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文
藝
的
著
作
物
の
引
用
に
つ
い
て
の
見
解 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平
成
十
九
年
七
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

社
団
法
人 

日
本
文
藝
家
協
会 

  

文
芸
家
は
、
時
に
自
作
の
な
か
に
他
人
の
著
作
物
の
一
部
を
引
用
し
、
ま
た
時
に
は
他
人
に
よ
っ
て
自

作
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
著
作
権
法
に
言
う
「
適
法
な
引
用
」

と
な
る
か
。 

 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
規
定
の
解
釈
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
た
め
、
著
作
権
法
上
、

適
法
と
さ
れ
る
解
釈
が
、
文
芸
家
の
間
の
慣
行
と
合
致
し
な
い
場
合
も
あ
っ
て
、
紛
争
の
原
因
と
な
る
事

が
稀
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
文
藝
家
協
会
は
、
引
用
に
つ
い
て
の
検
討
会
を
三
度
に
わ
た
っ
て
開

き
、
法
律
専
門
家
の
意
見
も
聞
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
ま
と
め
た
。 

 

一
．
著
作
権
法
上
の
規
定 

  

引
用
に
つ
い
て
規
定
し
た
著
作
権
法
の
条
文
は
、
三
二
条
の
一
項
と
四
八
条
の
一
項
、
二
項
で
あ
る
。 

 

三
二
条
一
項 

―
― 

 

「
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
引
用
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
引
用

は
、
公
正
な
慣
行
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
報
道
、
批
評
、
研
究
そ
の
他
の
引
用
の
目
的
上
正

当
な
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 

 

四
八
条
一
項 

―
― 

「
１
．
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
著
作
物
の
出
所
を
、
そ
の
複
製
又
は

利
用
の
態
様
に
応
じ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
及
び
程
度
に
よ
り
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
    

一 

（
略
） 

 
    

二 

（
略
） 

三 

第
三
二
条
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
複
製
以
外
の
方
法
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
（
以
下
略
） 

 
 

２
．
前
項
の
出
所
の
明
示
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
に
伴
い
著
作
者
名
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
及
び
当

該
著
作
物
が
無
名
の
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
著
作
物
に
つ
き
表
示
さ
れ
て
い
る
著
作
者
名
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

  

右
の
規
定
に
照
ら
し
て
、
著
作
権
法
上
、
適
法
な
「
引
用
」
と
い
う
た
め
に
は
、
以
下
の
五
つ
の
要
件

を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

①
著
作
権
法
上
の
「
引
用
」
で
あ
る
こ
と
。 

 

②
引
用
さ
れ
る
著
作
物
は
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
。 

 

③
引
用
が
「
公
正
な
慣
行
に
合
致
す
る
」
こ
と
。 
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④
引
用
が
「
報
道
、
批
評
、
研
究
そ
の
他
の
引
用
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
内
」
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑤
四
八
条
に
定
め
る
「
出
所
明
示
」
を
伴
う
こ
と
。 

  

①
～
⑤
の
内
容
を
詳
述
す
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。 

  

①
著
作
権
法
上
、
「
引
用
」
と
は
何
か
。 

 
 

最
高
裁
判
所
は
一
九
八
〇
年
三
月
二
十
八
日
の
判
決
で
、「
引
用
に
あ
た
る
」
と
い
う
た
め
に
は
引
用

す
る
著
作
物
と
引
用
さ
れ
る
著
作
物
と
の
間
に
「
主
」
と
「
従
」
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
、
引
用
さ
れ

る
著
作
物
の
中
で
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
の
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
「
主

従
関
係
」
と
「
明
瞭
区
別
性
」
と
い
う
二
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
、「
適
法
な
引
用
」
と
は
言

え
な
い
。 

  

②
引
用
で
き
る
著
作
物
は
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
。 

 
 

著
作
者
や
著
作
権
者
に
は
、
日
記
、
書
簡
、
或
い
は
不
満
な
草
稿
等
、
公
表
し
た
く
な
い
著
作
物
も

あ
り
得
る
。
そ
れ
等
を
許
諾
な
し
に
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

  

③
引
用
は
「
公
正
な
慣
行
」
に
合
致
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

こ
の
場
合
の
「
公
正
な
慣
行
」
と
は
何
か
。「
世
の
中
で
著
作
物
の
引
用
行
為
と
し
て
実
態
的
に
行
わ

れ
て
お
り
、
か
つ
、
社
会
感
覚
と
し
て
妥
当
と
み
ら
れ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
。
具
体
例
と
し
て
は
、 

