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は
じ
め
に　

人
は
機
械
の
よ
う
に
物
語
る
こ
と
が
で
き
る

　

本
書
は
「
物
語
作
成
」
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
「
ス
ト
ー
リ
ー
メ
ー
カ
ー
」
で
す
。
第
二
部
に
示
さ
れ

た
30
の
質
問
に
記
述
形
式

0

0

0

0

で
回
答
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
映
画
、
ノ
ベ

ル
ズ
と
い
っ
た
、
一
定
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
必
要
と
す
る
表
現
に
使
用
可
能
な
プ
ロ
ッ
ト
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
作
成
可
能
な
の
は
あ
く
ま
で
も
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ま
ん
が
や
小
説
や

脚
本
と
し
て
表
現
す
る
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
ご
と
の
技
術
論
が
別
途
必
要
で
す
。
し
か
し
ど
の
形

の
表
現
を
そ
れ
ぞ
れ
が
採
用
す
る
に
せ
よ
、
始
ま
り
か
ら
最
後
ま
で
が
一
定
の
論
理
性
を
も
っ
て
一
貫
し

て
お
り
、
か
つ
き
ち
ん
と
完
結
し
て
い
る
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
あ
っ
て
何
ら
問
題
は
あ
り

ま
せ
ん
。

物
語
の
文
法
を
習
得
す
る
に
は

　

さ
て
、
こ
こ
で
い
う
論
理
性
と
は
「
物
語
の
文
法
」
を
意
味
し
ま
す
。「
物
語
」
に
は
「
物
語
」
を
「
物
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語
」
た
ら
し
め
る
内
的
な
論
理
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
物
語
の
構
造
」
と
か
「
物
語
の
文
法
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
姉
妹
編
で
あ
る
『
物
語
の
体
操＊
１

』
や
『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
メ
ー
カ
ー＊

２

』
な

ど
で
繰
り
返
し
説
明
し
て
き
た
通
り
で
す
。

　

な
る
ほ
ど
、「
物
語
の
文
法
」
な
ど
と
い
う
概
念
を
知
ら
ず
と
も
優
れ
た
物
語
を
書
く
作
り
手
は
山
ほ
ど

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
物
語
の
文
法
」
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
く
自
然
に
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

幸
福
な
例
で
あ
り
、
つ
ま
り
小
さ
な
子
供
が
父
母
や
周
囲
の
人
間
と
の
会
話
の
中
で
自
然
に
母
語
を
習
得

す
る
の
と
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
習
得
さ
れ
た
こ
と
ば
は
「
文
法
」
と
い
う
論
理
性
に
従
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
母
語
で
な
い
外
国
語
を
学
ぶ
に
は
、
こ
の
「
文
法
」
と
い
う
論
理
性
の
理
解

を
手
続
き
と
し
て
経
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

発
達
心
理
学
者
の
内
田
伸
子
の
研
究
を
見
る
か
ぎ
り
、「
物
語
の
文
法
」
が
子
供
た
ち
の
中
に
習
得
さ
れ

て
い
く
の
は
五
歳
前
後
の
よ
う
で
す＊
３

。
し
か
し
、「
母
語
の
文
法
」
と
違
っ
て
「
物
語
の
文
法
」
は
、
全
て

の
子
供
に
自
ら
使
用
す
る
程
に
は
習
得
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
全
て
の
人
は
「
物
語
」
を

読
ん
だ
り
映
像
で
観
て
「
理
解
」
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
「
書
く
」
こ
と
の
で
き
る
ほ

ど
に
文
法
を
習
得
し
て
い
る
人
は
限
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
は
子
供
が
「
話
す
」
能
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
に
は
大
変
な
労
力
を
使
う
一
方
で
、「
物
語
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
特
別
な
教
育
を
し
ま

＊1　大塚英志著『物語の体操─みるみる小説が書ける 6つのレッスン』（朝日新聞社、2003年）
＊2　 大塚英志著『キャラクターメーカー── 6つの理論とワークショップで学ぶ「つくり方」』（ア

スキー・メディアワークス、2008年）
＊3　内田伸子著『幼児心理学への招待──子どもの世界づくり』（サイエンス社、1989年） 4



せ
ん
か
ら
、「
自
然
に
」
習
得
で
き
た
子
供
だ
け
が
「
物
語
の
文
法
」
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
幸
運
に
も
「
物
語
の
文
法
」
を
幼
い
頃
に
「
母
語
」
の
如
く
習
得
し
た
子
供
し
か
、「
物
語
の
作

者
」
た
り
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
小
説
家
の
中
で
も
吉
本
ば
な
な
は
、「
母
語
」
と
し
て
「
物
語
」
を
操
る
タ
イ
プ
で
す
。
し
か
し

一
方
で
村
上
春
樹
や
中
上
健
次
は
、「
物
語
の
文
法
」
と
い
う
概
念
を
作
家
に
な
っ
た
後
に
明
ら
か
に
習
得

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
外
国
語
」
と
し
て
「
物
語
」
の
技
術
を
習
得
し
た
の
だ
、
と
い
え
ま
す
。
例
え

ば
『
物
語
の
体
操
』
は
「
外
国
語
」
と
し
て
「
物
語
」
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
人
た
ち
（
例
え
ば
「
小
説
」
を

書
こ
う
と
望
み
つ
つ
そ
も
そ
も
書
く
べ
き
「
物
語
」
が
思
い
つ
か
な
い
、
と
い
う
身
も
蓋
も
な
い
ケ
ー
ス
さ
え
含

