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平成11年は、我が国の著作権法か公布・施行されてiOO周年の記念すべき年です。

近年、デジタル化・ネットワーク化ということばに象徴されるように、

著作物利用に関する技術の発達は急激であり、それに対応して、

新条約の策定など国際的な動きも活発になっています。

また、録音、録画、複写インターネットなと著作物等の利用は、

私たちの生活の中で一眉身近なこととなっています。

著作権保護の充実のためには、制度的な改善と同時に、

国民一人一人が著作権尊重の意識を持つことが重要です。
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著作権法100年記念

へ
ん
さ
ん

明
治
期
の
法
典
編
纂
は
国
家
的
大
事
業
で
あ
っ
た
。
き
わ
め
て
短
期
間

の
内
に
近
代
国
家
づ
く
り
の
基
盤
と
な
る
一
連
の
立
法
が
さ
九
た
。
近
代

法
制
の
枠
組
は
欧
米
モ
デ
ル
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
今

日
か
ら
見
て
も
水
準
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
明
治
が
遠
く
に
あ
る

c

当
時
の
法
律
が
次
々
と
一

0
0周
年
記
念
を
迎
え
る
時
期
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

一
九
九
九
年
七
月
に
は
著
作
権
法
一

0
0年
の
記
念
式
典
と
記
念

謡
演
会
か
開
催
さ
れ
た
。
あ
る
法
律
の
一

0
0年
と
い
う
敲
月
は
一
っ
の

節
目
で
あ
り
わ
れ
わ
れ
も
著
作
権
制
度
の
「
こ
れ
ま
で
」
と
「
こ
れ
か
ら
」

に
息
い
を
い
た
す
よ
い
機
会
で
あ
る
。

一
八
九
九
年
、
芙
尻
枷
法
は
「
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に

関
す
る
べ
几
ヌ
条
約
」
（
了
八
八
六
）
に
加
盟
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。

我
が
国
は
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
ベ
ル
ヌ
条
約
が
認
め
る
翻
訳
権
の
留

保
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
、
経
済
が
復
興
し
て
先
進
国
の
仲
間
入
り
を

を
対
象
と
す
る
c

著
作
権
制
度
の
基
底
に
は
精
神
的
な
創
作
に
権
利
を
付

与
す
る
こ
と
が
文
化
の
陀
展
に
寄
与
す
る
と
い
う
理
念
が
あ
る
（
著
作
紬
t

法
第
一
条
）
。
優
れ
た
小
説
、
音
楽

f

美
術
、
写
真
、
映
画
等
に
接
し
て
わ

れ
わ
れ
は
感
銘
を
受
け
る
か
、
そ
の
基
盤
に
著
作
権
か
あ
る
。
ま
た
、
出

版
印
刷
放
送

レ
コ
ー
ド
、
映
画
等
の
ビ
ジ
ネ
ス
も
著
作
権
制
度
の

上
で
事
業
展
開
を
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
権
制
度
は
歴
史
的
に
見
る
と
技

術
と
相
携
え
て
発
展
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
出
版

r

印
刷
、
写
真
、

放
送
、

あ
る
。

レ
コ
ー
ド
、
映
画
等
の
技
術
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
著
作

権
ビ
ジ
ネ
ス
が
立
ち
上
が
り
、

や
が
て
著
作
楕
保
護
を
求
め
る
と
い
う
形

で
制
度
が
拡
充
し
て
き
た
。
そ
の
展
開
過
程
か
ら
技
術
と
ピ
ジ
ネ
ス
が
著

作
権
法
制
に
反
映
す
る
と
い
う
「
技
術
サ
イ
ク
ル
」
が
読
み
と
れ
る
の
で

こ
れ
が
急
激
に
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
る
。
デ
ィ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
す

べ
て
の
著
作
物
が
「
0
」
か
「
1
」
か
の
記
号
に
変
換
可
能
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
著
作
物
は
連
続
量
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
流
通
す
る
時
代
に

だ
れ

な
っ
た
。
誰
も
が
誰
と
で
も
デ
ィ
ジ
タ
ル
情
報
を
迅
速
か
つ
正
確
に
や
り

と
り
で
き
る
。
そ
こ
に
は
文
学
、
音
楽
、
美
術
、
映
画
と
い
っ
た
著
作
物

に
加
え
て
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
新
種
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
作
品
が
登

