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作
者
は
ど
こ
に
い
る
か

著
作
権
と
近
代
文
学

野

中

潤

一
、
「
テ
ル
ー
の
唄
」
と
萩
原
朔
太
郎

現
代
詩
作
家
・
荒
川
洋
治
が
、
ア
ニ
メ
映
画
「
ゲ
ド
戦
記
」
の
監
督
・
宮
崎

吾
朗
を
批
判
し
た
。
「
貴
方
の
御
作
り
に
な
っ
た
歌
詞
は
私
の
詩
に
似
す
ぎ

て
は
い
ま
せ
ん
か
（
萩
原
朔
太
郎
）
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
付
し
、
宮
崎

吾
朗
が
作
詞
し
た
劇
中
挿
入
歌
「
テ
ル
ー
の
唄
」
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
行
っ

た
の
だ
。
「
ゲ
ド
戦
記

作
詞
者
宮
崎
吾
朗
氏
へ
の
疑
問
」
（
『
諸
君
！
』
二
○

○
六
年
十
一
月
号
）
と
い
う
一
文
で
あ
る
。

問
題
の
楽
曲
「
テ
ル
ー
の
唄
」
は
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
製
作
の
ア
ニ
メ
映
画

「
ゲ
ド
戦
記
」
が
公
開
さ
れ
る
の
に
先
立
ち
、
二
○
○
六
（
平
成

）
年
六
月

19

九
日
に
発
売
さ
れ
た
。
す
で
に
五
月
に
ア
サ
ヒ
飲
料
の
Ｃ
Ｍ
曲
と
し
て
オ
ン
エ

ア
ー
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
オ
リ
コ
ン
の
ヒ
ッ
ト
チ
ャ
ー
ト
で
は
初
登

場
五
位
を
記
録
し
て
い
る
。
七
月
二
十
九
日
に
映
画
が
公
開
さ
れ
る
と
、
売

り
上
げ
を
さ
ら
に
伸
ば
し
、
年
間
チ
ャ
ー
ト
で
は
堂
々
の
三
十
七
位
に
入
っ

て
い
る
。
こ
の
順
位
は
、
初
登
場
一
位
を
記
録
し
た
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ

五
十
二
枚
目
の
シ
ン
グ
ル
「DIR

T
Y

O
L
D

M
A
N

～
さ
ら
ば
夏
よ
～
」
の
三

十
八
位
よ
り
も
上
位
で
あ
る
。
レ
ン
タ
ル
Ｃ
Ｄ
の
デ
ジ
タ
ル
音
源
を
コ
ピ
ー
し

た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
り
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
が
定
着

し
始
め
て
い
る
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
年
間
の
Ｃ
Ｄ
売
り
上
げ
枚
数
も
二
十

二
万
枚
に
達
し
た
。
世
界
的
な
ア
ニ
メ
作
家
に
な
っ
た
宮
崎
駿
の
息
子
で
あ

る
と
は
言
え
、
ほ
ぼ
素
人
と
言
っ
て
い
い
作
詞
家
に
よ
る
劇
中
挿
入
歌
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
異
例
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

問
題
に
な
っ
た
「
テ
ル
ー
の
唄
」
（
唄
・
手
島
葵
、
作
曲
・
谷
山
浩
子
）
の
歌

詞
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

テ
ル
ー
の
唄

夕
闇
迫
る
雲
の
上

い
つ
も
一
羽
で
飛
ん
で
い
る

鷹
は
き
っ
と
悲
し
か
ろ
う
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音
も
途
絶
え
た
風
の
中

空
を
掴
ん
だ
そ
の
翼

休
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
て

心
を
何
に
た
と
え
よ
う

鷹
の
よ
う
な
こ
の
心

心
を
何
に
た
と
え
よ
う

空
を
舞
う
よ
な
悲
し
さ
を

雨
の
そ
ぼ
降
る
岩
陰
に

い
つ
も
小
さ
く
咲
い
て
い
る

花
は
き
っ
と
切
な
か
ろ
う

色
も
霞
ん
だ
雨
の
中

薄
桃
色
の
花
び
ら
を

愛
で
て
く
れ
る
手
も
な
く
て

め心
を
何
に
た
と
え
よ
う

花
の
よ
う
な
こ
の
心

心
を
何
に
た
と
え
よ
う

雨
に
打
た
れ
る
切
な
さ
を

人
影
絶
え
た
野
の
道
を

私
と
と
も
に
歩
ん
で
る

あ
な
た
も
き
っ
と
寂
し
か
ろ
う

虫
の
囁
く
草
原
を

と
も
に
道
行
く
人
だ
け
ど

く
さ
は
ら

絶
え
て
物
言
う
こ
と
も
な
く

心
を
何
に
た
と
え
よ
う

一
人
道
行
く
こ
の
心

心
を
何
に
た
と
え
よ
う

一
人
ぼ
っ
ち
の
寂
し
さ
を

「
ゲ
ド
戦
記
」
の
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
鈴
木

敏
夫
が
手
島
葵
の
歌
声
の
デ
モ
テ
ー
プ
を
聴
か
せ
て
宮
崎
吾
朗
に
作
詞
を

依
頼
し
た
際
に
、
創
作
意
欲
を
刺
激
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
学

生
時
代
に
暗
誦
し
た
萩
原
朔
太
郎
の
詩
「
こ
こ
ろ
」
を
聞
か
せ
た
の
だ
と
い

う
。
「
ゲ
ド
戦
記
」
の
公
式
サ
イ
ト
に
は
、
「
参
考
資
料
」
と
し
て
「
こ
こ
ろ
」
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ろ

