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『
開

か

れ

た

作

品

』

の

コ

ミ

ュ

一.一
ケ

ー

シ

ョ

ン
論

有

田

亘

〈要

旨
〉

ウ

ン
ベ
ル
ト

・
エ
ー

コ
の
提
唱

し
た

「開
か

れ
た
作
品
」

の
概
念

は
、
現
代
芸
術

に

特

有
な
不
確

定
性

や
受

け
手

の
参
加

の
問
題
を

論
じ
た
も

の
と
し

て
、
も

っ
ぱ

ら
美

学

方

面

で
高

く
評
価
さ

れ

て
き
た

が
、
こ

こ
で
は

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
論
、
特

に
メ
デ

ィ
ア
論
的
観
点
か

ら
の
再

評
価
を
試

み
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

開
か
れ
た
作
品

テ
ク
ス
ト

メ
デ

ィ
ア

記
号
論

読
者
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は
じ
め

に

記
号
論

へ
の
傾
斜
を
強
め
る
以
前
、
美
学
者
と
し
て
出
発
し
た
ウ
ン
ベ
ル

ト

・
エ
ー
コ
は

『開
か
れ
た
作
品
』

(
一
九
六
二
年
)
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術

作
品
は

コ

連
の
可
能
な
読
み
の
潜
在
的
に
無
限
な
系
列
」

へ
と
開
か
れ
て
い

る
と
論
じ
た
。
こ
れ
は
比
較
的

「穏
健
な
」
水
準
ー

「第

一
段
階
の
開
か
れ
」

i

に
立
つ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
作

品
で
あ
れ

一
義
的
に
で
は
な
く
多
様
に
解

釈
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
、
と

い
う
当
然
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
だ
が
そ
の

「急
進
的
な
」
水
準
ー

「第
二
段
階
の
開
か
れ
」
ー

に
お

い
て

「動

的

作

品
(O
b
Φ
「
蝉
一⇒

ヨ
○
〈
一ヨ
Φ
コ
冖
O
)」

を

考

慮

に

入

れ

た

こ
と

、

す

な

わ

ち

、
作

品

を

創

り

出

す

の

に
作

者

だ

け

で
は

不

十

分

で
受

け

手

の
側

か

ら

の

積

極

的

参

加

を

要
請

す

る

も

の
が

あ

る

、

と

主

張

し

た

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
著

作

は

一
躍

注

目
を

浴

び

た

の
だ

っ
た

。

冨

o
P

(一
8

卜○
)]

「
開

か

れ
(巷

興

ε

邑

」

の
概
念

は

一
九

五

〇
年

代

・
六

〇
年

代

当

時

の
前
衛

が

芸

術

に

導

入

し

た

「
偶

然

性

(
O
O
⇒
け
一
コ

αq
Φ
P
O
《
)」

や

「
不

確

定

性

(貯

μ
Φ
け奠

巨

蠧

o
《
)」

の
問

題

を
扱

う

こ
と

の

で
き

る

新

た

な
キ

ー

ワ
ー

ド

で
あ

る

と

み

な

さ

れ

た
。

実

際

、

『
開
か

れ

た

作

品
』

の
中

に
は

、
現

代

の
音
楽

(
シ

ユ
ト

ッ

ク

ハ
ウ

ゼ

ン
、

ブ

ー

レ

ー
ズ

、

ベ

リ

オ

、

プ

ス

ー

ル

)

か

ら

、

美

術

(
モ
ビ

ー

ル
彫

刻

、

ア

ン

フ

ォ

ル

メ

ル
絵

画

)
、

文

学

(
ジ

ョ
イ

ス
、

カ

フ

カ

、

ブ

レ

ヒ
ト

、

マ
ラ

ル

メ
)
、
映

画

(
ア

ン
ト

ニ
オ

ー

二
)
、
建

築

(可

動

壁

を

持

つ
カ

ラ
カ

ス
大

学

の
校

舎

)

な

ど

ま

で
多

方

面

に
及

ぶ

「
不

確

定

性

芸

術

」

の

旦
ハ体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
理
論
は
従
来
の
美
学
的
範
疇
を
越
え
て
、
現
代
思
想

一
般
に
も
広
く
影

響
を
与
え
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
。
と
い
う

の
も
、
そ
こ
で
は
情
報
理
論
や
量

子
力
学
、
認
知
心
理
学
ま
で
も
が
幅
広
く
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
と

い
う
だ
け

で
は
な

い
。
あ
る
種

の
社
会
性
ー

最
後

の
章
で

.「
現
実
参
加
」
の
問
題
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
ー

が
導
入
さ
れ
て
も

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
社
会
学

(特
に
マ
ス
コ
ミ
研
究
や
メ
デ
ィ
ア
論
)
は
、
『開
か
れ
た
作

品
』
の
提
起
し
た
問
題
圏
と
常
に
か
か
わ

っ
て
き
た
と
言
え
る
。

エ
ー
コ
自
身
、

次
作
の
論
集

『黙
示
録
派
と
統
合
派
』
で
は
大
衆
文
化
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と

い

っ
た
社
会
学
的
主
題
を
直
接
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
[国
o
P
(一り
罐
肖

ま
た
カ
ル

チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

へ
の
影
響
は
、

エ
ー
コ
の
社
会
学

へ
の
大
き
な
貢

献
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
基
本
的
に
は
、
『開
か
れ
た
作
品
』
に
対
す
る
か
く
も
高
い
評
価
は
、

も

っ
ぱ
ら
美
学

・
芸
術
批
評
か
ら
の
も
の
に
閉
ざ
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
社
会

学
を
初
め
と
す
る
隣
接
諸
領
域
に
広
く
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
る

.と
ま
で
は
言
い
難
い
。

そ
の
理
由
は

一
つ
に
は
、
「開
か
れ
」
の
概
念
を

「偶
然
性
」
の
問
題
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た
メ
デ
ィ
ア
論
的
含
意
か
ら
目
が

逸
ら
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第

一

節
で
論
じ
る
。
ま
た
第
二
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
社
会
学
が

「開
か
れ
」
概
念

を
導
入
す
る
際
に
、
焦
点
は
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
主
体
的

・
能

動
的
参
加
の
問
題
に
当
て
ら
れ
、.美
学
的
に
は
含
意
さ
れ
て
い
た

(ま
た
実
際
、

後
に
記
号
論
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
)
テ
ク
ス
ト
に
内
在
的
な
問
題

へ
の

78



注
意
が
あ
ま
り
払
わ
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
考

尺
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
美
学
、
社
会
学
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て

「開
か
れ
」
概
念
を

あ
る
意
味
で
閉
ざ
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
結
果
と
し
て
学
際
的
な
結
び
つ
き
で

は
な
く
、
あ
る
種

の
す
れ
違

い
が
生
じ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
エ
ー
コ

は
そ
れ
と
は
別
の

「迷
宮
」
的
な
混
乱
と
錯
綜
の
中
に
記
号
論
的
な
開
か
れ
の

可
能
性
を
見
て
い
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て

「読
者
」
を
扱
う
彼
の

議
論

の
中
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
考
察
す
る
際
の
重
要
な
示
唆
が

含
ま
れ
て
さ
え
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
の
が
第
三
節
の
示
そ
う
と
し
て