場
す
る
。
ま
た
大
量
の
情
報
が
収
集
さ
れ
て
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と

そ
れ
ら
も
著
作
権
の
世
界
に
入
る
よ
う
に
な
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
著
作
物

が
そ
の
好
例
で
あ
る
（
法
―
二
条
の
二
）
。
さ
ら
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
普
及

と
と
も
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
に
ビ
ジ
ネ
ス
財
と
い
え

る
著
作
物
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
（
法
一

0
条
二
唄
九
号
こ
二
項
）
。

当
然
、
著
作
楕
制
度
も
変
貌
す
る
。
現
代
型
の
著
作
物
や
著
作
権
ビ
ジ

，
 

書万〗

著
作
権
審
議
会
会
長

し
て
か
ら
は
国
際
著
”
仔
権
条
約
に
対
応
し
た
法
改
正
を
重
ね
て
き
て
い
る

C

さ
ら
に

W
I
P
o
。
W
T
O
体
制
下
て
我
が
国
は
そ
の
経
済
力
と
技
術

力
を
反
映
し
て
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
と
と
も
に
三
極
構
造
の
一
端
を

け
て

担
い
国
際
水
準
づ
く
り
に
寄
与
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
一
時
期
我
が
国
は
経
済
超
大
国
と
自
他
と
も
に
認
め
る
勢
い
に

あ
っ
た
が
、
バ
ブ
ル
経
済
か
は
じ
け
昨
今
は
財
政
：
金
融
危
機
に
見
舞
わ

れ
て
い
る
。
国
の
基
盤
が
制
度
疲
労
を
訴
え
目
下
の
と
こ
ろ
内
向
き
の
国

北
川
善
太
郎

づ
く
り
に
追
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
著
作
権
制
度
は
、
国
際
条
約
体

制
に
対
応
す
る
過
程
で
技
術
や
ピ
ジ
ネ
ス
と
の
間
で
不
断
の
緊
張
関
係
を

持
続
し
か
つ
相
互
に
刺
激
し
合
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
制
度
疲
労
は

見
ら
れ
な
い
が
、
多
く
の
難
問
が
，
山
積
み
に
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る

G

こ
こ
で
著
作
権
と
い
う
権
利
に
目
を
向
け
よ
う
。
著
作
権
は
人
の
思
想
、

感
情
、
意
思
が
表
現
さ
れ
た
文
学
、
音
楽
、
絵
画
と
い
っ
た
訓
作
の
世
界

ネ
ス
に
対
し
て
技
術
サ
イ
ク
ル
は
か
つ
て
の
よ
う
に
は
妥
当
し
な
い
の
で

あ
る
。
近
い
将
来
、
放
送
、
通
信
、
広
告
が
融
合
し
、
テ
レ
ビ
、
映
画
、

ピ
デ
オ
ソ
フ
ト
等
の
映
像
ビ
ジ
ネ
ス
に
大
き
な
変
動
が
見
込
ま
札
る
。
テ

イ
ジ
タ
ル
技
術
か
ら
デ
イ
ジ
タ
ル
著
作
物
が
生
ま
れ
そ
れ
を
扱
う
多
様
な

ビ
ジ
ネ
ス
が
立
ち
上
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
礼
の
方
向
か
ら
保
護
を

求
め
る
。
そ
の
た
め
に
著
作
権
と
い
う
権
利
の
束
が
も
つ
れ
合
う
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
さ
に
「
デ
ィ
ジ
タ
ル
技
術
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。

高
度
情
報
社
会
で
は
従
来
の
著
作
物
に
加
え
て
連
続
量
で
あ
る
デ
ィ
ジ

タ
ル
著
作
物
が
ま
す
ま
す
前
面
に
出
て
く
る
。
そ
れ
と
と
も
に
多
様
な
ビ

ジ
ネ
ス
に
よ
り
著
作
権
制
度
は
さ
ら
に
発
展
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
こ
の
ま
ま
推
移
す
る
と
デ
ィ
ジ
タ
ル
技
術
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
た
め
に

