
【
報
告
】

第
二
回
「
垂
水
の
う
た
び
と
」
展
―
市
立
図
書
館
―

和
田
秀
豊
（
和
歌
）
と
宮
田
秀
子
（
俳
句
）

第
二
回
「
垂
水
の
う
た
び
と
」
展
は
、
令
和
四
年
十
二
月
中
に
、
和
田

秀
豊
（
和
歌
）
と
宮
田
秀
子
（
俳
句
）
の
両
氏
の
作
品
を
展
示
・
紹
介
。

洋
画
家
・
和
田
英
作
の
父
で
あ
る
和

田
秀
豊
氏
は
、
幕
末
の
安
政
元
（
一
八

五
四
）
年
に
垂
水
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

西
南
戦
争
後
、
東
京
に
で
た
秀
豊
氏
は

内
村
鑑
三
や
新
島
襄
ら
と
キ
リ
ス
ト

教
布
教
に
携
わ
り
ま
す
が
、
そ
の
傍
ら

ハ
ン
セ
ン
病
の
園
長
や
盲
学
校
の
校

長
な
ど
、
社
会
福
祉
事
業
に
生
涯
を
捧

げ
ま
し
た
。

ま
た
藩
制
時
代
に
始
ま
る
和
歌
の

伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
多
く
の
和
歌
を
遺

し
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
一
年
死
去
。

九
十
二
歳
。
作
品
に
「
年
老
い
て
頭
の

雪
と
な
る
ま
ま
に
嬉
し
き
こ
と
も
積

も
り
け
る
か
な
」「
世
の
人
の
為
に
そ
の
身
は
火
に
溶
け
て
闇
を
照
ら
す
ぞ

た
ふ
と
か
り
け
る
」
ほ
か
。

宮
田
秀
子
氏
は
大
正
十
一

（
一
九
二
二
）
年
台
湾
に
生
ま

れ
、
教
員
の
夫
と
と
も
に
戦
後
、

水
之
上
に
引
き
揚
げ
ま
し
た
。

夫
の
転
勤
に
伴
い
肝
属
郡
内
を

転
居
。
六
十
歳
以
降
、
華
道
や

茶
道
を
究
め
る
一
方
、
南
日
俳

壇
年
度
賞
な
ど
俳
句
受
賞
歴
も

多
く
、
垂
水
市
文
化
協
会
役
員

を
歴
任
し
て
、
協
会
歌
の
作
詞

も
手
が
け
て
い
ま
す
。

作
品
に
「
荔
枝
う
ま
し
薩
摩

女
子
に
な
り
き
り
て
」「
糸
瓜
煮

て
夫
婦
い
さ
か
ふ
事
も
な
し
」
ほ
か
。

―
た
る
み
ず
春
秋
―

交
差
点
の
真
中
に
御
慶
交
し
け
り

伊
地
知
い
つ
子

正
月
の
年
始
回
り
は
一
家
の
主
人
が
、
家
々
を
回
っ
て
正
月
の
挨
拶
を

交
わ
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
様
変
わ
り
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
時
代

に
あ
っ
て
は
猶
の
こ
と
、
訪
問
し
合
う
こ
と
は
皆
無
と
言
っ
て
い
い
。
し

か
し
、
新
年
が
明
け
た
め
で
た
さ
は
や
は
り
残
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
。

こ
の
作
品
は
、
現
代
の
街
中
で
の
正
月
の
一
点
景
で
あ
る
。

（
文
章
：
瀬
角
龍
平
）

【
研
究
ノ
ー
ト
】

郷
土
芸
能
「
八
丁
杵
（
は
っ
ち
ょ
ぎ
ね
）
」
に
つ
い
て

元
下
原
田
八
丁
杵
保
存
会

西
田
和
則

『
文
化
た
る
み
ず
』
第
十
三
号
（
平
成
元
年
）
に
寄
稿
し
た
も
の
に
、

今
回
、
歌
詞
を
補
っ
て
掲
載
す
る
も
の
で
す
。

一
、

踊
り
の
由
来

八
丁
杵
が
始
め
て
踊
ら
れ
た
の
は
、
今
か
ら
３
３
０
余
年
も
前
の
こ
と

で
、
垂
水
第
七
代
領
主
島
津
久
治
公
の
時
代
（
一
六
四
七
～
一
六
九
二
）

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
と
の
起
こ
り
は
、
垂
水
郷
の
田
神
村
等
に
お
い
て
大
規
模
な
新
田
開