る
事
柄
で
あ
る
。

1

偶
然
性
と
開
か
れ

ま
ず
、
「開
か
れ
」
の
概
念
が
メ
デ
ィ
ア
論
的
含
意
を
持
ち
、
し
か
し
そ
れ
が

表
立

っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
問
題

を
篠
原
資
明
は
、
偶
然
性
芸
術
を
論
じ
る
に
際
し
て

『開
か
れ
た
作
品
』
に
は

「ジ
ョ
ン

・
ケ
ー
ジ
」
と
い
う

「重
要
な
名
前
」
が
抜
け
落
ち
て
い
る
、
と
い
う

形
で
焦
点
化
し
て
い
る

.正一。

こ
れ
は
大
き
な
欠
落
と
言
え
よ
う
。
と

い
う
の
は
、
『開
か
れ
た
作
品
』
は

シ
ユ
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ブ
ー

レ
ー
ズ
、
ベ
リ
オ
の
な
ど
の
作
品
を
例
に

出
す
こ
と
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

ケ
ー
ジ

・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
お
ま
け
に
不
確
定
性
と

い
う
の
は
、
他

の
作
曲
家
に
と

っ
て
は
、

多
く
の
作
曲
技
法

の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
ケ
ー
ジ
の
場
合
、
そ
れ
は

単
な
る
技
法
で
は
な
く
、
彼
の
根
本
原
理
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
[篠
原
、

一
九
八
七
"二
三
]

「ケ
ー
ジ

・
シ
ョ
ッ
ク
」
と
は
、

一
九
五
八
年
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
実
験
音
楽

の
騎
手
ケ
ー
ジ
が
彼
が

「チ
ャ
ン
ス

・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
手
法
、

つ

ま
り
ま

っ
た
く
の
偶
然

(
コ
イ
ン
投
げ
や
易
に
よ
る
占
い
な
ど
)
に
よ

っ
て
生

じ
た
り
選
択
さ
れ
た
音
に
か
ら
作
曲
す
る
方
法
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
を
指
す
。

自
分
た
ち
と
正
反
対
の

「不
確
定
な
」
音
楽
の
方
が
曲豆
か
な
響
き
と
可
能
性
を

持

っ
て
い
る
こ
と
に
直
面
さ
せ
ら
れ
、
軌
道
修
正
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
の

だ

っ
た
。
か
く
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
が
こ
ぞ

っ
て
確
定
的
な
作
品
に

一
定

程
度
の
不
確
定
性
を
導
入
し
よ
う
と

い
う
試
み
を
始
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、

エ
ー
コ
は
イ
タ
リ
ア
国
営
放
送
(則
>
H)に
勤
務
し
て
お
り
、
そ
の
電
子
音
楽
ス
タ

ジ
オ
で
の
ベ
リ
オ
等
の
作
曲
活
動
に
協
力
し
て
い
た
。
そ
し
て
ベ
リ
オ
は
自
ら

が
編
集
委
員
を
し
て
い
た
雑
誌

『イ
ン
コ
ン
ト
リ

・
ム
ジ
カ
ー
り

(音
楽
的
遭

遇
ご

へ
の
寄
稿
を
エ
ー

コ
に
求
め
、
そ
れ
が

『開
か
れ
た
作
品
』
の
元
と
な

る
。そ

う
し
た
事
情
か
ら
、
「開
か
れ
た
作
品
」
の
概
念
は
必
然
的
に

「偶
然
性
」

の
問
題
と
結
び

つ
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
も
、
ま
ず
は
現
代
音
楽
の
分

野
で
の
偶
然
性
を
念
頭
に
置
き
、
ケ
ー
ジ
の
実
験
的
な
偶
然
性
に
対
抗
す
る
前

衛
的
な
偶
然
性
の
理
論
的
根
拠
と
見
な
さ
れ
る
形
で
。
こ
の
種
の

「開
か
れ
」

.
と
し
て
の
偶
然
性
の
眼
目
は
、
受
け
手

の
解
釈
と
い
う
作
者

の
側
に
は
予
測
で

き
な
い
不
確
定
的
要
素
を
部
分
的
に
導
入
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
こ
と
は
言

い
換
え
れ
ば
、
「偶
然
性
」
を

「作
者
の
意
図
し
た
秩
序
か
ら
の

解
放

(「作
者
」
の
否
定
と
無
秩
序
の
肯
定
)」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に

『開かれ た作品』 のコミュニケーシ ョン論79
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ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
リ
オ
等
は
自
ら

「作
者
」
の
立
場
に
あ
る
以
上
、
偶
然
性

を
意
図
せ
ざ
る
も
の
と
見
な
す
の
も
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
が
、
そ
う
し
た
理

解
の
下
で
の
偶
然
性
は
結
果
的
に
、
作
者
に
は
直
接
統
御
で
き
な
い
攪
乱
要
因

か
、
作
者
を
差
し
置

い
た
過
剰
解
釈

11
改
竄
に
し
か
な
ら
な
い
と
確
認
さ
れ
る

の
み
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

前
衛
の
衰
退
と
並
行
し
て
、
「開
か
れ
た
作
品
」
の
概
念
も
前
衛
的
な
美
学
の

分
野
で
の
み
支
持
さ
れ
る
に
と
ど
ま

っ
た
感
が
あ
る
。
だ
が
、
成
立
経
緯
か
ら

し
て
前
衛
の
偶
然
性
美
学
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
と

い
っ
て
、
「開
か
れ
」
と

い
う
概
念
の
射
程
も
そ
の
範
囲
内
に
閉
ざ
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
必
要
は
あ
る

ま

い
。

と
は
い
え
、
エ
ー
コ
は
ケ
ー
ジ
的
な
偶
然
性
を
も
含
み
込
む
形
で
開
か
れ
の

概
念
を
構
想
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
た

い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
テ
レ
ビ

の
実
況
放
送
と
い
う
大
衆
文
化

の
開
か
れ

に
つ
い
で
論
じ
る
際
に
な
さ
れ
た
エ
ー
コ
の
発
言
の
中
に
、
前
衛
的
芸
術
の
側

か
ら
の
開
か
れ
解
釈
と
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
に
聞
え
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
曰
く
、
「直
接
性
に
お
け
る
生
と
は
開
か
れ
で
は
な
く
偶
然
性
で
あ

る
。」
[国
o
p

(一㊤
O
b。
)"
二
五
三
頁
]
す
な
わ
ち
、
偶
然
性
は
開
か
れ
で
は
な

い
、

と
。そ

の
際
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
エ
ー
コ
は
偶
然
性
を
直
接
性
と
結
び

つ
け
て

い
る
。
実
況
放
送
は
出
来
事
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
中
継
と

い
う
そ
の
性
質
上
、

偶
然
性
に
直
接
左
右
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て

=
疋
の
意
図
的
組
織
化
が
入
り

込
ん
で
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
単
な
る
無
秩
序
に
は
陥
ら
ず
開
か
れ
た

「作
品
」

た
り
え

て
い
る
、
と

い
う
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
は

一
見
、
ケ
ー
ジ
的
な
偶
然
対

前
衛
的
な
作
者

の
意
図
、
と
い
う
す
で
に
見
て
き
た
構
図
に
従

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
エ
ー

コ

が
開
か
れ
と
結
び

つ
け
て
い
る

「意
図
」
と
は
、
個
人

(た
と
え
ば
作
者
)
の

意
向
や
思
惑
の
こ
と
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『詩
学
』
の
中
で
論
じ