著
作
権
社
会
は
こ
礼
ま
で
よ
り
も
関
係
者
相
互
の
不
信
と
不
満
に
あ
ふ
れ

る
穏
や
か
で
な
い
社
会
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
悪
く
す
る
と
著
作
権
制

度
は
デ
ィ
ジ
タ
ル
技
術
の
「
迷
路
」
に
は
ま
り
込
む
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
膨
大
な
数
の
条
文
と
難
解
な
技
術
璽
語
を
満
載
し
た
分
厚

い
「
電
話
帳
立
法
」
が
続
出
し
か
ね
な
い
。
身
近
な
社
会
シ
ス
テ
ム
と
な

っ
た
著
作
楕
制
度
に
と
り
そ
れ
は
望
ま
し
い
未
来
像
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

法
制
度
づ
く
り
が
テ
ィ
ジ
タ
ル
技
術
に
傾
斜
す
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。

し
か
し
デ
ィ
ジ
タ
ル
技
術
を
取
り
入
れ
な
が
ら
透
明
で
わ
か
り
や
す
い
グ

ロ
ー
バ
ル
な
著
作
櫂
制
度
、
そ
れ
が
い
ま
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
著

作
楕
法
一

0
0年
を
契
機
に
そ
の
よ
う
な
近
末
来
モ
デ
ル
づ
く
り
を
始
め

る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

きたがわ｀ぜんたろう 京都大学助手助教授を経

て、昭和45年京都大学法学部教授、平成元年京都大

学法学部長、平成 8年京都大学名誉教授、名城大学

法学部教授、財団法人国際高等研究所副所長。法学

博士、名誉法学博士。平成 7年紫綬褒章。この問、

ワシントン大学、ハーバード大学、 ミュンヘン大学、

マールプルグ大学客員教授歴任。昭和58年著作潅審

誠会委員、平成 9年著作権審談会会長。
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著作権法100年記念

著
作
権
法
一

0
0年
を
記
念
し
て
、
平
成
―
一
年

七
月
二
二
日
、
新
国
立
劇
場
オ
ペ
ラ
劇
場
に
お
い
て
、

記
念
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

請
演
者
は
、
カ
ミ
ー
ル
・
イ
ド
リ
ス
氏

(
W
I
{
P

0
（
世
界
知
的
所
有
権
機
関
）
事
務
局
長
）
と
、
北

川
善
太
郎
氏
（
著
作
権
審
議
会
会
長
）
で
し
た
。

北
川
善
太
郎
氏
は
、
「
著
作
権
制
度
の
未
来
像
」
と

著
作
権
法
一

0
0
年

記
念
講
演
会

著
作
権
制
度
は
、
そ
の
後
の
一

0
0年
を
通
じ
て
、

科
学
技
術
の
進
歩
と
国
際
的
な
交
流
の
広
が
り
に
対

応
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
学
術
。
文
化
の
創
造
と
発

展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
表
彰

を
受
け
ら
れ
た
特
別
功
労
者
を
始
め
関
係
者
の
た
ゆ

み
な
い
努
力
に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
高
度
情
報
化
礼
会
に
お
い
て
も
、
創

作
と
い
う
知
的
な
作
業
を
尊
重
し
、
作
品
に
対
す
る

創
作
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
の
意
識
が
一
層
高
ま

っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ
の
上
に
在
っ
て
、

著
作
権
制
度
が
、
今
後
と
も
、
創
作
者
の
権
利
を
守

る
と
と
も
に
、
文
化
的
所
産
の
公
正
な
利
用
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
文
化
を
支
え
る
基

盤
と
し
て
ま
す
ま
す
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
を
願
い
、
式
典
に
寄
せ
る
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
r