こ
こ
ろ
を
ば
な
に
に
た
と
へ
ん

心
は
あ
ぢ
さ
ゐ
の
花

も
も
い
ろ
に
咲
く
日
は
あ
れ
ど

う
す
む
ら
さ
き
の
思
ひ
出
ば
か
り
は
せ
ん
な
く
て
。

こ
こ
ろ
は
ま
た
夕
闇
の
園
生
の
ふ
き
あ
げ

ゆ
ふ
や
み

そ
の
ふ

音
な
き
音
の
あ
ゆ
む
ひ
び
き
に

こ
こ
ろ
は
ひ
と
つ
に
よ
り
て
悲
し
め
ど
も

か
な
し
め
ど
も
あ
る
か
ひ
な
し
や

あ
あ
こ
の
こ
こ
ろ
を
ば

な
に
に

た
と
へ
ん
。

こ
こ
ろ
は
二
人
の
旅
び
と

さ
れ
ど
道
づ
れ
の
た
え
て
物
言
ふ
こ
と
な
け
れ
ば

わ
が
こ
こ
ろ
は
い
つ
も
か
く
さ
び
し
き
な
り
。
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荒
川
洋
治
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
「
心
を
何
に
た
と
え
よ
う
」
と
か

「
音
も
途
絶
え
た
風
の
中
」
と
い
う
よ
う
な
「
テ
ル
ー
の
唄
」
の
フ
レ
ー
ズ
が
、

「
こ
こ
ろ
を
ば
な
に
に
た
と
へ
ん
」
と
か
「
音
な
き
音
の
あ
ゆ
む
ひ
び
き
に
」
と
い

う
よ
う
な
萩
原
朔
太
郎
の
「
こ
こ
ろ
」
に
使
わ
れ
て
い
る
詩
句
に
似
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
人
物
設
定
や
状
況
、
空
気
、
ま
た
語
調
や
構
成

も
似
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
こ
と
ば
と
は
、
す
で
に
誰
か

が
使
っ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
作
品
は
そ
れ
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る

範
囲
ま
で
は
ゆ
る
さ
れ
る
。
だ
が
『
テ
ル
ー
の
唄
』
は
、
そ
の
範
囲
を
超
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
弾
し
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
「
テ
ル
ー
の
唄
」
が
萩
原
朔
太
郎
の
「
こ
こ
ろ
」
に
着
想
を
得
て
書

か
れ
た
こ
と
は
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
や
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｈ
Ａ
の
公
式
ペ
ー
ジ
に
も
明
示

さ
れ
て
い
る
。
状
況
設
定
や
言
葉
づ
か
い
が
似
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
っ
た

く
同
じ
詩
を
宮
崎
吾
朗
名
義
で
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
か

ら
、
少
な
く
と
も
「
盗
作
」
で
は
な
い
。
し
か
も
一
九
四
二
（
昭
和

）
年
に
没

17

し
て
い
る
萩
原
朔
太
郎
の
著
作
権
は
、
没
後
五
十
年
を
過
ぎ
て
す
で
に
消
滅

し
て
い
る
。
「
こ
こ
ろ
」
に
着
想
を
得
て
歌
詞
を
書
い
た
と
し
て
も
、
「
翻
案
」
あ

る
い
は
「
本
歌
取
り
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
太

宰
治
が
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
書
い
た
り
、
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
を
下
敷
き

に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
「
ウ
ェ
ス
ト
サ
イ
ド
物
語
」
が
公
開
さ
れ
た
り
し
て
も
、
法

的
な
問
題
が
生
じ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
こ
こ

ろ
」
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
と
同
じ
よ
う
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
（
社

会
の
共
有
財
産
）
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

荒
川
洋
治
も
批
判
文
の
後
段
で
、
「
参
考
資
料
」
の
公
開
に
よ
っ
て
作
詞
の

事
情
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
ち
お
う
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
の
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
だ
。

で
も
、
朔
太
郎
の
詩
を
も
と
に
し
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
詞
に
興
味

を
も
っ
て
調
べ
た
人
に
は
わ
か
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
人
、
一
般
の
人
に
は

わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
か
、
伝
わ
り
に
く
い
。
と
も
か
く
、
ぼ
く
は
釈
然
と

し
な
い
。
「
作
詞
・
宮
崎
吾
朗
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

「
作
詞
・
宮
崎
吾
朗
」
と
す
る
こ
と
に
、
作
詞
者
は
、
周
囲
の
人
た
ち
は
、

少
し
の
た
め
ら
い
も
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
こ
こ
ろ
」
の
痛
み
を
感

じ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
は
「
原
詩
・
萩
原
朔
太
郎

編
詞
・
宮
崎
吾
朗
」

（
や
や
こ
し
い
け
れ
ど
）
と
で
も
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

ど
う
や
ら
問
題
は
、
「
テ
ル
ー
の
唄
」
が
こ
れ
だ
け
売
れ
て
い
る
の
に
、
Ｃ
Ｄ

を
買
っ
た
人
や
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
う
人
が
萩
原
朔
太
郎
の
「
こ
こ
ろ
」
を
も
と
に

し
た
歌
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

ら
し
い
。

本
歌
取
り
の
場
合
は
、
作
ら
れ
た
新
し
い
歌
を
享
受
す
る
者
が
、
も
と
の

歌
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
と

の
歌
が
誰
の
作
品
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
断
る
必
要
は
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
説
明
す
る
の
は
、
〝
通
〟
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

〝
野
暮
〟
で
あ
る
。
下
敷
き
に
す
る
作
品
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で

共
通
点
を
持
つ
パ
ロ
デ
ィ
に
お
い
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
パ
ロ
デ
ィ
を
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
不
可
欠
の
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要
件
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
こ
こ
ろ
」
は
、
「
テ
ル
ー
の
唄
」
を
聴
く
「
一
般

の
人
」
（
荒
川
洋
治
）
に
と
っ
て
、
当
然
の
前
提
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
「
こ
こ
ろ
」

は
お
ろ
か
、
萩
原
朔
太
郎
す
ら
知
ら
な
い
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
「
テ
ル

ー
の
唄
」
に
対
す
る
聴
き
手
の
感
動
が
、
「
ゲ
ド
戦
記
」
と
宮
崎
吾
朗
の
と
こ

ろ
で
行
き
止
ま
り
に
な
り
、
原
詩
の
「
こ
こ
ろ
」
ま
で
は
届
か
な
い
の
だ
。
「
テ
ル

ー
の
唄
」
に
う
っ
と
り
と
聴
き
入
る
人
々
が
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
こ
こ
ろ
」
の
こ

と
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
、
「
現
代
詩
作
家
」
の
荒
川
洋
治
は