た
よ
う
な
、
「本
当
ら
し
さ
の
規
則
で
あ
る
因
果
性
と
必
然
性
の
規
則
」
に
従

っ

て
作
品
を
組
織
化
す
る
媒
介
的
要
素

の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

同
時
に
、
社
会
が
様

々
な
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う

メ
デ
ィ
ア
論
の
基
本
認
識
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
点

で
実
況
放
送
は
、

な
ま
の
直
接
的

(物
事
の
前
後
も
覚
束
な

い
ほ
ど
偶
然
的
)
経
験
が
テ
レ
ビ
と

い
う

メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
現
実
の
生

へ
と
媒
介
的
に
構
…成
さ
れ
る
こ
と
を
端
的

に
示
す
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
受
け
手
の
積
極
的
参
加
、
と
い
う

エ
ー
コ
の
強
調
し
た
も

の
は
、

作
品
制
作
過
程

へ
の
偶
然
性
の
導
入
と
は
別
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
作
品
と
い
う
現
実
を
構
成
す
る
た
め
に
、
作
者
に
よ
る
創
作
の
後

で
必
要
と
さ
れ
る
媒
介
要
因
に
着
目
す
る
よ
う
な
議
論
、
つ
ま
り

『開
か
れ
た

作
品
』
の
第

一
章
の
題
名
か
ら
し
て
す
で
に
指
し
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ま

さ
に

「詩
学
」
ー

制
作
学
ー
1
的
な
問
題
提
起
と
言
い
う
る
も
の
な
の
で
あ

る

Q

2

美
学
的
開
か
れ
と
社
会
学
的
開
か
れ

た
だ
し
、
社
会
学
に
と

っ
て
は
自
ら
の
成
立
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る

「
メ

デ
ィ
ア
」
と
い
う
視
点
に
エ
ー
コ
が
直
接
立
脚
し
て
い
る
の
か
、
と
言
え
ば
必

80



ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
の
著
作
中
に
は
、
詩
学
的

・
メ
デ
ィ

ア
論
的
含
意

の
な
い
通
常
の
意
味
で
の

「
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
」
を
除
い
て
、
「メ

デ
ィ
ア
」
の
語
は
ま

っ
た
く

(と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
)
用
い
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は

一
つ
に
は
、
彼

の
出
自
が
社
会
学
で
は
な
く
や
は
り
美
学
、
そ
れ
も

彼
の
師
事
し
た
ル
イ
ジ

・
パ
レ
イ
ゾ

ン
の
美
学
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
そ
の

理
由
で
あ
る
。
事
実
、
「開
か
れ
た
作
品
」
の
概
念
が
パ
レ
イ
ゾ
ン
の
理
論
に
依

拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
、

エ
.i
コ
は
隠
し
て
い
な
い
。

パ

レ
イ

ゾ

ン

『美

学

i

形

成

の
理

論

』

[勹
霞

Φ
く
ω
o
P

(一
㊤
綬

)]
に
よ

れ
ば

、

あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
へ
の
接
近
は

「読
み
(一Φ
#
霞
p。)」
(..〕
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、

「読
み
」
と
は
取
り
も
直
さ
ず

「上
演

(↓
倶
奏
Φ
ωΦε
N一〇
琴
)」
の
こ
と
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
彼
は
、
通
常
は
上
演
芸
術

(音
楽
、
演
劇
な
ど
)
の
特
徴

と
さ
れ
る
も
の
を
非
上
演
芸
術

(絵
画
、
文
学
な
ど
)
を
も
含
む
芸
術
全
体
の

本
質

へ
と
拡
張
す
る
の
で
あ
る
。
三

つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
特
徴
の
う

ち
、

一
つ
は

「解
読
(位
ΦO
一噛「9
N一〇
コ
Φ)」
の
作
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
演
芸
術

は
直
ち
に
完
全
な
形
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
は
美
的
性
質
を
持
た
な

い
記
号

の
よ
う
な
形

(た
と
え
ば
楽
譜
や
脚
本
の
よ
う
な
)
で
ま
ず
与
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
読
み
取
り
別
の
形

(実
際
の
音
楽
や
演
技
な
ど
)
に
変
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
二
つ
目
は

「媒
介
(ヨ
Φ鳥
一鋤N
一〇
づ
Φ
)」
の
作
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
演
芸

術
は
作
品
を

「解
読
」
し
作
者
と
受

け
手
と
の
問
を
仲
介
す
る
者

(演
奏
家
や

俳
優
な
ど
)
を
必
要
と
す
る
。
だ
が
こ
れ
ら
二
つ
は
第
三
の
特
徴
で
あ
る

「現

実
化
(話
曁
NN
Ω・N
δ
口
Φ
と
、
す
な
わ
ち
作
品
に
生
命
を
与
え
、
文
字
通
り
生
き
生

き
と
現
前
さ
せ
る
作
業
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
努
力
を
欠
い

た
解
読

・
媒
介
作
業
、
と
い
う
か
芸

術
作
品
は
死
物
も
同
然
で
あ
る
。
ま
た

一

方
で
、
通
常
非
上
演
芸
術
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「現
実
化
」
の
作

業
は
必
ず
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
小
説
を
読
む
に
し
ろ
、
絵
画
を
眺
め
る

に
し
ろ
、
芸
術
を
鑑
賞
す
る
と
は
そ
も
そ
も
作
品
が
自
ら
の
前
に
生
き
生
き
と

立
ち
現
れ
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
上
演
芸
術
に
と

っ
て
真
に
本

質
的
な
の
は

「現
実
化
」
で
あ
り
、
ぎ
た
そ
の
本
質
を
備
え
る
点
に
お
い
て
す

べ
て
の
芸
術
は

「上
演
」
芸
術
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
パ
レ
イ
ゾ
ン
は
結
論
づ

け
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「媒
介
」
す
な
わ
ち
メ
デ
ィ
ア
は

「現
実
化
」
の
過

程
に
介
在
す
る
副
次
的

・
外
在
的
な
作
.用
因
で
し
か
な

い
。
そ
の
た
め
パ
レ
イ

ゾ
ン
に
依
拠
す
る
エ
ー
コ
も
、
メ
デ
ィ
ア
と

い
う
視
点
を
採
用
し
な
い
の
だ
ろ

う
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
を
限
定
的
に
捉
え
る
こ
と
自
体
が
用
語
法
と

し
て
は
特
殊
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
む
し
ろ
エ
ー
コ
ーー
パ
レ
イ
ゾ
ン
が

「読
み
」

と
呼
ぶ
、
「生
産
ー
作
品
⊥

旱
受
」
の
過
程
こ
そ
が
媒
介
作
用
の
構
造
を
形
作

っ

て
い
る
、
と
見
な
す
方
が

「
メ
デ
ィ
ア
」
の
原
義
に
は
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
媒
介
よ
り
も
現
実
と
い
う
生
の
制
作
を
重
視
す
る

(そ
れ
自
体
は
詩
学

的
な
)
美
学
的
立
場
は
、
と
も
す
れ
ば
、
「開
か
れ
」
と
言
え
ば
無
限
の
可
能
性

へ
の
開
か
れ
で
あ
り
、
芸
術
と
い
う
生
命
の
曲豆
饒
さ
を
作
品
に

「現
実
化
」
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
詩
的
に
美
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
ば
か
り
を
先
行
さ
せ

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
実
際
工
i
コ
自
身
不
満
を
表
明
し
て
い
る
よ
う

に
、
「開
か
れ
」
概
念
は
発
表
当
初
、
解
釈
者
が
作
品
に
対
し
て
果
た
す
積
極
的

役
割
ば
か
り
が
肯
定
的
に
論
じ
ち
れ
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ

っ
た

冨
8
口
り
㊤N
"一二

四
]。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に

『開
か
れ
た
作
品
』
の
中
で
は
、
受
け
手

(読

者
V
が
作
品
制
作
過
程
に
介
入
す
る
力
に
別
段
の
留
保
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け

郵開 か れ た作 品 』 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン論81



で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
特
に
七
〇
年
代
以
降
の
エ
ー
コ
は
、
記

号
論
の
知
見
を
援
用
し
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
が
課
す
.「読
者
の
役
割

(普
Φ
【o
一①
oh

昏
Φ
お
豊
Φ「)」
を
強
調
す
る
よ
う

に
な
る
。

だ
が

い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
的
に
、

エ
ー
コ
は
メ
デ
ィ
ア
概
念
を
限
定
的
な
も

の
と
見
な
し
て
採
用
せ
ず
、
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
概
念
に
媒
介
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

持
た
せ
る
こ
と
を

「美
学
的
」
に
選
択
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が

一

方
で
こ
の
用
語
法
の
捻
れ
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
裏
返
し
た
形
で
、
開
か
れ
の
概

念
が
社
会
学
に
導
入
さ
れ
る
際
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
、

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
が
テ
ク
ス
ト
を
媒

介
と
し
て
及
ぼ
す
影
響
か
ら
自
立

し
た
積
極
的

・
主
体
的
な
読
解
を
読
者
が
行

な
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
ス
チ

ュ
ワ
ー
ト

・
ホ
ー
ル
の
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
/

デ
コ
ー
デ
イ
ン
グ

・
モ
デ
ル
は
送
り
手
の
側
が

コ
ー
ド
化
し
た
優
先
的
で
支
配

的
な
読
み
を
受
け
手
の
側
が
行
な
う
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
対
抗
的
な
読
解
を

行
な

い
う

る
こ
と
を
示
し
た
冨

四
芦

一
〇
。。
O
]。
デ
ヴ
ィ

ッ
ド

・
モ
ー
レ
イ
の

『
「ネ
ー
シ
ョ
ン
ワ
イ
ド
」

・
オ
ー

デ
ィ
エ
ン
ス
』
の
研
究
は
、
テ
レ
ビ

・
テ
ク

ス
ト
の
意
味
を
規
定
す
る
要
因
は

テ
ク
ス
ト
の
内
部
よ
か
も
む
し
ろ
外
部
に
、

す
な
わ
ち
読
者
に
存
在
す
る
こ
と
を
実
証
的
に
証
明
し
て
見
せ
た
[ζ
〇
二
Φ
ざ

一
Φ
○。
O
]。

ド

ロ
シ

ー

・
ホ
ブ

ソ

ン
は

そ

れ

ゆ
え

『
「
ク

ロ

ス

ロ
ー
ズ

」

ー

ソ

ー

プ

オ

ペ

ラ

の

ド

ラ

マ
』

に

お

い
て

、

オ

ー

デ

ィ

エ

ン
ス

の
反
応

を

エ
ス

ノ

グ

ラ

フ

ィ

ー

的

手

法

に

よ

っ
て
記

述
す

る

こ
と

に

な

る
冨

o
σ
ω
o
P

一
㊤
。。
b。
]。

ジ

ョ

ン

・
フ

ィ

ス

ク

に

い
た

っ
て

は

、
大

衆

が

テ

レ

ビ

か

ら
快

楽

を

、
す

な

わ

ち

体

制

に

と

っ
て
破

壊

転

覆

的

(ω
⊆
σ
<
興

ω
一く
Φ
)な
意

味

を

積

極

的

に
作

り

出
す

可
能

性

が
語

ら
れ

る
[閃
凶ω評
矯
一
㊤
Qo
刈
]。

こ
の
種
の
議
論
は
、
『開
か
れ
た
作
品
』
に
お
い
て
エ
ー
コ
が
ま
ず
は
強
調
し

た
論
点
と
親
和
性
が
高
い
こ
と
は
見
て
と
れ
よ
う
。
受
け
手
に
よ
る
テ
ク
ス
ト

の
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
見
出
す
点
で
は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て

、

ま
た
実
際
、
グ
レ
ア
ム

、
タ
ー
ナ
」
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「カ
ル

チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
展
開
し
た
理
論
の
中
で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
、

お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
理
論
的
戦
略
」
で
あ
る
文
化
や
社
会
を

「
テ
ク
ス
ト
」

と
し
て

「読
む
」
と

い
う
戦
略
は
、
「バ
ル
ト
や
エ
ー
コ
の
記
号
学
の
重
要
な
貢

献
に
よ

っ
て
、
よ
り
広
範

に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
」
[↓
⊆
;

Φ
さ

一㊤Φ
①
"
一
一
三
]

た
だ
し
、
記
号
論
と
言
う
限
り
は
、
エ
ー
コ
よ
り
は
バ
ル
ト
の
影
響
の
方
が

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
は
強
い
。
ホ
ー
ル
を
始
め
多
く
の
論
者
が

参
照
す
る
の
は
、
主
と
し
て
バ
ル
ト
の
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
/
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

概
念
に
基
づ
く
記
号
過
程
の
無
限
連
鎖

(と
い
う

「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」)
で
あ

る
。
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
こ
れ
を
、
テ
ク
ス
ト

の
多
義
性

(b
o
ξ
ωΦ
ヨ
く
)を
経
由
し
て
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
自
律
性

へ
と
読
み
替
え
た
。
だ

が
エ
ー
コ
に
と

っ
て
の
記
号
論
は
む
し
ろ
、
読
者

の
自
律
性
を
強
調
し
す
ぎ
た

『開
か
れ
た
作
品
』
の
議
論
を
修
正
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。

そ
の
た
め
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
「開
か
れ
」
の

概
念
は
と
も
か
く
、
エ
ー
コ
の
記
号
論
は
使

い
勝
手

の
悪

い
も

の
に
映
る
。
た

と
え
ば
、

エ
ー
コ
を
実
際
に
援
用
し
つ
つ
、
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ

「
イ
ー
ス
ト
エ
ン

ダ
ー
ズ
」
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
デ
ヴ
イ
ツ
ド

・
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
も
、
ソ
ー

プ
オ
ペ
ラ
が
本
来
的
に

「開
か
れ
た
」
形
態
を
と
り
、
「複
数
の
解
釈
の
レ
ベ
ル
」

を
提
供
す
る
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
テ
ク
ス
ト
分
析
に
は
明
白
な
限
界
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が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
「視
聴
者
た
ち
は
単
に
テ
レ
ビ
経
験
に

よ

っ
て
の
み

「位
置
づ
け
ら
れ
る
」

の
で
は
な

い
。
人
々
は
社
会
、
そ
し
て
歴

史
の
中
で
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
先
行

的
で
異
な
る
種
類
の
知
識
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
[bu
⊆
葵
三

〇q
プ
四5

一㊤。。S

ω
ρ
一
一α]

こ
こ
で
バ

ッ
キ
ン
ガ
ム
が
言
わ

ん
と
し
て
い
る
の
は
、
他

の
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル

・
ス
タ
デ
イ
ー
ズ
論
者
た
ち
と
も

共
通
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
読
者
は
テ

ク
ス
ト
に
と

っ
て
外
在
的
な
そ
れ
ゆ
え
主
体
的
な
決
定
要
因
で
あ
る
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト

(
の
内
部

)
を
分
析
す
る
だ
け
で
は
メ
デ
ィ
ア
は
解

明
で
き
な

い
、
む
し
ろ
読
者
の
利
害

関
心

の
布
置
を
研
究
す
べ
き
だ
、
と

い
う

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
内
部
で
の
論
争
l
ー

テ
ク
ス
ト
決
定
論
的
な

『ス
ク
リ
ー
ン
』
派
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
バ
ー
ミ
ン

ガ
ム
学
派
が

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
す

る
に
い
た
る
ー

と

い
う
文
脈
も
影
響
し

て

い
る

。

し

か

し

カ

ル

チ

ュ

ラ

ル

・
ス
タ

デ

ィ
ー

ズ

が

読

者

の
主

体

性
を

過
大

評

価

し

て

い
る

と

は

限

ら

な

い

に
せ

よ

、
「
少

な

く

と

も

、

読

者

は

テ
ク

ス
ト

の
外

部

に

存

在

し

、

テ

ク

ス
ト

と

読

者

と

は

対

立

的

に
扱

わ

れ

て

い
る

。

こ
れ

は

、
文

芸

批

評

な

ど

の
美
学

的

分

野
が

読

者

(冨

巴

①
吋
)を

テ

ク

ス
ト

の
受

け

手

11
宛

先
と

さ

れ

る

者

(9
位
(一N
Φ
ω
ω
Φ
Φ
)
と

想

定

し

て
き

た

の

に
対

し

、

社

会

学

的

な

マ
ス

・
コ

こ
ヘ
ユ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
研

究

は

、

オ

ー
デ

ィ

エ
ン

ス
(四
⊆
9
Φ
づ
o
①
)と

い
う

社

会
的

集

合

体

を

対

象

と

し

て
き

た

こ

と

と

関

係

が

あ

る

。

オ

ー

デ

ィ

エ

ン
ス

は
送

り

手

(ω
①
⇒
α
①
「
)に
対

す

る

受
動

的
受

け

手

で
は
な

く

主

体

的

に
振

る
舞

う

読

者

集

団

で

あ

る

、

と

い
う

わ

け

で
あ

る
。

だ

が

そ

れ

に

は

カ

ル

チ

ュ
ラ

ル

・
ス

タ

デ

ィ
ー

ズ
内
部
に
も
、
ジ
ョ
ン

・
ハ
ー
ト
レ
ー
の
よ
う
に
異
論
を
唱

え
る
者
も
い
る
。

「ネ
ー
シ
ョ
ン
ワ
イ
ド
」
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
、
「イ
ー
ス
ト

エ
ン
ダ
ー
ズ
」

の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
、
な
ど
と
い
う
社
会
集
団
は
存
在
し
な
い
、
と

ハ
ー
ト
レ

ー
は
言
う
。
む
し
ろ
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
を
代
弁
し
た
り
、
ひ
き
つ
け
た
り
、
規
制
し
た
り
、
研
究
し
よ
う
と
す
る

者

(批
評
家
、
テ
レ
ビ
産
業
、
放
送
規
制
機
関
、
学
者
)
の
作
り
出
す
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
な
の
だ
と

ハ
ー
ト
レ
ー
は
主
張
す
る
。
つ
ま
り
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
は
べ

ネ
デ
イ
ク
ト

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
う
意
味
で
の

「想
像
の
共
同
体
」
に
近
い

「捏
造
物
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

ハ
ー
ト
レ
ー
は
、
研
究
者
の
目
的
に
合
わ

せ
て
カ
テ
ゴ
リ
正
が
恣
意
的
に
切
り
出
さ
れ
、
検
証
の
対
象
自
体
が
も
と
よ
り

す
で
に
想
像
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
な
る
実
証
的
手
法
も
批
判
す
る
が
、
実
証

的
手
法
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
手
法
の
限
界

も
指
摘
す
る
。
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は

「現
実
」
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
で
は
な

く
、
ま
さ
し
く
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な

「
テ
ク
ス
ト
」
に
よ

っ
て
オ
ー
デ
イ

ェ
ン
ス
を
描
き
出
す
か
ら
で
あ
る
。
田
霞
けδ
ざ
一Φ。。己

と
は
い
え
以
上
観
て
き
た
よ
う

に
、
テ
ク
ス
ト
に
外
在
的
な
対
立
項
と
し
て

扱
わ
れ
る
読
者
を
媒
介
作
用
の
担
い
手
と
み
な
す
点
で
、
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
は
エ
ー
コ
と
共
通
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
も
ま
さ
し
く
メ

デ
ィ
ア
論
的
観
点
か
ら
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
点

で
よ
り
徹
底
し
て
い
る
と
も

言
え
よ
う
。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
の
重
要
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
で
両
者
は
す
れ

違
う
。

ハ
ー
ト
レ
ー
の
議
論
は
テ
ク
ス
ト
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
点
で
エ

ー
コ
に
近
い
と
は
い
え
、
最
終
的
に
は

「見
え
な

い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
作
り

出
す
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
審
級
に
注
目
し
て
い
る
点
で
、
完
全
に

一
致
は
し
な
い
。

『開 か れ た 作 品』 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョン論83



こ
れ
が
、
似
た
よ
う
な
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
エ
ー
コ
に
お
い
て
は

「
メ

デ
ィ
ア
」
と

い
う
語
が
、
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お

い
て
は

「開

か
れ
」
と
い
う
語
が
ほ
と
ん
ど
用

い
ら
れ
る
こ
と
な
く
相
互
参
照
が
不
完
全
に

終
わ
る
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
争
点
は
テ
ク
ス
ト
自
体
に
媒
介

性
を
認
め
る
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る
。

3

読
者
と
開
か
れ

そ
の
た
め

「読
者
」
と
い
う
概
念

の
位
置
づ
け
が
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い

重
要
な
理
論
的
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。

テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
エ
ー
コ
は
込
み
入

っ
た
議
論
を
行

っ

て
い
る
。
曰
く
、
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
読
者
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
が
、

閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
読
者
に
対
し
開
か
れ
て
い
る
、
と
。

た
と
え
ば
、
ジ

ェ
イ
ム
ズ

・
ジ

ョ
イ

ス
の

『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ

・
ウ

ェ
イ
ク
』

は
、
「
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
も

っ
と
も
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
」
と
見
な
し
う
る

文
学
作
品
だ
が
、
し
か
し
こ
の
開
か
れ
を
十
全
に
現
実
化
で
き
る
読
者
は
ご
く

少
数
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
と

エ
ー
コ
は
言
う
。
「彼
は
、
ダ
ブ
リ
ン
の
存
在
を
知

ら
な

い
二
世
紀

ヘ
レ
ニ
ズ

ム
期
の
読
者
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
二
千
語
程
度
の

語
彙
し
か
持
た
な
い
無
学
な
者
で
も
あ
り
え
な

い
だ
ろ
う
」
。
ま
た
そ
う
し
た
知

識
な
し
に
そ
の
本
を
繙

い
た
者
に
と

っ
て
、
そ
れ
は

「
(実
際
以
上
に
)
読
め
な

い
も

の
と
な
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
別
の
書
物
と
な

っ
て
し
ま
う
」
だ
ろ
う
。

[国
8
闇
お
刈り
『

九
二
～
九
三
]
そ

の

一
方
で
、
ス
ー
パ
ー
マ
ン
の
漫
画
や

「
0

0
7
」
シ
リ
ー
ズ
の
映
画

・
小
説
な
ど
は
、
所
与
の
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

照
ら
し
て
平
均
的
な
受
け
手
が
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
そ

れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
誰
に
で
も
わ
か
り
や
す

い
、

つ
ま
り

「
可
能
性
と
し
て
は

あ
ら
ゆ
る
人
に
向
か

っ
て
語
ら
れ
る
」
[国
8
し
㊤
刈錚

"
。。]
も
の
と
な
る
。
だ
が

言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
は
誰
に
と

っ
て
も
同
じ
、

一
義
的

に

「閉
ざ
さ
れ
た
」
も
の
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
読
者
を
選
ぶ
、
と