と
鸞
楡
と
の
共
生
、
す
な
わ
ち
権
利
者
の
求
め
る

経
済
的
利
益
と
利
用
者
の
著
作
物
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

両
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
同
氏
が
提
嗚
す
る

「
コ
ピ
ー
マ
ー
ト
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
講
演
を

行
い
ま
し
た
。

カ
ミ
ー
ル
・
イ
ド
リ
ス
氏
の
譜
演
の
要
旨
を
以
下

に
掲
載
し
ま
す
。

演
題

「
国
際
著
作
権
保
護
の
歩
み
及
び

二
二
世
紀
に
向
け
て
の
課
題
」
（
要
旨
）

知
的
所
有
権
制
度
に
係
る
国
内
的
か
つ
全
地
球
規

模
の
課
題
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

第
一
は
、
知
的
所
有
権
制
度
と
知
的
所
有
権
機
関

を
人
々
の
身
近
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
著

作
者
や
発
明
者
等
を
支
援
し
、
ま
た
、
産
業
を
保
護

す
る
こ
と
で
す
。
ま
な
知
的
所
有
権
の
人
権
と
い

う
側
面
も
重
要
と
な
り
ま
す
。

第
二
は
さ
ら
に
、
統
治
の
問
題
で
す
。

W
I
P

0
と
し
て
も
、
業
務
の
方
法
と
手
続
の
改
善
等
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
私
た
ち
は
、
相
互
依
存
関
係
を
尊
重
し
て

い
ま
す
。
全
地
球
規
模
の
問
題
は
重
複
し
て
お
り
、

だ
か
ら
こ
そ
、

W
I
P
O
は
W
T
o
（
世
界
貿
易
槻

関
）
と
の
間
に
協
力
関
係
を
形
成
し
ま
し
た
。

T
R

著
作
権
法
一
〇

0
年
記
念
式
典

著
作
櫂
法
一

0
0年
を
記
念
し
て
、
平
成
―
一
年

七
月
二
二
日
、
新
国
立
劇
場
オ
ペ
ラ
闊
場
に
お
い
て
、

記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
同
式
典
で
は
、
天

皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ

r

天
皇
陛
下
か
ら

お
こ
と
ば
を
た
ま
わ
り

d

つ
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
、

衆
。
参
両
院
議
長
、
最
高
裁
判
所
長
官
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
御
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
著
作
権
制
度
の
発
展
に
特
に
顕
著
な
功
労

が
あ
っ
た
者
四
六
名
に
、
特
別
功
労
者
と
し
て
文
部

大
臣
表
彰
か
行
わ
れ
、
代
表
し
こ
半
田
正
夫
氏
（
青

山
学
院
大
学
教
授
）
に
文
部
大
臣
か
ら
表
彰
状
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
。

0

天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば

本
日
、
こ
こ
に
、
著
作
権
法
施
行
一

0
0周
年
を

祝
う
記
念
式
典
に
臨
む
こ
と
声
誠
に
喜
は
し
く
思

い
ま
す
。

法
律
に
よ
っ
て
著
作
権
を
保
履
す
る
動
き
は
、
一

八
世
紀
か
ら
一
九
椛
紀
に
か
け
て
、
欧
州
諸
国
を
中

心
に
広
ま
り
、
一
八
八
六
年
、
ペ
ル
ヌ
条
約
が
調
印

さ
れ
て
、
そ
の
保
護
が
固
際
的
な
枠
組
み
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
我
が
国
は
、
そ
れ
か
ら
一
三
年

を
経
た
明
治
三
二
年
、
こ
の
条
約
に
加
入
し
、
そ
れ

と
同
時
に
、
著
作
権
法
を
制
定
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う

I
P
S協
定
（
椛
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ

シ
ュ
協
定
の
「
附
属
書
一

C

知
的
所
有
権
の
貿
易

関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
」
）
は
、
国
内
法
に
盛
り

込
ま
札
る
べ
き
最
低
基
準
を
規
定
し
た
こ
と
に
お
い

て
、
新
天
地
を
切
り
開
き
ま
し
た
。

W
I
P
O
と
W

T
O
は
、
互
い
に
補
完
し
あ
う
関
係
を
維
持
し
て
い

ま
す
。さ

ら
に
知
的
所
有
権
界
全
体
の
企
業
イ
メ
ー
ジ

の
よ
う
な
も
の
も
璽
要
で
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
立
ち
向
か
っ
て
行
く
際
、
次
の