お
そ
ら
く
苛
立
っ
て
い
る
。
読
者
を
失
っ
た
現
代
詩
が
、
あ
る
い
は
〈
終
焉
〉
に

直
面
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
荒
川
洋
治
の
焦
燥
感
が
、
萩
原
朔

太
郎
と
い
う
死
者
の
声
を
代
弁
す
る
形
で
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

明
治
維
新
期
の
福
沢
諭
吉
や
昭
和
初
期
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
プ
ラ
ー
ゲ
な
ど

の
活
躍
や
、
日
本
文
芸
家
協
会
や
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
な
ど
の
努
力
に

よ
っ
て
、
現
代
日
本
社
会
に
は
著
作
権
問
題
に
は
敏
感
な
反
応
を
す
る
文
化

的
風
土
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
荒
川
洋
治
の
批
判
に
対
し
て
も
、
ス
タ
ジ
オ
ジ

ブ
リ
側
が
二
○
○
六
年
十
月
二
十
四
日
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
鈴
木
敏
夫
の

名
前
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
、
騒
動
は
沈
静
化
し
た
。

「
テ
ル
ー
の
唄
」
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
、
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
文
章
を
引

用
し
た
上
で
、
鈴
木
敏
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
経
緯
で
出
来
上
が
っ
た
以
上
、
私
は
、
「
テ
ル
ー
の
唄
」
を
公

表
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
萩
原
朔
太
郎
の
詩
「
こ
こ
ろ
」
の
存
在
は
、
何
ら

か
の
形
で
世
間
に
伝
え
明
確
に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
専
門
家
や
関
係
各
位
と
相
談
し
た
結
果
、

こ
の
詞
が
萩
原
朔
太
郎
の
詩
「
こ
こ
ろ
」
に
着
想
を
得
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
機
会
あ
る
ご
と
に
表
明
し
て
い
く
こ
と
が
最
善
で
あ
ろ
う

と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
す
。
そ
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
前
記
の
劇
場
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
も
そ
う
で
す
が
、
映
画
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
こ
こ
ろ
」

を
並
べ
て
全
文
掲
載
し
て
経
緯
を
説
明
し
ま
し
た
し
、
吾
朗
監
督
や
私
の

色
々
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
取
材
で
「
テ
ル
ー
の
唄
」
の
話
題
に
な
る
た
び
に
、

朔
太
郎
の
詩
「
こ
こ
ろ
」
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
よ
う

に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

た
だ
今
と
な
っ
て
は
、
そ
の
判
断
が
甚
だ
思
慮
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
知
っ
た
次
第
で
す
。
そ
こ
で
今
後
は
、
「
テ
ル
ー
の
唄
」
露
出
の
際
は
、

〝
こ
の
曲
の
歌
詞
は
、
萩
原
朔
太
郎
の
詩
「
こ
こ
ろ
」
に
着
想
を
得
て
作
詞

さ
れ
ま
し
た
〟
と
い
う
表
記
を
必
ず
併
記
す
る
よ
う
に
、
ジ
ブ
リ
が
関
与

し
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
第
三
者
に
対
し
て
も
可
能
な
限
り
要
請
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

重
ね
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、
今
回
の
表
記
問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
混
乱

を
招
い
た
原
因
は
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
と
私
に
あ
り
、
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い

た
し
ま
し
た
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

加
え
て
、
今
回
の
指
摘
を
行
な
っ
て
い
た
だ
い
た
、
荒
川
洋
治
氏
と
文
藝

春
秋
社
「
諸
君
！
」
編
集
部
の
皆
さ
ま
に
は
、
改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
御

礼
申
し
上
げ
る
所
存
で
す
。
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宮
崎
駿
の
息
子
で
も
あ
る
宮
崎
吾
朗
が
矢
面
に
立
つ
こ
と
を
避
け
て
は
い

る
が
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
全
面
降
伏
と
言
っ
て
も
い
い
内
容
で
あ
る
。
荒
川

洋
治
も
「
諸
君
！
」
編
集
部
も
、
萩
原
朔
太
郎
の
著
作
権
継
承
者
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
形
で
「
お
詫
び
」
を
し
た
上
で
「
御
礼
申
し
上

げ
る
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
過
敏
な
反
応
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
昭

和
初
期
の
プ
ラ
ー
ゲ
旋
風
の
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
著
作
権
問
題

に
つ
い
て
は
事
な
か
れ
主
義
が
目
立
ち
、
適
否
を
冷
静
に
議
論
す
る
こ
と
が

回
避
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

た
と
え
ば
講
談
社
や
小
学
館
の
よ
う
な
大
手
出
版
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
、
著
作
権
を
管
理
し
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
、
翻
案
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
パ

ロ
デ
ィ
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
使
用
を
禁
じ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
創
造
的
な
活
動
を
す
る
者
の
権
利
を
守
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
文
化

活
動
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
著
作
権
法
の
基
本
的
な
考
え
方
で

あ
る
は
ず
だ
が
、
公
共
財
と
い
う
側
面
を
持
つ
文
化
を
一
方
的
に
私
物
化

し
、
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
批
評
的
な
活
動
に
よ
っ
て
商
品
の
価
値
が
低
減
す
る
こ

と
を
嫌
っ
て
目
先
の
収
益
を
確
保
す
る
こ
と
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
企
業
の
論
理
を
優
先
し
た
対
応
が
常
態
化
し
つ
つ
あ
る
。
有
力
な
漫

画
雑
誌
を
持
ち
、
著
作
権
者
と
し
て
多
く
の
漫
画
家
を
抱
え
て
い
る
出
版
社

だ
か
ら
こ
そ
の
対
応
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
漫
画
文
化
の
担
い
手
だ

か
ら
こ
そ
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
は
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
。
著
作
権
者
の
権
利
を
守
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
が
、
著
作
物
を
享
受
し
、
翻
案
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
な

ど
の
二
次
的
な
創
作
物
を
生
み
出
す
人
び
と
の
権
利
も
、
同
じ
よ
う
に
尊

重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
文
化
を
創
造
す
る
の
は
、
一
次
的
（
？
）
な
創
作
物