い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
あ
る
種
の
解
釈
制
限
原
理
1

「開
か
れ
た
テ
ク
ス

ト
は
、
そ
れ
が

「開
か
れ
て
」
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
解
釈
で
も
生

み
出
す
わ
け
で
は
な

い
。
」
冒
0
9

一Φ
刈
錚

H
㊤]
1

が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の

と
見
な
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は

「閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
ほ
ど
開
か
れ

た
も
の
は
な
い
」
[国
oo
し

Φ
刈り
び
"
九

一
]
こ
と
、
閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
こ

そ
過
剰
解
釈
"
深
読
み

(O
<
Φ
「一昌
冖Φ円
口
「Φ
け四け一〇
口
)
の
危
険
が
つ
き
ま
と
う
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
い
く
ら
カ
フ
カ
の

『審
判
』
が
開
か
れ
た

テ
ク
ス
ト
の
列
に
連
な
る
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
を

「探
偵
小
説
の
よ
う
に
」

(真
犯
人
の
発
見
と
い
う
満
足
を
得
る
た
め
に
)
読
む
の
は
的
外
れ
で
あ
る
。
だ

が
レ
ッ
ク
ス

・
ス
タ
ウ
ト
の
探
偵
小
説
の
登
場
人
物
ネ
ロ

・
ウ
ル
フ
と
グ

ッ
ド

ウ
ィ
ン
の
関
係
を
カ
フ
カ
的
な
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
閉
ざ

さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
カ
フ
カ
的
に
解
釈
さ
れ
る
な
ど
と
は
誰
に
も
想
定
さ
れ
て

い
な

い
の
は
明
白
だ
と
し
て
も

[国
oP
一〇
謬
『

九
五
]
。

こ
れ
は
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
イ
ー
ズ
が
指
摘
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
破
壊
転

覆
的
な
側
面
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る

の
が
ウ
ジ

ュ
ー
ヌ

・
シ
ュ
ー
の

『パ
リ
の
秘
密
』
と

い
う

「
九
世
紀

の
新
聞
連

載
小
説
で
あ
る
。
エ
ー
コ
が
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
当
時
の
社
会

別



の
惨
状
を
絵

の
よ
う
に
刺
激
的
な
物
語

(ブ
ル
ジ
ョ
ワ
た
ち
が
求
め
て
い
た
娯

楽
)
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
そ
の
小
説
は
、
自
分
た
ち
の
隷
属
状
態
を
真
摯
に

描
き
出
し
た
も
の
と
受
け
取

っ
た
労

働
者
階
級
に
熱
狂
的
な
人
気
を
博
す
る
。

そ
れ
に
流
さ
れ
た
シ
ュ
ー
が
、
中
途
半
端
に
社
会
民
主
主
義
的
な
教
訓
を
詰
め

込
ん
で
、

マ
ル
ク
ス
と

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
改
良
主
義

の
烙
印
を
押
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
物
は
皮
肉
に
も

、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
た
ち
を
駆
り
立
て

た

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
の

一
因
と
な

っ
た
[国
8
℃
(お
①
㎝
)]
。

だ
が
こ
れ
は
作
品
が
真
に
曲豆
か
な
芸
術
性

へ
と

「開
か
れ
」
る
た
め
に
は
読

者
は
あ
る
種

の
リ
テ
ラ
シ
ー
や
主
体
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
っ
た
議

論

で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
サ

ル
ト

ル
が

『文
学
と
は
何
か
』
[Qり
母
貫
ρ

(お
心
○。)]
の
中
で
文
学
受
容
を
め
ぐ

っ
て
論
じ
て
い
た
の
と
重
な
る
問
題
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
「開
か
れ
」
と

「閉
ざ

さ
れ
」
の
弁
証
法
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る

の
は
、
作
者

の
用
い
る
言
葉

(一一=呈
叩な

い
し
記
号
体
系
)
が
す
で
に
特
定
の
読

者
を
含
意
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
読
者

の
側
に

(作
者

の
側
に
す
ら
)
選
択

の
余
地
は
ま
ず
残
さ
れ
て
い
な
い
。
書
く

と

い
う
行
為
そ
の
も
の
の
中
に
す
で
に
、
テ
ク
ス
ト
の
内
的
構
造
の

一
部
と
し

て
、
読
者
が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
古
典
的
文
体
が
作
者
と
読
者
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
契
約

と
し
て
存
在
し
て
い
た
十
七
世
紀
か
ら
、
作
家
が
自
ら
軽
蔑
し
て
い
た
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー

へ
語
り
か
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
自
意
識
を
募
ら
せ
る
十
九
世

紀

へ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
作
家
の
ジ
レ

ン
マ
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「パ
リ
の
秘
密
」
を
論
じ
た

エ
ー
コ
の
議
論

と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
共
に
、
読
者
が
テ

ク
ス
ト
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
ー

サ
ル
ト
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「受
難
の

中
に
あ
る
」
1
ー
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
エ
ー
コ
は
、
「モ
デ
ル
読
者

(ヨ
o◎
①
一
吋
$
α
興
と

と

「経
験
的
な
読
者

(Φヨ
b
三
8
ζ
Φ
巴
Φ『)」
を
区
別
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
要
請
す
る
読
者
は
あ

く
ま
で
も
モ
デ
ル
な
の
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
決
定
論
で
は
な
い
。
エ
ー
コ
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、

作
品
は
自
ら
の
実
現

(「開
か
れ
」)
の
契
機
を
自
ら
の
中
に
織
り
込
ん
で
い
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「読
者
」
こ
そ
が
、
「テ
ク
ス
ト
ー1
作
品
」
と
そ

の
外
部
、
す
な
わ
ち

「現
実
」
を
媒
介
し
、
生
の

「実
現
の
契
機
」
と
な
る
。

テ
ク
ス
ト
と
読
者
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
で
は
扱
う
こ
と
の
で
き
な

い
メ
デ
ィ
ア

の
こ
の
重
要
な
性
質
に
つ
い
て
、

エ
ー
コ
は
テ
レ
ビ

・
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
た
実

況
放
送
を
扱

っ
た
論
文

「偶
然
と
筋
ー

テ
レ
ビ
経
験
と
美
学
」

(『開
か
れ
た

作
品
』
第
五
章
)
に
お
い
て
論
じ
て
い
る

[国
oP
(一
〇爲
)
H
二
三
三
～
二
六
六
]。

実
況
放
送
は

「現
実
と
い
う
筋
書
き
の
な
い
ド
ラ
マ
」
を
伝
え
る
も
の
だ
と

い
う
矛
盾
し
た
言
い
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
ラ

マ
に
は

筋
書
き

(b
一〇
什)
が
あ
る
に
決
ま

っ
て
い
る
ー

さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
作
品

と
し
て
も
は
や
成
り
立
た
な
い
ー

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
問
題
含
み
の

常
套
句
は
、
実
況
放
送
に
は
現
実
経
験
を
め
ぐ
る
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
働