問
題
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
①
持
つ

者
と
持
た
ざ
る
者
と
の
間
の
論
争
と
な
ら
な
い
よ
う
、

知
的
所
有
権
の
国
際
的
議
論
を
い
か
に
政
治
問
題
化

さ
せ
な
い
か
②
政
策
形
成
者
や
一
般
の
人
々
に
、

11 
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紹介

か

知
的
所
有
楕
が
富
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
如
何
に
理

解
し
て
も
ら
う
か
、
③
発
展
途
上
国
等
の
持
つ
創
造

性
に
対
す
る
潜
在
力
を
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く

の
か
④
デ
ジ
タ
几
技
術
な
と
の
急
激
な
技
術
革
新

に
如
何
に
追
い
つ
い
て
い
く
か
、
で
あ
り
ま
す
。

著
作
怖
の
世
界
的
保
護
は
、
一
八
八
六
年
の
ベ

It

ヌ
条
約
の
創
設
に
始
ま
り
ま
す
。
日
本
の
著
作
梱
法

が
制
定
さ
れ
る
一
三
年
前
で
す
。
そ
の
重
要
性
は
ま

す
ま
す
増
し
て
い
ま
す
。
著
作
者
の
権
利
を
承
認
す

る
こ
と
は
創
造
性
を
培
う
も
の
で
す
。
創
造
性
は
、

憔
界
を
文
化
的
に
豊
か
に
し
ま
す
。

今
祉
紀
末
は
、
著
作
権
と
そ
れ
に
関
連
し
た
権
利

の
発
展
に
と
っ
て
―
つ
の
転

機
で
あ
り
ま
す

C

そ
の
一
つ
の
理
由
は

r

技

術
的
な
発
展
て
す
。
デ
ジ
タ

ル
技
術
の
拡
散
、
そ
し
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
電
気
通
信

技
術
の
融
合
は
、
著
作
権
等

に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
あ

ら
ゆ
る
形
式
の
創
造
物
を
、

蓄
稽
し
、
複
製
し
、
ま
た
改

変
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
憔
界
の
ど

ロItで
も
、
即
座
に
創
造

講演するカミール・イドリス WIPO事務局長

物
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
文

化
的
、
社
会
的
、
経
済
的
発
達
の
た
め
に
計
り
知
れ

な
い
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
す
が
知
的
所
有
権

の
執
行
に
と
っ
て
大
き
な
挑
戦
も
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

第
一
一
の
理
由
は
、
知
的
所
有
権
と
通
商
問
題
が
密

接
に
関
連
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
貿
易
の

ポ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
は
、
知
的
創
造
物
が
地
球
上
の
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
共
有
さ
れ
、
楽
し
ま
れ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

第
三
の
理
由
は
知
的
所
有
権
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
て
い
る
創
作
物
に
ア
タ
セ
ス
し
た
い
と
い
う
要
求

が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
と
通
信
の
融
合
を
通
じ
て
よ
り
多
く
の
人
が
よ
り

多
く
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
音

楽
、
ビ
デ
オ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど

に
対
す
る
需
要
は
比
例
し
て
増
大
し
て
い
ま
ず
。

W
I
P
O
は
、
訓
作
者
を
保
護
す
る
規
範
の
確
立

と
、
開
発
途
上
国
等
の
発
展
の
た
め
の
支
援
と
い
う

二
つ
の
目
標
を
も
っ
て
い
ま
す
。
日
本
政
府
に
、
い

ず
れ
の
分
野
で
も
顕
著
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

W
I
P
o
著
，
梱
条
約

(
W
C
T
)
と
W
I
P
o

実
演
。
レ
コ
ー
ド
条
約

(
W
P
P
T
)
が
一
九
九
六

年
の
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
際
、
日
本
の

代
表
団
は
、
重
要
な
貢
献
を
し
ま
し
た
。
近
々
に
日

本
が
両
条
約
、
特
に

W
C
T
に
加
入
す
べ
く
準
描
を

整
え
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
り
、
私
は
心
よ
り

歓
迎
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た

r

日
本
は
、
開
発
協
力
の
分
野
で
も
不
可
欠

な
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す

{
1

特
に
、
一
九
九
三
年
に

日
本
政
府
の
任
意
拠
出
に
よ
る
信
託
基
金
が
設
立
さ

れ
て
以
来
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
著
作
権
及
び

著
作
隣
接
権
分
野
で
の
発
展
の
た
め

r

セ
ミ
ナ
ー
と

研
修
コ
ー
ス
等
が
実
施
さ
れ
て
お
り
＇
、
多
く
の
開
発

途
上
国
が
息
恵
を
受
け
て
い
ま
す
。

知
的
所
有
権
は
、
人
間
の
存
在
と
共
生
の
基
礎
で

あ
り
ま
す
。
ニ
―
世
紀
に
お
け
る
知
的
所
有
権
は
、

す
べ
て
の
文
化
に
根
づ
い
た
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

12 
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l
(

：
ら
'