の
著
作
権
者
だ
け
で
は
な
い
は
ず
な
の
だ
。

「
テ
ル
ー
の
唄
」
騒
動
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
文
化
は
い
っ

た
い
誰
の
も
の
な
の
か
と
い
う
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。

二
、
著
作
権
者
と
い
う
作
者

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
「
作
者
は
死
ん
だ
」
と
い
う
宣
言
（
『
物
語
の
構
造
分

析
』
一
九
六
六
／
邦
訳
は
一
九
七
九
）
を
受
け
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
論
が

文
学
研
究
の
世
界
を
席
巻
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
時
は
、
不
用
意
に
「
谷
崎

が
…
」
「
太
宰
が
…
」
な
ど
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
「
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
作
者

は
い
な
い
！
」
な
ど
と
恫
喝
さ
れ
か
ね
な
い
雰
囲
気
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
そ

う
い
う
風
潮
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
い
る
著
作
権
者
と
い

う
名
の
作
者
は
、
時
を
超
え
て
命
脈
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
著
作
権
者
と
し

て
の
作
者
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
国
フ
ラ
ン
ス
で
は
死
後
七
○
年
に
わ
た
っ
て

生
き
続
け
る
の
だ
し
、
「
著
作
権
後
進
国
」
の
日
本
で
も
今
の
と
こ
ろ
死
後
五

○
年
は
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
は
保

護
期
間
の
規
定
が
な
い
の
で
、
死
後
何
年
経
と
う
と
も
生
前
同
様
に
守
ら
れ

る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
著
作
権
が
切
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
萩
原
朔
太
郎

の
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
詩
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
宮
崎
吾
朗
名
義
で
公
表
す
れ

ば
、
著
作
者
人
格
権
を
侵
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、
法
的
に
言

え
ば
、
「
作
者
は
死
な
な
い
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
著
作
権
者
と
い
う
名
の
作
者
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て

誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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大
家
重
夫
著
『
著
作
権
を
確
立
し
た
人
々
』
（
二
○
○
三
年
・
成
文
堂
）
に

よ
れ
ば
、
水
野
錬
太
郎
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
プ
ラ
ー
ゲ
な
ど
、
日
本
に
お
い
て
著

作
権
を
確
立
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
が
何
人
か
い
る
の

だ
が
、
最
も
早
い
時
期
に
活
躍
し
た
の
は
福
沢
諭
吉
で
あ
る
。
以
下
、
主
と

し
て
同
書
に
拠
り
な
が
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
日
本
に
お
け
る
著
作
権
確
立
期

に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
、
概
観
し
て
み
よ
う
。

『
西
洋
事
情
初
編
』
（
一
八
六
六
・
慶
応
二
）
『
西
洋
旅
案
内
』
（
一
八
六
七

・
慶
応
三
）
、
『
世
界
国
尽
』
（
一
八
六
九
・
明
治
二
）
な
ど
、
幕
末
か
ら
明
治

に
か
け
て
多
く
の
著
書
を
上
梓
し
た
福
沢
諭
吉
だ
が
、
い
ず
れ
も
当
時
と
し

て
は
異
例
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
（
一
八
七
二

～
七
六
・
明
治
五
～
九
）
に
い
た
っ
て
は
、
三
百
万
部
を
超
え
る
部
数
を
売
り

上
げ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
著
作
権
法
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
流
通
し
て
い
る
福
沢
諭
吉
の
著
作
に
は
相
当
数
の
偽
版
が
含
ま
れ

て
い
た
。

一
九
六
八
（
明
治
元
）
年
十
月
、
偽
版
の
横
行
に
業
を
煮
や
し
た
福
沢
諭

吉
は
、
「
翻
訳
書
重
板
の
義
に
付
奉
願
候
書
付
」
を
新
政
府
に
提
出
す
る
。

告
発
さ
れ
た
の
は
、
膳
所
藩
の
藩
校
で
師
範
を
し
て
い
た
黒
田
行
次
郎
で
、

福
沢
諭
吉
の
『
西
洋
事
情
』
に
ふ
り
が
な
を
付
し
、
傍
注
を
ほ
ど
こ
し
、
付
録

に
自
分
の
文
章
を
併
載
し
て
版
を
作
り
、
京
都
府
の
官
許
を
受
け
て
出
版
し

た
の
で
あ
る
。
「
版
木
没
収
」
と
「
利
潤
御
取
上
げ
」
を
求
め
た
こ
の
嘆
願
書
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
一
八
六
九
（
明
治
２
）
年
に
制
定
さ
れ
た
の
が
出
版
条

例
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
福
沢
諭
吉
は
そ
の
後
も
、『
續
福
澤
全
集
第
七
巻
』

（
昭
和
九
年
七
月
・
岩
波
書
店
）
に
「
偽
版
取
締
関
係
」
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
一
連
の
文
書
を
京
都
府
や
東
京
都
な
ど
に
盛
ん
に
提
出
し

て
い
る
。
政
府
か
ら
禁
令
や
布
告
が
出
て
も
、
な
か
な
か
偽
書
の
流
通
が
お

さ
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
て
、
福
沢
諭
吉
が
い
か
に
奮
闘
努
力
し

て
い
た
か
が
伺
え
る
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
近
代
的
な
著
作

権
制
度
の
確
立
期
に
、
福
沢
諭
吉
は
確
か
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
福
沢
諭
吉
がc

o
p
y
rig

h
t

の
訳
語
と
し
て
作
っ
た
「
版
権
」
と
い

う
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
の
著
作
権
は
著
作
物
を

複
製
す
る
た
め
の
物
質
的
基
盤
で
あ
る
「
版
木
」
の
所
有
権
、
あ
る
い
は
使
用

権
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
版
木
を
作
る
労
力
に
よ
っ

て
、
書
物
の
価
値
が
下
支
え
さ
れ
て
い
た
。
著
作
権
思
想
が
流
布
す
る
以
前

は
、
不
定
形
の
文
字
情
報
で
は
な
く
、
物
質
と
し
て
の
版
木
や
書
物
に
こ
そ

価
値
の
基
盤
が
あ
っ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
、
木
版
に
よ
る
大
量
印
刷
が
で
き
な

