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参
加
者
の
傍
聴
記

村
上
　
義
明

『
雅
俗
』
の
復
刊
十
周
年
を
記
念
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
雅
俗
論
の
ゆ
く
え
―
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

創
成
を
め
ざ
し
て
―
」
が
、
二
〇
二
一
年
十
二
月

二
十
六
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。
開

会
お
よ
び
閉
会
の
挨
拶
は
高
橋
昌
彦
氏
（
福
岡
大
学
）

で
、
司
会
は
川
平
敏
文
氏
（
九
州
大
学
）
で
あ
っ
た
。

以
下
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
い
つ
つ
、

一
部
に
後
半
の
討
論
（
コ
メ
ン
ト
＆
討
論
、
お
よ
び

自
由
討
論
）
の
内
容
を
交
え
て
紹
介
す
る
。

川
平
氏
に
よ
る
基
調
報
告
「
雅
俗
論
史
―
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
形
成
―
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
雅
俗
論

の
解
説
と
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
中
村
幸
彦
氏
に

よ
っ
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
提
唱
さ
れ
た
雅
俗
論
は
、

そ
れ
ま
で
の
近
世
文
学
と
は
、
す
な
わ
ち
町
人
・
民

衆
文
学
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
対
し
て
、
こ
れ
を
完

成
さ
れ
た
様
式
を
も
つ
第
一
文
芸
（
雅
）
と
、
新
し

く
未
完
成
な
第
二
文
芸
（
俗
）
と
に
区
別
し
た
も
の

で
、
そ
れ
は
享
保
以
後
、
明
確
に
意
識
さ
れ
、
後
期

に
な
る
に
し
た
が
っ
て
希
薄
化
し
、
近
代
に
至
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
継
承
し
た
中
野
三
敏
氏
は
、
従
来
の
元
禄

期
と
化
政
期
と
を
文
化
が
高
ま
っ
た
時
期
と
み
な
し
、

中
期
は
そ
れ
が
盛
り
下
が
る
と
い
う
認
識
に
対
し
て
、

近
世
の
前
期
（
十
七
世
紀
）・
中
期
（
十
八
世
紀
）・

後
期
（
十
九
世
紀
）
を
そ
れ
ぞ
れ
人
の
青
年
期
・
壮

年
期
・
老
年
期
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
壮
年
期
が
も
っ

と
も
そ
の
人
ら
し
く
成
熟
し
た
時
期
で
あ
る
よ
う
に
、

近
世
中
期
こ
そ
が
も
っ
と
も
近
世
ら
し
い
時
期
で
あ

る
と
提
唱
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
雅
の
割
合

の
高
い
前
期
か
ら
、
俗
の
割
合
が
高
く
な
る
後
期
へ

の
過
渡
期
に
あ
た
り
、
ま
さ
に
「
雅
俗
融
和
」
の
様

相
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
中
村
・

中
野
両
氏
の
雅
俗
論
以
降
、
雅
の
領
域
に
も
注
目
が

集
ま
り
、
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
例
と
し
て
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
和
歌
お
よ
び
漢
詩
文
に
か
ん

す
る
研
究
書
が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も

言
及
さ
れ
た
。

続
い
て
、
両
氏
の
雅
俗
論
と
は
異
な
り
、
近
世
の

前
後
を
も
含
め
た
小
西
甚
一
氏
の
雅
俗
論
が
紹
介
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
日
本
文
芸
史
を
古
代

（
俗
）・
中
世
（
雅
か
ら
俗
）・
近
代
（
俗
）
の
三
区
分

で
と
ら
え
、「
型
に
は
ま
る
」
こ
と
を
志
向
し
た
雅

と
、「
型
か
ら
外
れ
る
」
こ
と
を
志
向
し
た
俗
が
交
錯

し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
場
合
、
中
世
の
一

部
と
と
ら
え
ら
れ
た
近
世
は
、
そ
の
中
心
理
念
が
雅

か
ら
俗
へ
と
移
っ
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
。
こ
う
し

た
小
西
氏
の
雅
俗
論
は
、
中
村
氏
の
雅
俗
論
と
時
期

を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
従
来
、
言
及
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
川
平
氏
は
、
俗
の
概
念
が
い

つ
生
じ
た
の
か
、
そ
こ
に
儒
学
や
博
物
学
、
そ
れ
か

ら
医
学
の
展
開
が
か
か
わ
っ
て
い
な
い
か
、
ま
た
近

世
後
期
は
本
当
に
雅
俗
の
意
識
が
希
薄
化
し
た
の
か
、

そ
し
て
中
期
の
み
な
ら
ず
前
期
や
後
期
に
も
、
そ
れ

ぞ
れ
に
近
世
ら
し
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
問
題
提
起
を
さ
れ
、
中
世
か
ら
の
継
承
と
、
近
代