東
京
英
語
学
校
教
員
や
予
備
校
（
共
立
学
校
）

教
員
、
東
京
大
学
予
備
門
英
語
教
員
な
ど
を
勤

め
、
一
方
恒
湯
に
も
手
を
出
し
失
敗
し
て
い
る
。

明
治
一
四
年
四
月
二
七
日
、
二
八
歳
の
時
、

友
人
が
運
動
し
て
く
れ
て
文
部
省
地
方
学
務
局

の
判
任
官
の
御
用
掛
に
就
職
す
る
。
持
つ
へ
き

は
友
で
あ
る
。
と
こ
ろ
か
高
橋
の
文
部
省
入
省

日
よ
り
少
し
早
い
明
治
一
四
年
四
月
七
日
、
農

商
務
省
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
所
管
事
務
に
は
発

明
専
売
、
商
標
登
録
が
あ
り
適
切
な
担
当
者

を
探
し
て
い
た

C

友
達
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
い
い
こ
こ
で
あ

る
。
高
橋
の
も
と
の
遊
ひ
仲
間
の
山
岡
次
郎
が

蔵
前
の
工
業
学
校
教
授
て
晨
商
務
技
師
を
兼
ね

て
い
て
、
高
橋
を
推
薦
し
、
農
商
務
省
が
引
き

抜
い
た
。
手
違
い
で
「
雇
」
と
な
っ
た
が
不
満

を
い
わ
‘
了
五
月
二
四
日
か
ら
農
商
務
省
へ
行

き
、
二
度
目
の
文
部
省
勤
務
は
、
一
月
足
ら
ず

で
終
わ
っ
た
。

農
商
務
省
て
の
高
橋
の
工
業
所
有
権
制
度

おおいえ・しげお

文部雀に入省後、

同著作権調査官、内閣審識官、

長、国立吉備少年の家所長、国立オリン

ク記念青少年総合センタ一次長を経て珪

主な著薔『最新 著作潅関係判例集J（き

せい） I0巻、「宗教関係判例集成』（第一害

I 0巻、惰像権4（新日本法規 1974年）、

訂版 二．ンポン著作権物語j （背山社 19 

年）

1
0
0
年
前
の
明
治
三
二
年
(
-
八
九
九

年
）
、
日
本
は
、
外
国
人
の
著
作
物
を
日
本
人
の

そ
れ
ど
同
じ
よ
う
に
保
護
す
る
旧
著
作
権
法
を

制
定
し
、
ヘ
ル
ヌ
条
約
へ
加
盟
し
た
。
保
護
の
対

象
が
広
が
り
「
版
椎
」
は
「
著
作
権
」
と
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
「
出
版
条
例
．
i

（
明
治
二
年
）
、

「
版
権
条
例
」
（
明
治
二

0
年
）
、
「
版
権
法
」
（
明

治
二
六
年
）
は
、
日
本
人
の
著
作
物
の
み
に
「
版

権
」
を
与
え
保
設
し
、
外
国
人
の
著
作
物
は
保

護
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
八
五
九
年
か
ら
横
浜
に
住
む
ヘ
ホ
ン