か
っ
た
時
代
に
遡
れ
ば
、
原
本
を
書
き
写
し
、
写
本
を
作
る
こ
と
が
所
有
権

の
獲
得
に
つ
な
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
筆
写
す
る
と
い
う
労
力
に
対

す
る
代
価
と
し
て
所
有
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
。福

沢
諭
吉
が
登
場
し
た
幕
末
ま
で
は
、
文
字
情
報
を
生
み
出
し
た
作
者

よ
り
も
、
版
木
を
作
っ
た
書
肆
の
権
利
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に

は
版
元
の
組
合
の
申
し
合
わ
せ
と
し
て
作
ら
れ
た
「
覚
」
や
「
定
」
の
類
が
あ
る

だ
け
で
、
作
者
の
著
作
権
を
保
護
す
る
と
い
う
発
想
は
欠
落
し
て
い
る
。
『
南

総
里
見
八
犬
伝
』
（
一
八
一
四
～
一
八
四
二
）
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
曲

亭
（
滝
沢
）
馬
琴
も
、
少
な
い
原
稿
料
と
重
板
（
偽
版
）
の
横
行
に
悩
ま
さ
れ
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た
が
、
版
元
だ
け
が
し
こ
た
ま
儲
け
る
仕
組
み
を
前
に
、
な
す
す
べ
が
な
か
っ

た
と
い
う
。
「
覚
」
や
「
定
」
と
し
て
取
り
交
わ
さ
れ
た
同
業
者
間
の
申
し
合
わ

せ
も
、
版
元
の
不
利
益
を
防
ぐ
こ
と
が
主
眼
で
、
作
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
一

顧
だ
に
し
て
い
な
い
。
現
在
は
死
後
五
十
年
に
わ
た
っ
て
生
き
続
け
て
い
る
著

作
権
者
と
い
う
名
の
作
者
は
、
江
戸
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
「
作
者
は
死
ん
だ
」
と
言
う
以
前
に
、
「
作
者
は
生
ま
れ
て
い
な

い
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
わ
け
だ
。

だ
と
す
れ
ば
、
福
沢
諭
吉
は
近
代
的
な
「
作
者
」
の
生
み
の
親
で
あ
る
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
福
沢
諭
吉
の
光
と
影

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
偽
版
撲
滅
と
版
権
制
度
確
立
の
た
め
に
精

力
的
に
活
動
し
て
い
た
福
沢
諭
吉
は
、
慶
応
四
年
四
月
に
書
か
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
山
口
良
蔵
宛
書
簡
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
度
上
方
に
て
旅
案
内
の
重
版
の
み
な
ら
ず
西
洋
事
情
の
偽
物
も
出

来
候
よ
し
十
一
國
記
も
同
齗
こ
れ
は
醐
院
様
の
御
蔵
版
に
て
御
賣
弘
相

成
居
候
趣
在
京
の
朋
友
よ
り
申
参
候
偽
版
の
義
は
西
洋
各
国
に
て
も

厳
禁
に
て
コ
ピ
ラ
イ
ト
杯
申
法
律
有
之
義
然
る
に
上
方
に
て
は
少
し

も
差
構
な
く
野
鄙
之
輩
唯
利
是
求
己
れ
逸
し
て
人
の
勞
を
奪
い
己
れ

無
知
に
し
て
人
の
知
識
を
盗
む
斯
る
形
勢
に
し
て
小
生
も
著
述
の
商

賣
は
先
づ
見
合
他
に
活
計
の
道
を
求
可
申
と
覚
悟
致
居
候
此
事
は
小

生
壹
人
の
迷
惑
の
み
な
ら
ず
天
下
之
著
述
家
盡
く
心
を
動
か
し
各
筆

を
閣
し
文
運
の
一
大
却
歩
可
相
成
と
竊
に
歎
息
致
候
事
に
御
座
候

―
『
續
福
澤
全
集
第
六
巻
』
（
昭
和
八
年
十
月
・
岩
波
書
店
）

至
極
も
っ
と
も
な
主
張
で
あ
る
が
、
「
西
洋
各
国
に
て
も
厳
禁
」
の
「
偽
版
」

と
い
う
こ
と
な
ら
、
福
沢
諭
吉
も
黒
田
行
次
郎
と
同
断
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉

の
処
女
出
版
は
、
『
増
訂

華
英
通
語
』
（
一
八
六
○
・
万
延
元
）
で
あ
る
。
こ

の
書
は
、
咸
臨
丸
で
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
時
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
在
住
の
清
の

商
人
仲
夏
か
ら
譲
り
受
け
た
英
語
と
広
東
語
の
対
訳
辞
典
『
華
英
通
語
』

（
子
卿
原
著
）
を
も
と
に
し
て
、
英
語
部
分
に
ル
ビ
を
振
り
、
広
東
語
部
分
に

和
訳
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
権
を
買
い
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
ら
、
「
西
洋
各
国
に
て
も
厳
禁
」
の
「
偽
版
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
注
釈
を
加
え
た
だ
け
で
、
自
分
の
文
章
を
併
録
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
黒
田
行
次
郎
よ
り
も
む
し
ろ
「
偽
版
」
の
色
彩
が
濃
い
も
の
で
あ

る
と
さ
え
言
え
る
。
『
増
訂

華
英
通
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
黒
田
行
次
郎
に

よ
っ
て
重
板
（
偽
版
）
が
作
ら
れ
た
『
西
洋
事
情
』
に
し
て
も
、
外
国
人
の
著
作

物
の
翻
訳
あ
る
い
は
翻
案
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
著
作
権

を
確
立
し
た
人
々
』
の
大
家
重
夫
氏
に
よ
る
と
、
『
西
洋
事
情

外
編
巻
之

三
』
の
「
蔵
版
の
免
許
（
コ
ピ
ラ
イ
ト
）
」
と
い
う
部
分
は
、
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
の
経

