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「
最
近
ど
う
し
て
漫
画
を
マ

ン
ガ
と
カ
タ
カ
ナ
で
嘗
く
の
だ

ろ
う
？
」
。
こ
う
不
思
議
に
思

っ
た
人
も
多
い
に
違
い
な
い
。

こ
の
コ
ラ
ム
も
そ
う
だ
が
、
最

近
出
版
ご
れ
る
漫
画
関
係
の
本

は
大
半
が
「
マ
ン
ガ
」
と
表
記

日
下
み
ど
り

し
て
い
る
。
今
の
日
本
語
は
、

カ
タ
カ
ナ
は
外
来
語
を
表
す
た

め
に
使
わ
れ
る
は
ず
。
外
来
語

で
は
な
い
聡
を
カ
タ
カ
ナ
で

割
く
の
は
何
故
だ
る
つ
か
？

実
は
こ
の
表
記
は
、
手
塚
治

虫
が
目
蓋
ほ
マ
ン
ガ
家
』

（一

纔
Z
九
年
、
毎
日
新
聞
枇

刊
）
で
、
自
野
の
こ
と
を
「
マ

ン
ガ
家
」
だ
と
言
っ
た
こ
と
が

始
ま
り
。
そ
豫
後
、
手
塚
の

生
み
出
し
た
、
コ
マ
の
多
用
に

る
人
は
少
数
で
、
テ
レ
ビ
や
新

聞
で
も
、
漫
画
、
マ
ン
ガ
、
ま

ん
が
と
、
表
記
は
入
り
混
じ
っ

て
お
り
、
厳
密
な
区
別
は
さ
れ

て
い
な
い
。
マ
ン
ガ
を
区
別
し

て
い
る
の
は
世
界
の
人
々
の
方

で
あ
る
。
日
本
の
マ
ン
ガ
は
今

や
世
界
に
輸
出
さ
れ
て
い
る

ン
ガ
に
負
け
た
わ
け
で
、
や
む

を
え
な
い
制
製
答
え
る
だ
ろ

う
。　

日
本
は
「
マ
ン
ガ
大
国
」
だ

が
「
漫
画
大
国
」
と
笹
冨
え
な

い
の
で
あ
る
。
風
刺
、
一
コ
マ

漫
画
分
野
で
は
日
本
の
レ
ベ
ル

は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
世

「
か
た
頬
＝

よ
り
動
き
と
音
を
表
現
す
る

「
映
画
感
覚
の
あ
る
ス
ト
ー
リ

ー
漫
画
」
を
、
従
来
の
四
コ
マ

漫
画
や
風
刺
漫
画
と
区
別
し
て

「
マ
ン
ガ
」
と
表
記
す
る
人
が

現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
は

っ
き
呈
意
織
し
て
使
っ
て
い

が
、
欧
米
で
「
M
A
N
G
A
」

と
い
え
ば
、
特
に
日
本
の
マ
ン

ガ
を
指
し
て
い
う
冨
葉
だ
。

▼
▽
▽

先
日
、
萎
暮
秋
が
翼
写

春
秋
漫
画
賞
」
を
、
昨
年
限
り

で
取
り
や
め
、
二
〇
〇
二
年
度

の
選
考
縛
わ
な
い
と
発
表
し

「漫画」から「マンガ」への原点とな
った手塚治虫の「ぼくはマンガ家」

た
。
終
了
の
理
由

は
「
四
コ
マ
、
風

刺
漫
画
の
発
展
を

目
指
し
て
き
た

が
、
現
在
主
流
と

な
っ
て
い
る
ス
ト

ー
リ
ー
漫
画
と
は

大
き
く
か
け
離
れ

て
し
ま
っ
た
。
役

割
を
終
え
た
と
判

断
し
た
」
と
い
う

も
の
。
漫
画
が
マ

の
間
で
「
お
笑
い
」
の
価
値
が

上
が
り
、
面
白
い
男
の
子
が
も

て
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る

が
、
そ
れ
も
最
近
の
風
潮
だ
。

人
材
も
文
化
的
背
景
も
不
足
が

ち
な
と
こ
ろ
で
、
風
刺
漫
画
が

高
度
な
発
達
を
遂
げ
る
の
は
難

し
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
ら
ハ

　
飯
近
の
嬉
し
い
ニ
ュ
ー
ス
は

早
と
孟
あ
神
隠
と
が
ベ

ル
リ
ン
国
際
映
画
祭
で
全
熊
賓

を
と
っ
た
こ
と
だ
。
ア
ニ
メ
に

関
し
て
も
旦
傘
は
優
れ
た
又
化

を
拗
出
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

は
覆
術
官
国
と
と
も
に
「
文

化
立
国
を
目
指
す
く
ら
い
の

年
」
の
お
国
柄
だ
か
ら

畢
ζ
比
べ
る
と
ど
う
し
て
も
見

劣
り
が
す
る
。
そ
の
理
由
は
幾

つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
一
番
大

き
な
理
由
は
、
武
家
又
化
が
根

強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゐ

う
。
な
に
し
ろ
「
か
た
頬
三
年
」

と
い
う
く
ら
い
で
、
男
が
笑
う

の
は
み
っ
と
も
な
い
と
い
う
文

化
が
あ
っ
た
国
な
の
だ
。
今
で

も
日
本
人
は
ユ
ー
モ
ア
、
風
刺
、

皮
肉
、
冗
談
、
機
知
と
い
っ
た

も
の
に
重
き
を
お
か
な
い
。

▽
▽
▼

お
そ
ら
く
我
々
は
世
界
で
も

指
折
り
の
、
ユ
ー
モ
ア
感
覚
に

乏
し
い
民
族
な
の
だ
ろ
う
。
映

璽
寛
て
い
て
欧
米
風
の
ジ
ョ

ー
ク
に
つ
い
て
ゆ
け
ず
（
大
変

な
時
に
冗
談
を
冨
う
の
は
不
謹

慎
だ
と
い
う
意
織
が
あ
る
た

め
）
、
違
和
感
を
覚
え
た
記
憶

は
誰
し
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
は
文
化
的
背
景
が
違
う
か

ら
な
の
だ
。
最
近
で
こ
そ
若
者

気
概
を
待
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う

　
　
　
に
め

か
。
そ
の
為
に
は
又
化
を
無
自

覚
に
輸
出
す
る
だ
け
7
ほ
駄
自

で
あ
る
。
ま
ず
自
分
の
又
化
に

対
す
る
正
し
い
認
識
（
何
が
優

れ
、
何
が
劣
っ
て
い
る
か
）
が

必
要
だ
。
「
マ
ン
ガ
学
」
は
そ

の
為
に
も
、
真
剣
に
取
σ
組
ま

れ
ね
ば
な
ら
な
い
麗
雰
野
な

の
で
あ
る
。

（
く
さ
か
・
み
ど
り
九
州
天
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