へ
の
展
開
の
様
相
、
そ
れ
か
ら
各
ジ
ャ
ン
ル
内
に
お

け
る
雅
俗
の
流
動
や
、
作
者
個
人
に
お
け
る
雅
俗
意

識
の
差
異
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い

う
見
解
を
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
す
で
に
成
立
し

て
い
た
中
国
の
雅
俗
論
と
の
比
較
や
、
こ
れ
ま
で
意

識
的
に
避
け
ら
れ
て
き
た
印
象
の
あ
る
身
分
制
度
を
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も
視
野
に
入
れ
た
研
究
の
必
要
が
あ
る
こ
と
に
も
言

及
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
、
続
く

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
分
野
か
ら
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

報
告
１
は
、
深
沢
了
子
氏
（
聖
心
女
子
大
学
）
に

よ
る
「
雅
俗
の
境
目
―
宗
因
を
中
心
に
―
」
で
、

宗
因
が
雅
と
俗
を
い
か
に
詠
み
分
け
た
の
か
に
つ
い

て
、
い
ず
れ
も
寛
文
三
年
に
詠
ま
れ
た
連
歌
「
春
や

あ
ら
ぬ
」
百
韻
と
、
俳
諧
「
来
る
春
や
」
百
韻
の
典

拠
を
示
し
な
が
ら
報
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
連
歌
は

典
拠
と
な
っ
た
古
典
の
世
界
を
大
き
く
逸
脱
し
な
い

の
に
対
し
、
俳
諧
は
典
拠
の
語
を
用
い
つ
つ
、
そ
れ

を
ず
ら
し
て
現
実
化
・
滑
稽
化
し
て
い
く
様
相
が
あ

る
と
し
て
、
同
一
人
物
の
文
芸
に
お
け
る
「
雅
俗
の

境
目
」
を
示
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
以
後
の
俳
諧

に
お
け
る
「
雅
俗
の
境
目
」
に
つ
い
て
も
考
察
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
同
時
期
に
成
立
し
た
異
な
る
ジ
ャ

ン
ル
の
二
作
品
の
詠
み
分
け
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

作
者
個
人
に
お
け
る
「
雅
俗
の
境
目
」
が
示
さ
れ
た

点
は
、
と
て
も
興
味
深
く
思
わ
れ
た
。
こ
の
詠
み
分

け
が
個
人
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
普
遍
的
な
も
の

か
、
ま
た
は
近
世
の
前
期
・
中
期
・
後
期
に
お
い
て

違
い
が
生
じ
る
の
か
、
生
じ
る
な
ら
ば
そ
の
背
景
に

は
何
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
と
と
も
に
、
後
に

雅
の
領
域
と
も
認
識
さ
れ
る
俳
諧
に
つ
い
て
、
相
対

的
な
雅
俗
論
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
引
き
続
き
注
目

し
て
い
き
た
い
。

報
告
２
は
、
飯
倉
洋
一
氏
（
大
阪
大
学
）
に
よ
る

「
雅
俗
再
考
―
秋
成
を
例
に
―
」
で
、
従
来
の
雅

俗
の
概
念
（
古
＝
雅
、
新
＝
俗
）
を
「
雅
俗
時
間
論
」

と
し
た
う
え
で
、「
雅
俗
人
品
論
」
と
「
雅
俗
空
間

論
」
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、
こ
れ
を
秋
成
の
文
事

に
即
し
て
報
告
さ
れ
た
。
ま
ず
中
国
由
来
の
「
雅
俗

人
品
論
」
と
は
、
文
芸
・
芸
術
の
営
為
者
に
よ
っ
て

雅
俗
の
別
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
、
た
と
え
ば
雅

の
人
物
が
俗
の
文
芸
を
な
し
て
も
、
そ
れ
は
雅
の
範

疇
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
雅
と
俗
は
、
上
方

に
お
け
る
堂
上
と
地
下
に
あ
た
り
、
よ
り
広
く
朝
幕

関
係
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
ま

た
「
雅
俗
空
間
論
」
と
は
、
天
皇
と
、
そ
の
近
く
に

存
在
す
る
人
・
物
・
事
を
雅
と
し
、
そ
こ
か
ら
空
間

的
に
離
れ
た
も
の
を
俗
と
と
ら
え
る
も
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
属
す
る
人
・
物
・
事
の
移
動
に
伴
っ
て
、「
雅