済
書
」
を
翻
訳
し
た
も
の
を
元
に
、
『
新
ア
メ
リ
カ
百
科
事
典
』
のc

o
p
y
rig

h
t

の
項
目
を
訳
し
て
補
っ
た
も
の
だ
と
言
う
。
偽
版
に
関
し
て
言
え
ば
、
福
沢

諭
吉
は
、
国
内
と
海
外
と
で
態
度
を
変
え
、
他
者
に
厳
し
く
自
己
に
甘
い
ダ

ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
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そ
も
そ
も
福
沢
諭
吉
の
時
代
に
は
、
著
作
権
や
翻
案
権
が
国
境
を
越
え

て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
な
か
っ
た
。
版
権
に
つ
い
て
神

経
を
と
が
ら
せ
て
い
た
福
沢
諭
吉
自
身
、
黒
田
行
次
郎
を
非
難
し
た
前
述
の

「
翻
訳
書
重
板
の
義
に
付
奉
願
候
書
付
」
と
い
う
文
書
の
中
で
、
「
同
一
の
日

本
人
に
て
本
国
に
住
居
い
た
し
居
る
な
が
ら
、
著
述
の
本
人
を
蔑
視
、
無
縁

の
外
国
人
を
取
扱
ふ
如
く
、
公
然
と
其
著
書
を
盗
候
次
第
」
と
述
べ
て
い
る
。

直
接
許
諾
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
「
無
縁
の
外
国
人
」
の
著
作
物
に
関
し
て

は
、
重
板
も
盗
用
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
の

だ
。
確
か
に
い
ち
い
ち
原
作
者
の
許
諾
を
求
め
て
い
た
ら
、
日
本
の
近
代
化
は

百
年
は
遅
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
福
沢
諭
吉
を
含
め
た
当
時
の
日
本
人
に
と
っ

て
、
外
国
の
本
を
問
答
無
用
で
ど
ん
ど
ん
訳
す
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
（
必

要
悪
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
著
作
権
の
概
念
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
す
る
た
め
に
、
著
作

権
問
題
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
皮
肉
な
現
実
で
あ

る
。つ

い
で
に
つ
け
加
え
て
お
け
ば
、
福
沢
諭
吉
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
一
九
六

九
（
明
治
２
）
年
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
出
版
条
例
は
、
一
八
七
五

（
明
治
８
）
年
に
改
正
さ
れ
、
管
轄
が
文
部
省
か
ら
内
務
省
へ
と
移
管
し
て
い

る
。
す
で
に
新
政
府
は
、
「
官
許
」
の
な
い
書
籍
の
刊
行
・
売
買
を
禁
止
す
る

布
告
を
一
九
六
八
（
慶
應
４
）
年
に
出
し
て
い
た
の
だ
が
、
内
務
省
が
管
轄
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
版
条
例
は
出
版
物
の
統
制
と
い
う
色
彩
を
よ
り
強
く

持
つ
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
福
沢
諭
吉
が
も
た
ら
し
た
「
版
権
」

は
、
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
著
作
の
刊
行
を
未
然
に
防
ぐ
制
度
の
確
立

に
も
貢
献
し
た
わ
け
で
、
近
代
的
な
「
作
者
」
の
生
み
の
親
で
あ
る
福
沢
諭
吉

は
、
い
っ
ぽ
う
で
著
作
者
の
表
現
の
自
由
を
抑
圧
す
る
制
度
の
確
立
に
加
担

し
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
著
作
権
法
は
な
ぜ
あ
る
か

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
建
国
と
か
日
本
国
憲
法
の
発
布
と
か
、
も
の
ご
と
の

始
ま
り
に
は
し
ば
し
ば
胡
散
臭
い
出
来
事
が
か
ら
み
つ
い
て
い
る
。
著
作
権
に

つ
い
て
も
そ
の
始
ま
り
に
は
光
と
影
が
交
錯
し
て
い
る
の
だ
が
、
い
つ
の
ま
に
か

金
科
玉
条
の
ご
と
く
、
〝
正
し
さ
〟
の
み
が
大
手
を
振
っ
て
世
の
中
を
闊
歩

す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
著
作
権
法
に
定
め
ら
れ
た
条
文
を
守
る
こ

と
は
大
切
だ
が
、
著
作
権
法
が
い
っ
た
い
何
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
た

こ
と
だ
が
、
著
作
権
法
第
一
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
、
著
作
物
並
び
に
実
演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
及
び
有
線
放

送
に
関
し
著
作
者
の
権
利
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
権
利
を
定
め
、
こ
れ
ら

の
文
化
的
所
産
の
公
正
な
利
用
に
留
意
し
つ
つ
、
著
作
権
者
等
の
権
利
の

保
護
を
図
り
、
も
っ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
通
り
、
「
目
的
」
は
「
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
」

で
あ
り
、
「
著
作
権
者
等
の
権
利
の
保
護
」
は
そ
の
手
段
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
著
作
権
者
等
の
権
利
の
保
護
」
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
文
化
の
発
展
を
か
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え
っ
て
阻
害
し
か
ね
な
い
よ
う
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ｐ
Ｅ
’
Ｚ
と
い
う
音
楽
グ
ル
ー
プ
合
唱
曲
「
大
地
讃
頌
」
を
ジ
ャ

ズ
ア
レ
ン
ジ
で
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
た
Ｃ
Ｄ
を
二
○
○
三
年
十
一
月
に
発
売
し

た
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
に
対
し
て
、
作
曲
者
の
佐
藤
眞
氏
が
同
一
性
保
持
権
侵
害
で

東
京
地
裁
に
訴
え
た
事
件
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
二
○
○
四
年
二
月

十
八
日
に
出
さ
れ
た
佐
藤
眞
氏
の
仮
処
分
申
請
に
対
し
て
、
Ｐ
Ｅ
’
Ｚ
お
よ

び
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
は
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
の
許
諾
を
得
て
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
月
二
十
三
日
に
Ｃ
Ｄ
の
出
荷
を
停
止
し
、

佐
藤
眞
氏
と
和
解
し
て
い
る
。
作
者
の
権
力
が
ア
レ
ン
ジ
と
い
う
形
で
行
わ
れ

た
「
解
釈
」
に
ま
で
及
ん
で
い
る
わ
け
で
、
「
作
者
の
死
」
と
い
う
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

の
テ
ー
ゼ
が
現
実
的
に
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
示
す
実
例
で
あ
る
と
す
ら
言

