っ
て
き
ま
せ

ん
。
親
は
密
か
に
案
じ
、
そ
っ
と
谷
底
を
の
ぞ
き
込
む
と
、
仔
獅
子
が
親
の

姿
を
見
つ
け
、
喜
び
勇
ん
で
駆
け
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
後
、
白
頭
と
赤

頭
の
勇
壮
な
獅
子
が
登
場
し
、
長
い
毛
を
勢
い
よ
く
振
り
ま
す
。
前
段
の

親
子
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
愛
と
後
段
の
獅
子
の
勇
ま
し
い
毛
振
り
が

見
ど
こ
ろ
の
舞
踊
で
す
。

　

今
回
初
と
な
る
孝
太
郎
丈
と
千
之
助
丈
で
の
親
子
共
演
、
幕
開
き
に
ふ

さ
わ
し
い
華
や
か
な
舞
台
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

再
春
菘
種
蒔

﹁
種
蒔
三
番
叟
﹂　

〜
た
ね
ま
き
さ
ん
ば
そ
う
〜

　

能
楽
の
﹃
翁
﹄
を
元
に
し
た
作
品
で
、
儀
式
性
の
高
い
舞
踊
で
す
。
天
下

泰
平
、
国
土
安
穏
の
祈
り
を
捧
げ
て
舞
い
ま
す
。﹁
揉
の
段
﹂
で
は
、
足
拍
子

を
力
強
く
踏
み
、
地
固
め
し
、
鈴
を
受
け
取
る
と
﹁
鈴
の
段
﹂
に
な
り
、
鈴
を

振
り
な
が
ら
種
ま
き
の
所
作
な
ど
を
見
せ
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
神
聖
な
踊

り
で
す
。

　

今
回
は
、
谷
口
裕
和
の
三
番
叟
に
加
え
て
、
第
四
回
谷
口
裕
和
の
会
で

清
元
﹁
三
社
祭
﹂
を
軽
快
に
踊
り
好
評
を
博
し
た
尾
上
右
近
丈
の
千
歳
で
、

清
元
に
は
右
近
丈
の
父
で
あ
る
七
世
宗
家
清
元
延
寿
太
夫
と
の
、
親
子
共

演
も
見
ど
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
第
五
回
の
節
目
の
公
演
を
寿
ぐ
祝
儀
舞
踊

で
す
。

上
、
﹁
藤　
　

娘
﹂　

〜
ふ
じ
む
す
め
〜

下
、
﹁
越
後
獅
子
﹂　

〜
え
ち
ご
じ
し
〜

　

歌
舞
伎
舞
踊
の
中
で
も
お
馴
染
み
の
作
品
で
す
。
藤
娘
の
元
は
黒
塗
り

笠
に
藤
の
花
の
枝
を
肩
に
担
い
だ
娘
を
描
い
た
素
朴
な
﹁
大
津
絵
﹂
の
一

枚
の
絵
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
も
の
で
し
た
が
、
舞
踊
の
名
人
六
代
目
尾
上
菊

五
郎
に
よ
っ
て
藤
の
花
の
精
と
し
て
演
じ
ら
れ
、
可
憐
で
華
や
か
な
人
気

曲
と
な
り
ま
し
た
。
近
江
八
景
を
詠
み
込
ん
だ
﹁
ク
ド
キ
﹂
で
は
、
笠
を
使

い
娘
心
の
切
な
い
恋
心
を
描
き
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
音
頭
の
﹁
潮
来
﹂
で

は
、
風
に
揺
れ
る
藤
の
花
を
思
わ
せ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
は
華
や
か
な
手

踊
り
か
ら
、
過
ぎ
ゆ
く
春
を
惜
し
む
夕
暮
れ
の
景
で
藤
の
精
は
姿
を
消

し
、引
き
続
き
背
景
は
、江
戸
・
日
本
橋
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

　

越
後
の
国
か
ら
出
て
来
て
、
軽
業
な
ど
の
芸
を
見
せ
て
い
た
大
道
芸
人

の
こ
と
を
角
兵
衛
獅
子
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
故
郷
を
離

れ
た
旅
芸
人
・
越
後
獅
子
の
風
俗
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。
頭
に
獅
子

頭
を
付
け
、
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
踊
り
出
し
ま
す
。
し
み
じ
み
と
し
た
旋