俗
往
来
」
が
な
さ
れ
る
と
い
う
。

対
象
を
と
ら
え
る
際
に
、
第
一
文
芸
と
第
二
文
芸

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
雅
俗
論
と
と
も
に
、
今
回

示
さ
れ
た
「
雅
俗
人
品
論
」
や
「
雅
俗
空
間
論
」
と

い
う
概
念
を
同
時
に
用
い
る
場
合
、
例
え
ば
俗
に
分

類
さ
れ
る
作
者
が
行
っ
た
雅
の
文
芸
は
、
雅
俗
の
ど

ち
ら
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。

ど
の
概
念
を
用
い
て
対
象
を
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、

雅
俗
の
線
引
き
に
は
絶
対
的
な
面
と
、
相
対
的
な
面

が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
。

報
告
３
は
、
小
林
ふ
み
子
氏
（
法
政
大
学
）
に
よ

る
「
雅
俗
の
融
和
は
な
に
を
意
味
す
る
か　

大
田
南

畝
か
ら
考
え
る
」
で
、
雅
俗
の
優
劣
や
上
下
は
絶
対

な
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
南
畝
に
即
し
て
、

雲
茶
会
を
例
に
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
盛
り
上

が
り
を
み
せ
て
い
た
雅
物
に
対
す
る
好
古
趣
味
・
古

物
探
求
の
場
で
あ
る
書
画
会
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
、

形
式
と
し
て
は
宝
合
に
近
い
「
俗
ナ
ル
古
物
」
を
集

め
た
会
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
氏
の
説
を

紹
介
し
つ
つ
、
こ
れ
は
単
な
る
雅
事
の
卑
俗
化
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
民
衆
文
化
（≒

俗
）
に
よ
る
エ
リ
ー

ト
文
化
（≒

雅
）
の
制
度
的
な
利
用
で
あ
り
、
雅
俗

の
価
値
を
厳
然
た
る
上
下
で
は
な
く
、
対
置
し
て
い

く
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
う
え
で
、
雅
俗
を
一
般
的
な
用
語
で
定
着
さ
せ

て
い
く
こ
と
と
、
雅
俗
間
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
国
・

文
化
圏
・
時
代
を
超
え
て
意
義
付
け
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
提
言
さ
れ
た
。
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こ
の
提
言
は
、
近
く
は
学
生
に
対
し
て
、
ま
た
広

く
海
外
の
研
究
者
に
対
し
て
雅
俗
を
普
遍
的
に
語
る

こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
研
究
の
蓄
積
に

よ
り
、
今
後
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
雅
俗
論
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
べ
き
か
、

議
論
の
深
化
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
小
林
氏
が

討
論
の
際
に
、
最
近
の
状
況
と
し
て
、
俗
文
芸
（
と

く
に
黄
表
紙
・
洒
落
本
）
の
研
究
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
た
の
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
議
論
す
る
時
間
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
雅
俗
論
や
各
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
文
学
研
究
の
未
来
に
か
か
わ
る
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
り
、
よ
り
活
発
な
議
論
が
必
要
に
な
ろ
う
。

報
告
４
は
、
菱
岡
憲
司
氏
（
山
口
県
立
大
学
）
に

よ
る
「
馬
琴
と
小
津
桂
窓
（
久
足
）
の
雅
俗
観
」
で
、

ま
ず
馬
琴
の
雅
俗
観
を
示
し
、
そ
の
文
体
論
を
歌
論

に
よ
っ
て
理
解
し
た
桂
窓
の
雅
俗
観
に
つ
い
て
報
告

さ
れ
た
。
そ
の
桂
窓
の
雅
俗
論
に
は
、
小
沢
蘆
庵
の

系
譜
に
連
な
る
歌
論
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

れ
は
、
情
は
今
古
和
漢
雅
俗
一
致
で
あ
る
こ
と
、
新

俗
が
古
雅
を
ま
ね
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
俗
情
を
俗
語
で
表
現
す
る
と
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
実
作
を

前
提
と
し
た
雅
俗
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
人
物
の
も
つ
雅
俗
観
と
、
そ
の