発
（
よ
め
じ
ょ
川
疎
水
開
田
）
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
際
、
水
神
祭
の
余
興

と
し
て
誕
生
し
た
も
の
が
こ
の
踊
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

江
戸
時
代
の
享
保
か
ら
慶
応
を
経
て
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
へ
と
集
落

内
に
祝
い
、
祭
事
が
あ
る
た
び
に
当
時
の
若
者
達
に
よ
っ
て
踊
り
続
け
ら

れ
て
き
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
、
垂
水
小
学
校
創
立

九
〇
周
年
記
念
事
業
で
の
踊
り
を
最
後
に
後
継
者
不
足
の
た
め
途
絶
え
て

し
ま
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、「
県
内
で
も
こ
の
種
の
踊
り
は
他
に
保
存
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、

と
て
も
珍
し
く
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ぜ
ひ
復
活
を
」
と
市
文
化
財
保
護
審

議
委
員
会
委
員
の
助
言
も
あ
っ
て
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
、
下

原
田
自
治
公
民
館
新
築
落
成
祝
賀
記
念
に
と
十
七
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
も

の
で
あ
る
。

復
活
に
当
た
っ
て
は
、

経
験
者
や
古
老
が
中
心

と
な
り
、
師
匠
格
に
故

斉
野
佐
太
郎
氏
（
昭
和

六
十
三
年
亡
）
指
導
の

下
に
、
壮
年
男
子
十
二

名
が
毎
夜
練
習
習
得
し

て
踊
っ
た
。
そ
の
姿
は

勇
壮
で
気
合
の
か
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。

踊
り
手
は
、
想
像
以

上
に
体
力
を
消
耗
し
て

体
調
を
崩
す
者
も
時
に

い
る
が
、
こ
の
す
ば
ら

し
い
郷
土
芸
能
を
正
確

に
体
得
、
伝
統
を
継
承

し
後
世
に
伝
承
し
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
、
歌
詞

１
．

踊
い
や
そ
け
来
た
、
宿
ど
け
取
ろ
か

宿
は
篠
田
の
森
の
下
「
ア
、
ヨ
イ
サ
ー
ヨ
イ
サ
ー
」

２
．

で
け
た
で
け
た
よ
稲
穂
が
で
け
た

原
田
た
ん
ぼ
に
黄
金
の
波
よ
「
は
や
し
く
り
返
し
」

３
．

今
年
し
ゃ
豊
年
、
稲
に
穂
が
咲
い
た

道
の
子
草
も
米
が
な
る

「
は
や
し
く
り
返
し
」

４
．

ヤ
ッ
サ
節
な
ら
、
尻
ゆ
高
こ
つ
ぶ
れ

前
の
牟
田
田
が
腰
か
か
る

「
は
や
し
く
り
返
し
」

５
．

こ
こ
の
座
敷
は
、
祝
い
な
座
敷

鶴
と
亀
と
が
舞
い
遊
ぶ

「
は
や
し
く
り
返
し
」



６
．

こ
こ
の
座
敷
は
、
祝
い
な
座
敷

枝
も
栄
え
る
、
葉
も
茂
る

「
は
や
し
く
り
返
し
」

７
．

私
し
ゃ
鹿
児
島
、
納
屋
馬
場
育
ち

米
の
生
る
木
は
ま
だ
知
ら
ぬ

「
は
や
し
く
り
返
し
」

８
．

米
の
生
る
木
を
、
知
ら
ん
つ
が
あ
い
や

原
田
田
ん
ぼ
に
来
て
み
や
れ

「
は
や
し
く
り
返
し
」

《

９
～
１
６
番
は
資
料
が
無
く
不
明

》

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

港
部
落
（
集
落
）
の
「
か
っ
う
つ
（
垣
っ
打
っ
）
」西

田
和
則

『
広
報
た
る
み
ず
』
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
二
月
号
に
柊
原
地
区
の