イ
．
報
道
の
材
料
と
し
て
著
作
物
を
引
用
す
る
場
合
。 

ロ
．
自
分
の
学
説
を
展
開
す
る
た
め
に
、
自
説
を
裏
づ
け
し
、
補
強
す
る
た
め
に
他
人
の
著
作
物
を
引

用
す
る
場
合
。 

ハ
．
他
人
の
学
説
や
考
え
方
を
論
評
す
る
た
め
に
、
他
人
の
著
作
物
を
引
用
す
る
場
合
。 

ニ
． 

小
説
の
中
に
、
そ
の
時
代
状
況
を
説
明
し
把
握
さ
せ
る
た
め
に
他
人
の
詩
歌
等
を
引
用
す
る
場
合
。 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

  

④
「
引
用
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
」
と
は
何
か
。 

 
 

研
究
、
評
論
、
評
伝
、
伝
記
の
類
で
は
、
著
者
の
見
解
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
引
用

の
長
さ
に
制
限
は
な
い
。
た
だ
し
対
象
と
な
る
既
発
表
の
文
学
者
の
作
品
を
次
々
に
取
り
込
み
、
繋
ぎ

の
文
章
だ
け
を
作
者
が
書
い
た
よ
う
な
場
合
は
「
正
当
な
範
囲
」
の
引
用
で
は
な
く
、
適
法
な
引
用
と

は
言
え
な
い
。 

  

⑤
出
所
明
示
に
つ
い
て 

 
 

出
所
明
示
は
、
引
用
し
た
作
品
名
と
著
作
者
名
を
誌
す
。
短
歌
・
俳
句
に
つ
い
て
は
、
子
規
、
虚
子

の
よ
う
に
俳
号
だ
け
で
特
定
さ
れ
る
俳
人
も
存
在
す
る
が
、
本
名
以
外
の
雅
号
・
俳
号
等
だ
け
で
は
特

定
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
、
筆
名
の
フ
ル
ネ
ー
ム
を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
短
歌
・
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俳
句
の
場
合
、
そ
の
収
録
書
名
を
省
略
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
小
説
・
評
論
等
の
場
合
、
作
品
名

が
あ
れ
ば
「
全
集
」
「
短
編
集
」
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
名
等
を
省
略
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 
 

右
の
①
～
④
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
正
当
な
範
囲
内
の
引
用
で
、
出
所
明
示
を
明
確
に
行
な
え
ば
、

引
用
に
当
た
っ
て
原
著
作
者
の
了
解
を
得
る
必
要
は
な
い
。 

 

二
．
散
文
作
品
と
短
詩
型
作
品 

  

短
歌
・
俳
句
、
そ
れ
に
現
代
詩
を
含
む
短
詩
型
作
品
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
散
文
作
品
の
引
用
と
区
別

し
て
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
に
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

  

①
短
歌
・
俳
句
に
つ
い
て
は
、
散
文
作
品
と
は
違
っ
た
慣
行
が
伝
統
的
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

そ
の
典
型
的
な
例
が
俳
句
歳
時
記
に
み
ら
れ
る
。
歳
時
記
に
多
数
の
作
者
の
作
品
を
収
録
す
る
と
き
、

収
録
さ
れ
る
作
者
の
許
諾
を
必
要
と
し
な
い
、と
い
う
こ
と
が
長
年
の
慣
行
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

特
定
の
一
人
或
い
は
数
人
だ
け
の
作
品
か
ら
成
る
歳
時
記
は
、
一
般
の
歳
時
記
と
は
違
い
、
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
収
録
さ
れ
る
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

  

②
日
本
国
語
大
辞
典
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
語
辞
典
等
に
お
い
て
語
句
を
解
説
す
る
た
め
の
用
例
・

文
例
と
し
て
散
文
作
品
等
の
一
部
、
短
歌
・
俳
句
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
も
慣
行
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
国
語
辞
典
等
に
短
歌
・
俳
句
を
収
録
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
著
作
者
名
が
あ
れ
ば
出
典
を
省
略

す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
。 

  

③
他
人
の
著
作
物
で
あ
る
散
文
作
品
の
全
部
を
自
己
の
著
作
物
に
引
用
す
る
こ
と
は
、
通
常
は
あ
り
得

な
い
。
そ
の
結
果
、
引
用
さ
れ
る
著
作
物
と
引
用
す
る
著
作
物
の
間
で
、
主
従
の
関
係
は
明
瞭
な
形
で

示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
短
詩
型
作
品
の
場
合
は
、
他
人
の
著
作
物
を
完
全
な
形
で
引
用
す
る
こ
と
が
き

わ
め
て
容
易
で
あ
り
、
引
用
さ
れ
た
作
品
と
そ
の
評
釈
・
鑑
賞
と
の
間
で
は
、
主
従
の
関
係
が
曖
昧
に

な
り
や
す
い
。 

 
 

新
聞
の
コ
ラ
ム
の
冒
頭
や
末
尾
に
俳
句
を
引
用
す
る
例
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
場