(
J
a
m
e
s
 H
e
p
b
u
r
n
―
八
一
五
ー
一
九
―
-
）

が
慶
応
三
年
(
-
八
六
七
年
）
に
出
版
し
た
「
和

英
語
林
集
成
」
ど
い
う
辞
書
は
、
岸
田
吟
香
も

助
手
ど
し
て
手
伝
っ
た
八
年
間
の
苦
心
の
作
品

て
評
判
か
よ
く
、
版
を
改
め
る
に
当
た
っ
て
ヘ

ボ
ン
は
日
本
で
の
保
設
を
誤
索
し
た
。

ヘ
ボ
ン
は
、
日
本
で
辞
書
に
「
版
潅
」
，
ど
ど

れ
な
い
か
と
文
部
省
顧
問
の
米
固
人
モ
ル
レ
ー

博
士
へ
相
談
し
、
モ
ル
レ
ー
博
士
か
ら
高
橋
是

滑
へ
話
か
下
り
た
。

こ
こ
か
ら
、
高
橋
是
滑
ニ
ハ
五
四
ー
一
九

三
六
）
上
塚
司
編
の
自
伝
（
中
公
文
庫
）
に
よ

っ
て
話
を
進
め
る
。
短
い
期
間
た
か
高
橋
は

r

文
部
省
に
二
度
勤
務
し
て
い
る
。

波
乱
万
文
の
人
生
を
送
っ
た
高
橋
は
、
一
―

こ
ろ

歳
の
頃
、
ヘ
ポ
ン
夫
人
ク
ラ
巧
に
英
語
の
初
歩

久留米大学法学部教授

大家重夫
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を
学
ん
て
い
る
。
一
四
歳
の
頃
渡
米
し
、
嗚
さ

れ
て
ア
メ
リ
カ
で
奴
隷
労
働
を
し
、
明
治
元
年

ほ
う
は
う
の
態
て
帰
国
し
、
運
よ
く
森
有
礼
の

書
生
に
も
ぐ
り
こ
む
。
翌
年
大
学
南
校
入
学
。

す
く
教
官
ど
な
る
。
辞
識
し
て
放
蕩
生
活
も
す

る
。
明
治
六
年
七
月
、
二

0
歳
の
時
、
森
が
文

部
省
を
世
話
し
て
く
れ
、
文
部
省
督
学
局
の
一

0
等
出
仕
と
な
る
。
高
橋
の
仕
事
は
、
文
部
省

の
お
雇
外
国
人
ど
し
て
明
治
六
年
六
月
来
日
の

ア
メ
リ
カ
人
モ
ル
レ
ー
博
士
の
通
訳
て
あ
る
。

高
橋
は
内
務
省
に
行
き
調
査
し
て
み
た
が
、
外

国

人

は

治

外

法

権

を

も

っ

て

い

て

日

本

の

国

―

法
は
外
国
人
に
及
は
な
い
と
分
か
る
。
出
版
（
版

権
を
含
む
）
の
所
管
庁
は
、
明
治
四
年
，
ヵ
ら
明
―

治
八
年
ま
で
文
部
省
、
明
治
八
年
六
月
二
二
日
＿

か
ら
内
務
省
へ
移
管
さ
れ
た
か
ら
、
高
橋
が
内

務
省
に
行
き
調
査
し
た
の
は
、
明
治
八
年
六
月

二
二
日
か
ら
一

0
月
一

0
日
ま
で
の
間
で
あ
る
。

答
を
聞
い
た
モ
ル
レ
ー
，
博
士
は
、
ヘ
ボ
ン
に

伝
え
る
と
共
に
、
高
橋
に
日
本
に
は
版
権
制
度

は
あ
る
が
発
明
特
許
、
．
商
標
登
録
の
制
度
が
な

い
。
日
本
人
は
器
用
て
す
ぐ
外
国
品
を
真
似
て

外
国
人
は
迷
惑
が
一
，
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
日
本
一

で
も
発
明

r

商
標
な
ど
工
業
所
有
権
を
保
護
し

な
け
れ
は
な
ら
ぬ
、
と
説
い
た
。
高
橋
は
、
納

得
し
こ
の
制
度
の
必
要
性
を
友
人
に
吹
聰
し
た
。

さ
て
、
高
橋
の
一
度
目
の
文
部
省
勤
務
は
、

l

条
貸
渡
字
芦
妥
~
固
む
~
バ9
む
、~
i
;

：
匁
~
！

i
g
t
i
§
i
;