え
そ
う
な
事
態
で
あ
る
。

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
講
談
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
「
著
作
権
・
画

像
使
用
等
に
つ
い
て
の
お
願
い
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
な
行
為
を
禁
じ
る
旨
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

１
．
出
版
物
の
装
丁
・
内
容
・
目
次
等
、
あ
る
い
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
画

像
・
文
章
・
漫
画
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
掲
載
・
転

載
す
る
こ
と
。

２
．
出
版
物
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
文
章
・
漫
画
等
の
要
約
を
掲
載
し
た

り
、
出
版
物
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
画
像
・
文
章
・
漫
画
・
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
等
を
も
と
に
し
た
漫
画
・
小
説
・
文
章
等
を
作
成
し
、
掲
載
す
る
こ

と
。

３
．
出
版
物
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
画
像
・
漫
画
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
等
を
使

用
・
改
変
し
て
イ
ラ
ス
ト
・
パ
ロ
デ
ィ
・
画
像
等
を
自
分
で
作
成
し
、
掲
載

す
る
こ
と
。

４
．
出
版
物
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
画
像
・
漫
画
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
等
か
ら
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
使
用
・
改
変
し
た
自
作
の
イ
ラ
ス
ト
・
パ
ロ
デ
ィ
・
画

像
等
か
ら
、
壁
紙
・
ア
イ
コ
ン
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ソ
フ
ト
等
を
作
成
し
、

掲
載
す
る
こ
と
。

１
や
２
の
規
定
は
と
も
か
く
と
し
て
、
３
や
４
の
中
に
「
パ
ロ
デ
ィ
」
を
禁
じ

る
文
言
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
講
談
社
が
パ
ロ
デ
ィ
を

禁
じ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
著
作
者
人
格
権
に
基
づ
い
た
措
置
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
作
品
を
勝
手
に
書
き
換
え
ら
れ
な
い
た
め
の
「
同
一
性
保
持

権
」
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
「
改
変
」
や
「
パ
ロ
デ
ィ
」
を
禁
ず

る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
著
作
者
人
格
権
を
保
持
す
る
の
は
、
著

作
権
者
（
作
家
や
漫
画
家
か
ら
著
作
権
を
譲
渡
さ
れ
た
講
談
社
）
で
は
な
く

て
著
作
者
（
小
説
や
漫
画
を
書
い
た
当
人
）
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
問
題
は

さ
て
お
き
、
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
『
な
か
よ
し
』
『
モ
ー
ニ
ン
グ
』
な
ど
の
漫
画
雑
誌

を
抱
え
る
講
談
社
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
に
限
っ
た
こ
と

と
は
言
え
、
パ
ロ
デ
ィ
に
対
し
て
こ
こ
ま
で
不
寛
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
驚

き
を
禁
じ
得
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
『
少
年
サ
ン
デ
ー
』
『
ビ
ッ
グ
コ

ミ
ッ
ク
』
『
ち
ゃ
お
』
『
コ
ロ
コ
ロ
コ
ミ
ッ
ク
』
な
ど
の
漫
画
雑
誌
を
抱
え
る
小
学
館

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
、
講
談
社
と
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
（
二
○
○
七
年
四

月
現
在
）
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も
ち
ろ
ん
ひ
と
く
ち
に
パ
ロ
デ
ィ
と
言
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
き
た
も
の
の
中
に
は
低
レ
ベ
ル
だ
っ
た
り
悪
質

だ
っ
た
り
す
る
も
の
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
手
の
利
用
や

改
変
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
講
談
社
や
小
学
館
の
対
応
は
、
自
社

が
抱
え
る
著
作
物
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
を
避
け
よ
う
と
す
る
企
業
論
理
と
し

て
は
理
解
で
き
な
い
話
で
は
な
い
。
し
か
し
「
低
レ
ベ
ル
」
だ
っ
た
り
「
悪
質
」
だ
っ

た
り
す
る
も
の
の
存
在
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
豊
か
な
文
化
が

育
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
の
漫
画
文
化
を
牽
引
し
て
き
た
両
社

の
関
係
者
が
理
解
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
。
パ
ロ
デ
ィ
や
パ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
模

倣
や
も
じ
り
、
本
歌
取
り
や
翻
案
な
ど
の
創
造
的
改
変
が
、
こ
れ
ま
で
ど
れ

だ
け
「
文
化
の
発
展
に
寄
与
」
し
て
き
た
か
を
考
え
る
と
き
、
著
作
権
の
保
護

の
み
に
拘
泥
し
て
、
「
文
化
の
発
展
」
を
む
し
ろ
阻
害
す
る
よ
う
な
風
潮
を
助

長
す
る
危
険
性
を
も
つ
両
社
の
姿
勢
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
著

作
者
で
あ
る
作
家
や
小
説
家
の
意
志
を
代
行
す
る
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、

じ
つ
は
作
者
も
読
者
も
不
在
の
ま
ま
、
文
化
財
が
た
ん
な
る
商
品
と
し
て
の

み
扱
わ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
著
作
権
者
の
権
利
を
保
護
す
る
」

と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
何
か
大
切
な
も
の
が
損
な
わ
れ
始
め
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

五
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
い
う
こ
と

一
九
九
七
（
平
成
９
）
年
二
月
に
設
立
さ
れ
た
電
子
図
書
館
「
青
空
文

庫
」
（http

:/
/
w
w
w
.ao

zo
ra.g

r.jp
/

）
は
、
利
用
者
に
対
価
を
求
め
ず
、
没
後

五
十
年
を
過
ぎ
て
著
作
権
の
消
滅
し
た
作
家
の
作
品
を
、X

H
T
M
L

（
一
部

は

H
T
M
L

）
形
式
の
テ
キ
ス
ト
で
収
蔵
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
あ
る
。
設

立
間
も
な
い
頃
か
ら
ト
ヨ
タ
財
団
や
ア
ス
キ
ー
な
ど
の
企
業
が
資
金
援
助
や

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
無
償
提
供
な
ど
を
し
て
い
て
、
収
蔵
作
品
数
は
六
千
編

を
超
え
て
い
る
。
夏
目
漱
石
、
森
鷗
外
、
芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
な
ど
の
人