合
、
そ
の
引
用
が
適
法
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
、（
一
）
文
章
と
引
用
さ
れ
た
句
と
の
間
に
関
連
性

が
あ
る
か
ど
う
か
、（
二
）
そ
の
句
を
本
文
中
に
組
み
込
ん
だ
文
章
と
し
た
場
合
に
も
同
じ
趣
旨
に
な
る

か
ど
う
か
、
が
基
準
と
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
短
歌
や
詩
の
一
部
引
用
に
も
適
用
さ
れ
る
。 

コ
ラ
ム
形
式
で
冒
頭
に
短
歌
ま
た
は
俳
句
を
掲
出
し
、
そ
れ
に
比
較
的
短
い
鑑
賞
な
い
し
批
評
を
付

し
た
も
の
に
お
け
る
短
歌
・
俳
句
の
引
用
を
適
法
と
み
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
法
律
上
は
議

論
の
余
地
が
あ
る
が
、
批
評
・
鑑
賞
の
意
が
明
確
な
場
合
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

④
著
名
な
短
歌
や
俳
句
を
冒
頭
に
掲
出
し
、
そ
の
鑑
賞
或
い
は
批
評
を
記
述
し
た
名
歌
・
名
句
鑑
賞
と
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い
っ
た
文
章
を
、
雑
誌
な
ど
で
よ
く
見
か
け
る
。
そ
の
歌
や
句
の
背
景
と
な
っ
た
時
代
に
お
け
る
作
者

の
生
活
や
心
境
を
説
明
し
た
り
、
作
品
或
い
は
作
者
の
姿
勢
に
対
す
る
批
判
を
誌
し
た
場
合
、
適
法
な

引
用
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
③
項
で
述
べ
た
通
り
、
掲
出
し
た
短
歌
・
俳
句
が
、
冒
頭
で
な

く
、
筆
者
の
鑑
賞
・
批
評
の
本
文
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
て
も
、
そ
の
趣
旨
・
論
評
に
変
わ
り
が
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
適
法
な
引
用
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

た
だ
し
、
一
つ
の
歌
集
や
句
集
か
ら
た
く
さ
ん
の
短
歌
や
俳
句
を
抽
き
出
し
、
そ
の
作
品
が
詠
ま
れ

た
年
代
や
、
収
録
歌
・
句
集
名
を
誌
し
た
程
度
で
は
、
適
法
な
引
用
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
グ
ラ
フ
誌

な
ど
で
、
短
歌
や
俳
句
を
掲
載
し
た
の
と
同
じ
ペ
ー
ジ
に
、
短
歌
・
俳
句
の
詠
ま
れ
た
場
所
の
写
真
を

掲
載
し
、
短
歌
・
俳
句
と
は
直
接
関
係
の
な
い
地
誌
的
な
説
明
を
加
え
た
も
の
は
、
同
様
に
適
法
な
引

用
と
は
言
え
な
い
。 

  

⑤
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
の
適
法
な
引
用
で
あ
っ
て
も
、
新
聞
・
出
版
社
等
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
利

用
し
た
と
い
う
通
知
と
掲
載
紙
・
誌
を
著
作
権
者
に
送
付
す
る
慣
行
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
文
芸
家
と

し
て
は
強
く
要
望
す
る
。 

  

三
．
法
律
家
の
意
見
と
文
芸
家
の
考
え
方 

  

ど
の
よ
う
な
引
用
を
適
法
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
、
法
律
家
（
法
律
学
者
及
び
弁
護
士
・
裁
判
官
等
の

法
律
実
務
家
）
の
意
見
と
文
芸
家
の
考
え
方
に
は
、
時
に
乖
離
が
あ
る
。
例
え
ば
作
者
の
許
諾
な
し
で
俳

句
を
歳
時
記
に
掲
載
す
る
こ
と
を
違
法
と
考
え
る
法
律
家
が
あ
り
、
出
所
明
示
に
つ
い
て
も
、
作
者
名
、

作
品
名
ば
か
り
で
な
く
、
収
録
書
名
ま
で
誌
す
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
法
律
家
も
あ
る
。 

 

し
か
し
そ
れ
ら
を
適
法
と
見
な
す
文
芸
家
の
側
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
、
事

情
を
十
分
に
説
明
し
て
裁
判
所
を
説
得
す
れ
ば
、
文
芸
家
の
立
場
が
法
律
的
に
も
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
努
力
に
よ
っ
て
も
、
現
時
点
に
お
い
て
法
解
釈
で
救
わ
れ
な
い
問
題
に
つ
い
て
は
、
利

用
者
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
望
ま
し
い
文
芸
著
作
物
の
利
用
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
て
ゆ
き
、
更
に
法

律
改
正
の
要
望
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
文
藝
家
協
会
が
持
続
し
て
検

討
し
て
い
く
課
題
で
あ
る
。 