｀
欠
忍
，

l

,
9
¢
 

9
‘
.
9
¥
．
‘
、
‘

g

乃〈．冷・，

“t:
＇
べ

（
商
標
条
貫
意
匠
条
例
、
特
許
条
例
）
確
立
ヘ
―

の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
、
初
代
特
許
局
長
に
な
―

っ
た
゜
者
え
て
み
る
ど
、
そ
の
契
機
ど
な
っ
た

の
が
著
作
権
で
、
ヘ
ポ
ン
著
の
辞
書
の
著
作
権

保
護
の
た
め
親
身
に
な
っ
て
動
き
、
そ
の
こ
こ

を
周
囲
の
友
人
が
知
っ
て
い
た
こ
ど
で
、
工
業

所
有
権
へ
の
世
界
が
開
け
た
。

高
橋
は
、
こ
の
あ
と
不
運
に
も
ペ
ル
ー
銀
山

経
営
に
ま
き
こ
ま
れ
失
敗
、
家
屋
敷
を
提
供
し

一
家
は
小
さ
な
惜
家
に
稔
っ
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
も
友
人
か
日
本
銀
行
に
世
話
を
し
て
、
ま

た
立
ら
上
が
り
、
日
銀
総
報
、
大
蔵
大
臣
、
総

理
大
臣
ど
な
る
。
七
回
目
の
蔵
相
の
時
の
昭
和

―
一
年
二
月
二
六
日
、
反
乱
青
年
将
校
の
手
に

か
か
り
生
涯
を
終
え
た
。

ヘ
ボ
ン
は
、
明
治
二

0
年
「
和
英
語
林
集
成
」

と
「
小
辞
書
」
の
「
版
権
」
を
丸
善
商
社
書
店

の
小
柳
津
要
人
へ
二

0
0
0
ト
ル
で
売
却
し
、

明
治
二
六
年
帰
国
し
た
。
朝
野
新
聞
明
治
二

0

年
九
月
一
日
の
広
告
欄
に
小
柳
津
要
人
と
丸
善

の
連
名
の
版
権
所
有
広
告
か
出
て
い
る
。
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▽
今
年
は
例
年
以
上
に
残
暑
が
厳
し
く
、

東
京
で
は
一

0
月
に
な
っ
て
も
半
袖
で
過

ご
せ
る
日
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
は

言
っ
て
も
日
幕
れ
は
徐
々
に
早
く
な
り

j

気
が
つ
く
と
外
は
も
う
真
っ
暗
と
い
う
毎

日
。
つ
か
の
間
の
涼
し
さ
も
い
つ
の
間
に

か
寒
さ
に
変
わ
り
r

本
誌
が
出
る
こ
ろ
に

は
雪
の
便
り
も
増
え
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

゜
ぷー，

そ
し
て
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
数

'r

日
と
な
り
ま
し
た
。
年
末
年
始
に
は
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ニ

0
0
0年
問
題
と
い
う
大

き
な
問
題
が
待
っ
て
い
ま
す
。
例
年
の
年

末
年
始
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
客
が
多
い
と
さ
れ

る
都
心
の
ホ
テ
Il
も
、
今
年
ば
か
り
は
二

0
0
0年
問
題
対
応
の
た
め
、
ビ
ジ
ネ
ス

客
JJ
予
約
が
か
な
り
入
っ
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
ま
た
r

-

―
ュ
ー
ス
で
は
す
で
に
い

く
つ
か
の
誤
作
動
も
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

不
安
が
つ
き
ま
と
う
の
は
仕
方
茄
な
い
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
事
も
な
い
こ

と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

▽
さ
て
平
成
―
一
年
―
一
月
、
一
並
び
の

今
月
号
の
特
集
は
「
著
作
権
法
一

0
0年

記
念
」
で
す
。
我
が
国
の
著
作
権
法
が
麓

行
さ
れ
て
今
年
で
一

0
0周
年
を
迎
え
、

こ
れ
を
記
念
し
て
式
典
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、

記
念
諮
演
会
も
開
他
さ
れ
ま
し
た
。
苫
段

我
々
の
生
活
と
著
作
椎
と
は
密
接
に
関
係

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
識

が
今
―
つ
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特
集
で
は
様
々

な
角
度
か
ら
執
筆
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
の
で
、
御
自
身
の
理
解
を
深
め
る
と
1
J

も
に
、

Q
&
A
方
式
で
の
解
説
な
ど
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
も
著
作
権
を
理
解

し
て
も
ら
う
良
い
機
会
で
は
な
い
で
し
ょ

ヽ
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