気
作
家
か
ら
、
清
水
紫
琴
、
大
阪
圭
吉
、
矢
田
津
世
子
、
蘭
郁
二
郎
な
ど
の

マ
イ
ナ
ー
作
家
に
い
た
る
ま
で
、
有
名
無
名
を
問
わ
ず
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

作
家
の
著
作
物
が
次
々
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
入
力
や
校
正
の
作
業
に
当
た

っ
て
い
る
の
は
、
「
青
空
工
作
員
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
底
本

を
決
め
て
入
力
し
、
時
間
を
か
け
て
校
正
を
重
ね
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
公
開
し
て
い
る
。
近
代
文
学
の
テ
ク
ス
ト
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
（
社
会

の
共
有
財
産
）
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
文
化
の
発
展

に
寄
与
す
る
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
電
子
図
書
館
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
在
に
検
索

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
青
空
文
庫
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
設

置
さ
れ
て
い
る
検
索
窓
を
使
う
と
、
六
千
編
の
中
か
ら
検
索
語
を
含
む
テ
ク

ス
ト
が
瞬
時
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
「
版
権
」
と
入
力
し
て

検
索
す
る
と
、
葛
西
善
蔵
「
浮
浪
」
、
穂
積
陳
重
「
法
窓
夜
話
」
、
田
山
花
袋

「
ト
コ
ヨ
ゴ
ヨ
ミ
」
、
中
里
介
山
「
生
前
身
後
の
事
」
、
寺
田
寅
彦
「
レ
ー
リ
ー
卿

（Lo
rd

R
ay
le
ig
h

）
」
、
夢
野
久
作
「
能
と
は
何
か
」
、
宮
本
百
合
子
「
今
日
の

日
本
の
文
化
問
題
」
な
ど
九
編
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
「
人
造
人
間
」
「
大

衆
文
芸
」
な
ど
任
意
の
単
語
に
つ
い
て
も
同
様
の
検
索
が
可
能
で
、
「
大
菩
薩

峠

マ
ド
ロ
ス
」
の
よ
う
に
複
数
の
語
を
組
み
合
わ
せ
て
検
索
す
る
こ
と
も
で
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き
る
。
テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
点
で
課
題
は
あ
る
が
、
近
代
文
学
の

遺
産
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
し
て
活
用
し
て
い
く
上
で
、
大
き
な
可
能

性
を
も
っ
た
電
子
図
書
館
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
青
空
文
庫
を
見
る

限
り
、
著
作
権
者
と
し
て
の
作
者
は
、
没
後
五
十
年
を
経
て
二
度
目
の
死
を

迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
再
び
読
者
を
獲
得
し
て
よ
み
が
え
っ
て
い
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
大
阪
圭
吉
の
小
説
な
ど
、
青
空
文
庫
が
な
か
っ
た

ら
、
い
っ
た
ど
う
や
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
検
索
機
能
が
な
け

れ
ば
、
平
林
初
之
輔
が
「
人
造
人
間
」
と
い
う
探
偵
小
説
を
書
い
て
い
た
こ
と

な
ど
、
ま
っ
た
く
気
づ
か
ず
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

紙
媒
体
の
メ
デ
ィ
ア
も
、
ま
だ
ま
だ
大
き
な
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
る

が
、
青
空
文
庫
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
に

デ
ジ
タ
ル
情
報
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
近
代

文
学
研
究
の
世
界
に
も
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
課
題
は
た
く
さ

ん
あ
る
。
た
と
え
ば
、
研
究
論
文
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
は
そ
の
一
つ
だ
ろ

う
。
文
学
研
究
の
論
文
が
著
作
権
料
収
入
を
も
た
ら
し
、
研
究
者
の
生
活

を
支
え
る
と
い
う
事
態
は
、
ご
く
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
い
て
考
え
に
く
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
研
究
論
文
の
価
値
は
、
買
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ

読
ま
れ
る
こ
と
、
参
照
さ
れ
、
引
用
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
置
か

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
公
表
さ
れ
た
研
究
論
文
は
、
海
外
の
日

本
文
学
研
究
者
も
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
し
て
公
開
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
『
日
本
近
代
文

学
』
や
『
昭
和
文
学
研
究
』
な
ど
の
学
会
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
、
Ｄ
Ｔ
Ｐ
（
デ

ス
ク
・
ト
ッ
プ
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
）
が
普
及
し
始
め
た
一
九
八
○
年
代
後
半
、

あ
る
い
は
九
○
年
代
以
降
の
も
の
に
関
し
て
は
、
印
刷
所
や
出
版
社
に
デ
ジ

タ
ル
情
報
が
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
情
報
は
こ
の
ま
ま
で
は

散
逸
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
速
や
か
に
保
管
措
置
を
と
り
、
著

作
権
者
の
許
諾
を
得
て
順
次
公
開
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
三
好
行
雄
や
前

田
愛
、
薬
師
寺
章
明
や
保
昌
正
夫
と
い
っ
た
先
達
の
業
績
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド

メ
イ
ン
と
し
て
活
用
し
う
る
状
態
に
す
る
こ
と
は
、
故
人
に
と
っ
て
も
、
学
会

に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
近
代
文
学
研
究
が
こ
れ
ま
で
に
積
み
上

げ
て
き
た
蓄
積
は
膨
大
で
、
そ
の
量
は
年
々
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
『
日
本
近

代
文
学
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
か
ら
「
三
派
鼎
立
」
と
い
う
語
を
含
む
論
文
を

瞬
時
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う
な
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
内
外
の

研
究
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
も
し
か
す
る
と
、
解
体
し
つ
つ
あ
る
近
代
文
学
研
究
が
「
文
化
の
発

展
に
寄
与
す
る
」
可
能
性
が
開
け
る
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。

Ｉ
Ｔ
革
命
に
よ
っ
て
表
現
活
動
の
基
盤
が
大
き
く
変
容
す
る
中
に
あ
っ
て
、

近
代
文
学
研
究
の
世
界
に
お
い
て
も
、
著
作
権
と
い
か
に
向
き
合
う
べ
き
か

が
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
改
め
て
問
わ
れ
て
始
め
て
い
る
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）
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