「
か
べ
う
っ
く
じ
い
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
私
の
生

れ
育
っ
た
浜
平
の
港
部
落
（
集
落
）
に
も
子
ど
も
の
行
事
の
「
か
っ
う
っ

（
垣
っ
打
っ
）
」
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
記
し
て

み
ま
す
。

（
昭
和
２
０
年
～
３
１
年
ご
ろ
の
こ
と
で
す
。
）

1

と

き
・
・
・
旧
暦
一
月
十
四
日

2

じ
か
ん
・
・
・
夕
方
頃
か
ら
開
始
。

3

と
こ
ろ
・
・
・
新
婚
一
年
目
部
落
（
集
落
）
内
の
夫
婦
宅
。

4

参
加
方
法
・
・
・
保
護
者
等
に
教
え
ら
れ
た
夫
婦
宅
に
、
小
・
中
学
生

等
が
各
自
で
集
合
し
参
加
す
る
。

5

垣
・
・
・
１
０
㌢
位
の
丸
太
、
又
は
ダ
ン
グ
（
乱
杭
）
等
を
自
宅
の
庭

に
２
本
、
参
加
者
が
多
い
と
き
は
垣
を
延
ば
し
て
３
本
を
打
ち
込
み

（
支
柱
を
取
り
付
け
る
垣
も
あ
り
）
丸
太
、
柱
等
の
直
径
約
半
分
位
あ

る
横
棒
を
用
意
し
、
し
っ
か
り
と
カ
ッ
ネ
ン
カ
ズ
ラ
（
葛
カ
ズ
ラ
）
で

入
念
に
縛
り
付
け
て
あ
る
。

6

は
ー
め
ぼ
（
は
ら
め
棒
）
・
・
・
１
㍍
位
の
白
木
（
木
の
種
類
は
問
わ

な
い
）
を
準
備
し
、
手
元
は
握
り
や
す
く
力
が
入
れ
や
す
い
よ
う
に
細

目
に
丸
く
し
、
半
分
か
ら
先
は
四
角
に
削
っ
て
カ
ズ
ラ
が
切
れ
や
す
い

よ
う
に
加
工
し
、
そ
の
一
つ
の
面
に
は
保
護
者
や
子
供
が
筆
等
で
「
新

玉
（
あ
ら
た
ま
）
の
年
の
初
め
に
棒
を
取
り
て
万
（
よ
ろ
ず
」
の
宝
吾

ぞ
打
ち
取
る
」
と
書
き
込
み
、
ま
た
、
裏
面
に
は
旧
暦
の
一
月
十
四
日

と
書
き
入
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
棒
を
使
用
し
て
こ
と
に
あ
た
る
。

7

「
か
っ
う
っ
」
の
始
ま
り
・
・
・
参
加
者
が
一
斉
に
「
ヨ
メ
ジ
ョ
を
ダ

ッ
シ
ャ
イ
、
か
く
ダ
ッ
シ
ャ
イ
（
嫁
を
出
し
な
さ
い
、
垣
を
出
し
な
さ

い
）
」
と
大
声
で
発
声
し
「
は
ー
め
ぼ
」
で
若
夫
婦
が
設
置
し
た
垣
を

打
ち
壊
し
に
か
か
る
。

8

終
了
・
・
・
打
ち
壊
し
が
無
事
済
む
と
、
若
夫
婦
や
家
族
が
外
に
出
て

き
て
、
事
前
に
準
備
し
て
い
る
、
半
紙
に
包
ん
だ
お
菓
子
や
暖
か
い
飲

み
物
等
を
配
布
し
た
り
、
労
い
の
声
掛
け
を
し
た
り
し
て
接
す
る
。
ま

た
、
他
に
は
参
加
者
の
保
護
者
等
と
宴
席
を
設
け
て
一
献
の
座
を
設
け

祝
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
方
々
に
対
面
し
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。

・
前
田

勉
さ
ん

八
十
六
歳

・
中
島

努
さ
ん

七
十
六
歳

・
渡
辺
義
昭
さ
ん

七
十
三
歳

【
三
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
状
況
】

〔2
0
2
3

，2

，2
1

録
音
あ
り
〕

―

三
者
に
接
し
て
感
じ
た
こ
と

―

古
い
こ
と
で
あ
り
、
記
憶
が
薄
れ
て
お
互
い
に
微
妙
な
相
違
は
あ
る
も

の
の
、
話
し
込
む
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
同
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
た
と

こ
ろ
で
す
。

【
垂
水
市
史
料
集
（
一
）】
よ
り

西
南
之
役

私
学
校
生
徒
の
従
軍
譚

⑤

―
立
山
健
氏
へ
の
聞
き
書
き
―

（
山
口
栄
之

筆
記
）

山
鹿
滞
陣
の
事

山
鹿
滞
陣
中
は
悠
々
湯
治
な
ど
し
て
い
て
、
た
ま
た
ま
味
方
に
弱
み
の

あ
る
処
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
の
援
助
に
行
っ
た
り
し
て
日
を
暮
ら
し
て
い
た
。