い
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

第

【
に
、
現
実
に
は
た
し
か
に
筋
書
き
は
な
い
。
現
実
の
出
来
事
は
様

々
な

偶
然
性
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
実
の
客
観
的
描
写
と
い
う

意
味
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
追
求
を
徹
底
す
る
こ
と
は
、
作
品
の
物
語
的
構
成
や
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一
貫
性
を
破
壊
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
敏
感
に
気
づ
い
て
い

た

前

衛

芸

術
」

映

画

で
は

ア

ン
ト

ニ
オ

ー

二
、
文

学

で
は

イ

ヨ
ネ

ス

コ
、

ベ

ケ

ッ
ト

、

ジ

ョ
イ

ス
な

ど
ー

は

、

非

物

語

(P
O
詳
ー
ω
け
O
コ
9ρ
)
的

手

法

を

多

用

し
、
異
化
的
効
果

(と

い
う
別
種

の
リ
ア
リ
テ
ィ
)
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
そ
の
矛
盾
を
作
品
の
中
に
回
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し

エ
ー

コ
が
例
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
ヌ
ー
ヴ

ォ
ー

・
ロ
マ
ン
の
作
家
ア

ラ
ン

・
ロ
ブ
ーー
グ
リ

エ
で
す
ら
、
自

ら
が
飛
行
機
事
故
を
実
際
に
体
験
し
た
と

き

の
模
様
を
記
者
会
見
で
は
、

い
つ
も
の
作
風
で
あ
る
非
物
語
的
な
語
り
口
で

は
な
く
、
む
し
ろ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
よ
う
に
興
奮
さ
め
や

ら
ぬ
様
子
で
語

っ
て
い
た
の
だ

っ
た
。
つ
ま
り
、
「現
実
の
生
と
い
う
も
の
は
も

ち
ろ
ん
、
『三
銃
士
』
よ
り

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
似
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ

れ
わ
れ
は
誰
で
も
生
を

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
よ
り
は

『三
銃
士
』
の
言
葉
で
考
え

が
ち
な
の
だ
。」
[国
09

(一Φ
爵
)一二
六
五
]

と
は
い
え
こ
の
こ
と
は
第
二
に
、
現
実
は

一
定
の
筋
と
し
て
構
成
さ
れ
な
い

限
り
、
現
実
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
指
し
示
し
て

も

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

「偶
然
と
筋
」
の
前
半
で
エ
ー
コ
が
大
き
な
紙
面
を

割

い
て
論
じ
て
い
る
デ
ュ
ー
イ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
導
か
れ
る
美
学
的
帰

結
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
た
現
実
を

「上
出
来
の
小
説
」
と
し

て
し
か
認
識
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
大
衆
文
化
は
受
動
的
に
受
容
さ
れ
ざ
る
を

え
な

い
、
と

い
う
従
来
的
な
観
点
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
議
論
で
あ
る
。
実

況
放
送
は
単
な
る
現
実
を
た
だ
客
観
的
に
中
継
し
、
視
聴
者
は
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
受
け
取

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
述
べ
て
い
る
通
り
、

「出
来
事
の

}
つ

一
つ
の
間
に
は
偶
然
的
な
関
係
し
か
存
在
し
な
い
」
と
す
れ
ば
、

単
な
る
現
実
が
放
送
さ
れ
た
と
し
て
も
、
偶
発
的
な
そ
の
関
係
は
見
逃
さ
れ
、

存
在
す
る
現
実
と
認
識
さ
れ
ず
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
実
況
放
送
に
は
い
か
な
る

場
合
も
最
初
か
ら
す
で
に
、

一
定

の
筋
書
き

(期
待
さ
れ
る
組
織
化

の
規
制
)

が
、
そ
し
て
そ
の
筋
書
き
通
り
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
受
け
手
の
参
加
が
、
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
サ
ッ
カ
ー
の
中
継
は
ゴ
ー
ル
と

い
う
結
末

に
向
け
て
出
来
事
が
緊
張
と
弛
緩
を
孕
み
な
が
ら
接
ぎ
合
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
視
聴
者
も
そ
の
つ
も
り
で
観
て
い
る
し
、
放
送
す
る
側
も
そ

の
よ
う
に
中
継
す
る
。

実
況
放
送
は
そ
の
展
開
に
お
い
て
、
視
聴
者
の
期
待
や
特
殊
な
要
求
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
。
観
衆
は
実
際
に
起
こ

っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
何

ら
か
の
情
報
を
実
況
放
送
に
求
め
な
が
ら
、
起
き

て
い
る
事
柄
を
上
出
来

の
小
説
の
言
葉
で
考
え
、
そ
し
て
生
が
偶
然
性
か
ら
逃
れ
、
筋
と
し
て
再

統
合
さ
れ
精
選
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
だ
け
、
そ
れ
を
現
実
の
も
の
と

し
て
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。
[国
oρ

(一
〇①
卜。ど
二
五
七
]

そ
こ
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
言
う
よ
う
に
、
詩
的
本
当
ら
し
さ
が
修
辞
的

本
当
ら
し
さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の
生
み

出
す
現
実
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
外
在
的
と

い
う
意
味

で
非
現
実
的
な
要
因

(読
者
の
期
待
)
が
常
に
す
で
に
介
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
レ
ビ

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
そ
れ
を
さ
ら
に
先

へ
と
推
し
進
め
る
。

テ
レ
ビ
は
現
実
の
光
景
を
カ
メ
ラ
と

い
う

一
定
の
視
点

・
=
疋
の
枠
組
み
に

よ
っ
て
断
片
的
に
切
り
取
り
、
そ
れ
を
時
間
的
に
連
続
さ
せ
て
提
出
す
る
わ
け

だ
が
、
映
画
と
も
共
通
す
る
こ
の
過
程
に
関
し
て
、
テ
レ
ビ
は
編
集
と

い
う
作

業
に
充
て
ら
れ
る
時
間
が
非
常
に
短

い
。
特
に
実
況
放
送
に
お
い
て
、
そ
の
時
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問
は
ゼ

ロ
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
テ
レ
ビ
に
は
偶
然
性
が
介
入
す
る
可
能
性
が

当
然
高
ま
る
。
し
か
し
映
画
で
あ
れ
ば
異
化
的
効
果
を
狙

っ
た
非
物
語
的
演
出

と
で
も
見
な
さ
な
け
れ
ば
と
て
も
リ

ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
や
ハ
プ

ニ
ン
グ
で
も
、
「そ
う
し
た
こ

と
が
起
こ
れ
ば
、
実
況
放
送
は
そ
れ
を
映
像
に
乗
せ
る
こ
と
で
、
だ
か
ら
と

い

っ
て
本
当
ら
し
く
な
い
と
は
言
え
な

い
素
晴
ら
し
い
非
物
語
を
組
織
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
日
か
ら
こ
う
し
た
可
能
性
も
本
当
ら
し
さ
の

範
疇
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」
[国
o
ρ

(一⑩
爵
)"二
五
七
～
二
五
八
]

つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
筋
書
き
を
逸
脱
し
た
出
来
事
が

起
こ
っ
て
も
、
そ
れ
は
テ
レ
ビ
的
な
物
語
に
回
収
さ
れ
る
、
と
言
う

の
で
あ
る
。

実
際
、
実
況
放
送
が
破
綻
す
る
こ
と
は
め

っ
た
に
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
脈
絡
の

あ
る
現
実
と
見
な
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
も
の
が
、
テ
レ
ビ
に
映
る
こ
と
に
よ

っ
て
現
実

へ
昇
格
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
実
況
放
送
に
お
い
て
典
型
的