形
成
に
か
ん
す
る
視
点
は
、
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
。

ま
た
、
菱
岡
氏
は
文
学
を
研
究
す
る
際
に
研
究
対

象
の
文
事
を
支
え
た
生
活
基
盤
を
視
野
に
入
れ
る
必

要
が
あ
り
、
文
学
研
究
が
こ
れ
ま
で
見
過
ご
し
て
き

た
で
あ
ろ
う
地
方
文
書
や
商
用
文
書
な
ど
も
扱
う
こ

と
を
提
言
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
討
論
の
際
、

深
沢
氏
は
宗
因
や
蕪
村
の
例
を
挙
げ
て
、
彼
ら
の
文

芸
が
求
め
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
暮
ら
し
て
い
く
た

め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
外
的
な
要
因
が
、
そ
の

文
学
活
動
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
、
こ
れ
を
う
け
て
飯
倉
氏
は
経
済
力
と
雅
俗
の
関

係
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
小
林

氏
に
よ
る
十
九
世
紀
に
お
け
る
雅
文
芸
の
商
売
化
と

い
う
発
言
も
印
象
的
だ
っ
た
。
さ
ら
に
菱
岡
氏
は
、

江
戸
時
代
の
み
な
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い

て
も
経
済
お
よ
び
身
分
的
な
安
定
と
、
書
か
れ
る
も

の
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
菱
岡
氏
は
、
歴
史
を
専
門
と
す
る

研
究
者
と
の
交
流
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
た
。
た
し
か
に
資
料
の
調
査
方
法
や
、
論
文

に
対
す
る
考
え
方
な
ど
、
文
学
研
究
と
近
い
領
域
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
違
い
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

く
な
い
。
そ
れ
が
研
究
者
個
人
の
考
え
に
よ
る
差
異

な
の
か
、
学
問
領
域
の
違
い
に
由
来
す
る
問
題
な
の

か
、
よ
り
広
く
領
域
を
横
断
し
た
議
論
に
よ
っ
て
明

確
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
領
域
と
の
交
流
や
研
究
に
よ

り
、
ど
の
よ
う
な
未
来
が
期
待
で
き
る
の
か
に
つ
い

て
も
考
え
て
み
た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。

続
く
コ
メ
ン
ト
＆
討
論
で
は
、
ま
ず
勝
又
基
氏

（
明
星
大
学
）
に
よ
る
各
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
な
さ

れ
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
討
論
で
は
、
隣
接
領
域
の
学

問
、
と
く
に
歴
史
学
と
の
接
続
に
つ
い
て
の
議
論
が

展
開
さ
れ
た
。
最
後
に
川
平
氏
は
、
雅
俗
と
は
固
定

的
な
も
の
で
は
な
く
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
見
え
て
き
た
と
し
つ
つ
、
海
外
の
文
学
研
究
と
の

接
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、「
雅
俗
論
の
ゆ

く
え
」
に
は
、
文
献
に
即
し
た
研
究
の
継
続
と
、
そ

れ
を
ど
う
伝
達
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
方

向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

前
者
に
は
、
た
と
え
ば
近
世
前
期
・
中
期
・
後
期

の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
と
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
雅
俗
の

違
い
や
、
個
人
の
雅
俗
観
の
形
成
と
展
開
な
ど
が
含

ま
れ
よ
う
。
作
者
や
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
き
め
細

か
な
研
究
を
続
け
な
が
ら
、
各
時
代
に
と
ど
ま
ら
な

い
、
日
本
文
学
史
を
意
識
し
た
研
究
の
必
要
性
が
改

め
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
ま
た
飯
倉
氏
が
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討
論
中
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
雅
俗
論
が
と
き
に

混
乱
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
念

頭
に
置
く
こ
と
と
、
こ
の
概
念
に
依
拠
し
す
ぎ
る
の

で
は
な
い
、
新
た
な
観
点
の
提
示
に
も
意
識
的
に
な

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

後
者
に
か
ん
し
て
は
、
た
と
え
ば
学
生
や
、
対
象

と
す
る
時
代
や
分
野
を
異
に
す
る
国
内
外
の
研
究
者

に
、
雅
俗
論
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
ま
た
他
言
語

に
訳
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
は
今
後
ど
う
展
開
し

て
い
く
の
か
、
そ
し
て
研
究
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ど
の
よ
う
に
世
に
問
わ
れ
て
い
く
の
か
、
な
ど
興
味

は
尽
き
な
い
。

閉
会
の
挨
拶
時
、
常
時
七
十
か
ら
八
十
名
の
参
加

が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は

大
盛
況
の
う
ち
に
幕
を
閉
じ
た
。
今
回
提
示
さ
れ
た

諸
問
題
を
含
め
て
、
今
後
、
多
様
な
議
論
が
ま
す
ま

す
活
発
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

最
後
に
、
困
難
な
状
況
の
な
か
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。