（
本
城
の
大
窪
平
七
氏
殿
は
他
の
隊
で
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
隊

も
同
じ
く
滞
陣
し
て
お
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
同
人
の
談
、
左
の
と
お
り
。

「
自
分
は
当
時
十
八
歳
で
、
身
体
強
健
な
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
余
り
疲
労

困
憊
な
ど
も
な
く
、
ま
た
一
度
も
病
気
を
せ
ず
負
傷
も
せ
ず
と
い
っ
た
塩

梅
で
、
処
々
に
転
戦
し
て
い
た
が
、
山
鹿
滞
陣
中
に
面
白
い
こ
と
に
出
会

っ
た
。
否
、
自
分
に
は
関
係
な
く
た
だ
見
物
し
た
の
で
あ
る
。
一
日
、
湯

治
に
行
っ
た
帰
り
が
け
に
、
池
辺
隊
の
宿
所
の
前
を
通
る
と
、
喧
嘩
口
論

の
声
が
す
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
耳
を
傾
け
た
。
す
る
と
忽

ち
、「
表
へ
出
ろ
」
と
い
う
声
が
し
て
、
同
時
に
ド
ヤ
〳
〵
と
人
々
が
出
て

き
た
。
そ
の
傍
ら
か
ら
一
人
の
男
が
、「
そ
の
ま
ま
の
構
え
を
崩
し
て
は
な

ら
ぬ
ぞ
」
と
言
い
つ
つ
、
介
添
え
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
道

路
上
に
各
々
の
足
場
が
定
ま
る
と
、
ヨ
シ
、
と
言
っ
て
介
添
え
人
が
身
を

引
い
た
。
一
方
は
三
十
歳
近
い
色
の
浅
黒
い
中
背
の
ガ
ッ
チ
リ
し
た
男
、

一
方
は
二
十
一
、
二
歳
の
色
の
白
い
美
男
子
で
あ
る
。
年
上
の
方
が
ま
ず

組
み
合
っ
た
刀
を
ス
ッ
と
引
き
は
ず
し
て
後
ろ
へ
飛
び
離
れ
る
と
、
年
下

の
方
は
一
歩
踏
み
出
し
た
。
と
見
る
と

【
牛
根
二
川
の
招
魂
墓
】

互
い
の
白
刃
が
空
に
閃
き
、
日
光
を
反
射
し
火
花
が
散
る
よ
う
に
見
え
た

が
、
す
ぐ
ま
た
双
方
と
も
跳
び
下
が
っ
た
。
そ
し
た
ら
年
下
の
方
は
小
鬢

と
肩
の
辺
り
か
ら
血
が
流
れ
、
年
上
の
方
は
拳
に
血
が
出
て
き
た
。
さ
ら

に
双
方
い
ず
れ
も
中
段
の
構
え
で
、
ジ
リ
ジ
リ
と
足
の
拇
指
で
歩
み
寄
っ

て
行
く
。
こ
の
時
、
見
物
人
も
沢
山
集
ま
っ
て
い
た
。
誰
も
み
な
若
い
方

に
力
を
入
れ
て
い
た
か
知
れ
ぬ
が
、
ど
う
し
て
も
年
上
の
方
が
強
そ
う
で

あ
っ
た
。
エ
―
ッ
と
一
声
、
年
上
の
方
が
刀
を
引
く
よ
う
に
し
て
後
ろ
へ

跳
び
退
い
た
。
年
下
の
方
は
前
へ
の
め
る
よ
う
に
打
ち
倒
れ
た
。
即
ち
勝

負
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
年
上
の
方
も
流
石
に
疲
れ
た
と
見

え
、
刀
を
杖
づ
い
て
肩
息
荒
く
吐
い
て
い
た
。
す
る
と
、「
兄
貴
の
仇
」
と

呼
び
か
け
て
十
七
、
八
歳
の
少
年
が
真
っ
向
か
ら
斬
り
か
か
っ
た
。
ハ
ッ

と
し
た
よ
う
に
身
を
沈
め
て
横
に
払
っ
た
。
此
方
は
確
か
に
手
応
え
が
あ

り
、
少
年
の
方
は
空
を
斬
っ
て
「
無
念
」
と
一
声
。
脇
か
ら
噴
出
す
血
を



左
手
に
押
え
な
が
ら
、
兄
の
屍
の
上
に
打
ち
倒
れ
て
死
ん
だ
。
」
）

（
―
以
下
次
号
―
）