律
で
越
後
名
物
に
つ
い
て
聞
か
せ
、
浜
唄
、
手
踊
り
、
そ
し
て
綾
竹
を
器
用

に
扱
い
、
最
大
の
見
せ
場
は
、
足
拍
子
で
軽
妙
に
リ
ズ
ム
を
刻
み
な
が
ら

長
い
布
晒
し
を
軽
快
に
振
り
ま
す
。
二
曲
と
も
大
変
に
人
気
曲
で
す
。
今

回
は
、
中
車
丈
の
藤
の
精
、
團
子
丈
の
角
兵
衛
獅
子
と
も
に
初
役
で
、
上
下

続
け
て
の
演
出
に
よ
り
親
子
共
演
が
楽
し
み
な
演
目
で
す
。

﹁
京
鹿
子
娘
道
成
寺
﹂　

　

歌
舞
伎
舞
踊
の
代
名
詞
の
よ
う
な
大
曲
で
す
。
多
く
の
舞
踊
の
名
人
が

手
が
け
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
踊
り
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
安
珍

清
姫
の
伝
説
は
、
能
の
﹁
道
成
寺
﹂
と
な
り
、
さ
ら
に
歌
舞
伎
に
採
り
入
れ

ら
れ
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
曲
の
内
容
は
、
能
に
な
ら
っ
て
、

新
し
く
建
立
さ
れ
た
釣
り
鐘
の
供
養
に
、
清
姫
の
怨
念
は
白
拍
子
と
な
っ

て
現
れ
、
再
び
鐘
に
取
り
憑
く
と
い
う
も
の
で
す
が
、
眼
目
は
さ
ま
ざ
ま

な
曲
調
を
踊
り
分
け
る
娘
の
姿
に
あ
り
ま
す
。﹁
道
行
﹂
か
ら
は
じ
ま
り
、

﹁
烏
帽
子
渡
し
﹂
釣
り
鐘
に
心
を
懸
け
つ
つ
荘
厳
に
舞
う
能
が
か
り
の
﹁
乱

拍
子
﹂﹁
急
の
舞
﹂
。
つ
づ
い
て
は
一
転
し
て
娘
姿
の
可
憐
な
﹁
手
踊
り
﹂
、
吉

原
や
島
原
な
ど
の
廓
の
名
前
を
詠
み
込
ん
だ
﹁
鞠
唄
﹂
。
自
ら
が
花
に
な
っ

た
か
と
思
わ
せ
る
三
段
笠
を
用
い
て
の
﹁
花
笠
の
踊
り
﹂
。
曲
の
聞
か
せ
ど

こ
ろ
で
も
あ
る
、
手
ぬ
ぐ
い
を
つ
か
っ
て
三
様
の
女
の
恋
心
を
描
く
、
く

ど
き
の
﹁
恋
の
手
習
﹂
。
鞨
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
拍
子
を
と
り
な
が
ら
長
唄
・

囃
子
方
と
の
呼
吸
を
は
か
り
な
が
ら
踊
る
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
日
本
の

山
々
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
﹁
山
づ
く
し
﹂
。
再
び
娘
の
愛
嬌
を
描
く
﹁
た
だ

頼
め
﹂
の
手
踊
り
。
そ
し
て
蛇
の
本
性
を
垣
間
見
せ
る
﹁
振
り
鼓
﹂
を
持
ち

早
間
の
緊
張
感
の
あ
る
踊
り
か
ら
﹁
鐘
入
り
﹂
し
、
見
る
者
に
も
、
演
じ
る

者
に
も
息
を
つ
か
せ
ぬ
変
化
に
富
ん
だ
踊
り
の
醍
醐
味
を
味
わ
え
る
作

品
で
す
。

　

今
回
は
大
劇
場
と
い
う
こ
と
で
、
釣
り
鐘
に
全
山
咲
き
乱
れ
る
桜
の
花

と
い
う
華
や
か
な
歌
舞
伎
の
舞
台
装
置
は
そ
の
ま
ま
に
、
素
踊
り
で
の
上

演
で
す
。
華
や
か
な
歌
舞
伎
舞
踊
の
世
界
を
観
る
方
に
想
像
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、踊
り
手
の
技
量
が
問
わ
れ
る
舞
台
で
す
。　
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