に
起
こ
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
エ
ー
コ
が
挙
げ
て
い
る

の
は
た
と
え
ば
、
対
談
相
手
に
論
破
さ
れ
た
人
物
が
ハ
ン
カ
チ
を
も
み
く
ち

ゃ

に
す
る
汗
だ
く
の
手
ば
か
り
を
、
対
談
そ
れ
自
体
よ
り
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し

て
し
ま

っ
た
討
論
番
組
や
、
あ
る

い
は

モ
ナ

コ
国
王
レ
ニ
エ
三
世
と
グ
レ
」

ス

・
ケ
リ
ー
の
結
婚
式

の
中
継
で
あ
る
。
そ
の
実
況
放
送
は
、
ズ
ボ
ン
の
埃
を

払

い
な
が
ら
花
嫁
に
微
笑
み
か
け
る
花
婿
と
い
っ
た
、
む
し
ろ
祝
典
そ
れ
自
体

の
筋
書
き
に
と

っ
て
は
ノ
イ
ズ
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
な
些
細
な
要
素
を
し
ば

し
ば
映
し
出
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
視
聴
者
に

「
ロ
マ
ン
ス
的
な
要
素
」

の
強
調
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
テ
レ
ビ
、
特
に
実
況
放
送
は

エ
ー
コ
に
と

っ
て
、
開
か
れ
た
作

品
の
典
型
例
と
言
え
る
。
そ
し
て
八
○
年
代
に
な

っ
て
書
か
れ
た

エ
ー
コ
の

「
T
V
l

失
わ
れ
た
透
明
性
」
は
今
日
で
は
テ
レ
ビ
は
旧
テ
レ
ビ

(b
震
Φ
○

日
く
)
か
ら
新
テ
レ
ビ

(p
Φo
↓
<
)

へ
の
進
化
を
遂
げ
た
こ
と
を
明
確
に
指
し

示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
与
え
ら
れ
る
新
テ
レ
ビ
と
旧
テ
レ
ビ
の
区
別
は
、
自
己

言
及
性
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
と
い
う
形
で
整
理
さ
れ
う
る
。
旧
テ
レ
ビ
で
は

画
面
に
け
っ
し
て
映

っ
て
は
な
ら
な
か

っ
た

マ
イ
ク
と
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

(つ
ま

り
放
送

の
舞
台
裏
)
を
新
テ
レ
ビ
は
む
し
ろ
積
極
的
に
番
組
の
中
に
映
し
出
そ

う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
実
の
出
来
事

の
生
起
に
テ
レ
ビ
が
介
在
し
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
当
の
現
実

の
出
来
事

の
中
に
も
う
す
で
に
折

り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
テ
レ
ビ
が
映
し
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
、
イ
ギ
リ
ス
皇
太
子
チ
ャ
ー

ル
ズ
と
ダ
イ
ア
ナ
の
結
婚
式
の
や
は
り
実
況
放
送
の
中
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
の

式
典
に
は
、
た
と
え
ば
パ
レ
ー
ド
に
使
わ
れ
る
馬
の
排
泄
物
が
不
快
感
を
与
え

な
い
よ
う
に
、
特
別
な
錠
剤
を
投
与
し
て
そ
の
色
を
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
に
染
め

上
げ
る
と
い
う
、
テ
レ
ビ
映
り
へ
の
細
か
な
計
算

・
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
テ
レ
ビ
が
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
出
来
事
だ

っ
た

[国
oρ
(一
ΦQ。
Q。)]
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
開
か
れ
た
作
品
1ー
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
外
部
の
現
実
を
作

り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
は
ま
さ
に
読

者
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
現
実
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
読
者

の

解
釈
と
い
う
形
で
こ
そ
現
実
と
か
か
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ル
フ
ォ
ン
ス

・
ア
レ
ー
の
短
編

「と
て
も
パ
リ
ら
し
い
ド
ラ
マ
」
を
分
析

し
た
エ
ー
コ
の
論
考

[国
o
P

一Φ刈
㊤σ
二
二
〇

一
～
三
四
〇
]
は
、
こ
の
こ
と
を
シ

ン
プ
ル
な
形
で
証
明
し
て
み
せ
て
い
る
。
ア
レ
ー
の
そ
の
テ
ク
ス
ト
は

「素
朴
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な
読
者
」
と

「批
判
的
な
読
者
」

の
両
方
を

「モ
デ
ル
読
者
」
に
想
定
し
て
お

り
、
そ
の
ど
ち
ら
の
読
者
に
と

っ
て
も

「教
訓
」
を
与
え
る
よ
う
な
構
造
を
持

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
読
者
に
自
分
の
立
場
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
。
ど
ん
な
読
み

方
を
し
て
も
読
者
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
辻
褄
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分

の
解
釈
を
反
省
し
変
え
ざ
る
を
え
な

い
よ
ケ
に
仕
向
け
ら
れ
る
。
辻
褄
が
元
か

ら
合

っ
て
い
な
い
か
ら
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
自
体

」
が
、
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
な

い
余
計
な
事
柄
ー

「幻

の
章

(。
巷
一8
一〇

融
口
鐙
ω8
p
)」
ー

を
持
ち
込
む

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
自
分
と
は
相
容
れ

な
い
別
の
読
者
を
要
請
す
る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
気
づ
か
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
読
者
は
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
(テ
ク
ス
ト
を
作
り
出
す
と
同
時

に
)
テ
ク
ス
ト
か
ら
作
り
出
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
介
在
す
る
の
が

エ
ー
コ
に
と

っ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、

す
な
わ
ち

「開
か
れ
」
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

エ
ー
コ
に
と

っ
て
テ
ク
ス
ト
は
自
ら
に
と

っ
て
の
外
在
的
要
因

(読
者
)
を

必
要
と
し
、
ま
た
読
者
も
同
様
に
自
ら
の
外
部
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
読
者
を
テ
ク
ス
ト
と
対
立
的
に
扱
う
こ
と
に

よ

っ
て
、
読
者
を
テ
ク
ス
ト
に
影
響
力
を
行
使
す
る

「主
体
」
と
し
て
描
き
出

そ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
エ
ー

コ
は
読
者
を
あ
る
種
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
、

テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
存
在
す
る

「客
体
」
的
な
他
者
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
テ
ク
ス
ト
の
中
に
織
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を

エ
ー
コ
は

「迷
宮
」

の
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
。
主
体
と
客
体

が
、
そ
し
て
現
実
と

テ
ク
ス
ト
が
、
重
な
り
合
う
よ
う
な
当
惑
を
生
じ
さ
せ
る

世
界
こ
そ
、
記
号
ー

ー
と

い
う
媒
介
1

を
扱
う
彼
の
想
定
す
る
社
会
に
ほ
か

な

ら

な

い
。

丁 注

 

(2
)

た
だ

し
、
ケ
ー
ジ
の
こ
と
は

「第

二
版

(
一
九
六
七
年
)
以
後

に
付
け
加
え

ら
れ
た
章

「禅
と
西
洋
」

の
中

で
触
れ
ら
れ

て

い
る
」

の
は
篠

原
も
断

っ
て

い
る
と

お
り

で
あ

る

[篠
原
、

一
八
八
七

"
二
六
]
。
と
は

い
え
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         "Opera Aperta" as Communication Study 

                         Wataru ARITA 

   Umberto Eco's "opera aperta" concept has been esatblished as the argument about contingency or 

audiences' participation which is characteristic of the contemporary arts, by aestetics exclusively, but 

here, we try to reevaluate the concept from the standpoint of view of communication studies, espesially 

of media studies. 
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