め
て
）
に
、
な
る
べ
く
「
物
語
の
文
法
」
な
ど
と
い
う
面
倒
な
概
念
は
解
説
せ
ず
、
反
復
練
習
に
よ
っ
て
、

そ
の
人
の
内
側
に
「
物
語
の
文
法
」
を
強
制
的
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
い
わ
ば
「
物
語
の

文
法
」
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
身
に
つ
け
る
」
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
『
物
語
の
体
操
』
で
の

ぼ
く
の
ス
タ
ン
ス
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
本
書
は
30
の
質
問
に
答
え
て
い
く
こ
と
で
、
た
っ
た
今
、
あ
な
た
が
漠
然
と
抱
え
て
い

る
ス
ト
ー
リ
ー
の
種
の
よ
う
な
も
の
や
、
あ
な
た
自
身
が
自
覚
し
て
い
な
い
形
で
あ
な
た
の
内
に
あ
る
も

の
を
「
物
語
の
構
造
」
に
強
制
的
に
は
め
込
ん
で
出
力
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
す
。
ぼ
く
と
し
て
は
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『
物
語
の
体
操
』
で
ま
ず
基
礎
体
力
を
つ
け
て
も
ら
う
方
が
よ
り
望
ま
し
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
抜

き
で
も
多
分
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
て
い
け
ば
「
物
語
」
は
論
理
的
に
つ
く
れ
て
し
ま
う
質
の
も

の
な
の
で
す
。

「
物
語
る
」
と
い
う
行
為
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
委
ね
る

　

そ
も
そ
も
本
書
を
考
案
す
る
一
つ
の
き
っ
か
け
は
『
ド
ラ
マ
テ
ィ
カ
』
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
制
作
支
援
ソ

フ
ト
の
存
在
で
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
フ
ォ
ト
シ
ョ
ッ
プ
が
写
真
加
工
の
支
援
を
行
う
よ
う
に
、「
物
語

る
」
と
い
う
行
為
を
支
援
す
る
ソ
フ
ト
で
す
。
実
を
言
え
ば
こ
の
種
の
「
物
語
る
」
と
い
う
行
為
を
支
援

す
る
ソ
フ
ト
は
、
海
外
で
は
複
数
存
在
し
ま
す
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
物
語
る
」
と
い
う
行
為
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
違
和
感
の
あ
る
人
は
、
未
だ
少
な
か
ら
ず
お
ら
れ
る
と
も
思
い
ま
す
。

「
小
説
」
の
あ
る
特
殊
な
あ
り
方
を
「
文
学
」
と
呼
び
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
つ
く
る
」
行
為
を
殊
の
外
神

秘
化
し
た
い
人
た
ち
の
中
に
、
そ
れ
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

け
れ
ど
も
例
え
ば
今
日
、
大
半
の
「
文
学
」
を
含
む
小
説
は
パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て

「
支
援
」
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
抵
の
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
は
、
一
文
字
入
力
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

単
語
や
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
予
測
し
て
示
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
「
選
ぶ
」
こ
と
が
、「
文
章
を
書
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く
」
と
い
う
行
為
の
中
核
に
今
や
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
「
文
体
」

――
つ
ま
り
、
そ
の
文
章

の
書
き
手
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
語
彙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
使
用
頻
度
及
び
単
語
同
士
の
結
び
つ
き
の
偏
差

――
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
委
ね
て
い
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ワ
ー
プ
ロ
が
出
現
し
た
直
後
、
ワ
ー
プ

ロ
は
作
家
の
文
体
を
変
え
る
か
否
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
変
え
る
」
と
言
う
よ
り
、
そ
れ
を

書
き
手
自
身
の
外
側
に
一
部
と
は
い
え
「
委
ね
る
」
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
う
考
え
た
時
、「
物
語
る
」
と
い
う
行
為
の
あ
る
部
分
が
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
委
ね
ら
れ
た
と
し
て
も
、

既
に
「
文
体
」
と
い
う
、
本
来
は
「
文
学
」
の
本
質
の
一
つ
を
成
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
技
術
を
作
家
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
委
ね
か
け
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
拒
む
理
由
が
ぼ
く
に
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
委
ね
る
領
域
が
次
々
と
増
え
て
い
っ
た
と
し
た
ら
、

最
終
的
に
は
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
の
全
て
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、

と
い
う
危
惧
が
当
然
あ
り
ま
す
。
ぼ
く
の
入
門
書
的
試
み
が
「
文
学
」
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
神
経
を
や

や
逆
な
で
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
作
家
」
の
「
固
有
性
」
を
否
定
す
る
ふ
る
ま
い
に
見
え
る
か
ら
に
他
あ

り
ま
せ
ん
。

　

正
直
に
言
え
ば
、
ぼ
く
は
「
小
説
を
書
く
」
と
い
う
行
為
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
代
行
す
る
こ
と
は
、

現
時
点
で
さ
え
そ
う
難
し
く
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｉ
を
使
っ
て
作
家
の
「
文
体
」
を
自
動
生
成
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す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ブ
ロ
グ
を
勝
手
に
書
く
Ａ
Ｉ
程
度
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
自
ら
語
り
ま
す
。
ポ
ル
ノ

小
説
の
よ
う
に
プ
ロ
ッ
ト
や
描
写
が
特
化
し
た
小
説
を
自
動
生
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ウ
ェ
ブ
上
に
放

り
投
げ
て
あ
り
ま
す
し＊
４

、
後
述
す
る
よ
う
に
80
年
代
以
降
、
プ
ロ
ッ
ト
の
自
動
生
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
試
作

品
は
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
無
責
任
な
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
面
白
い
、
と
思
い
ま
す
。

「
神
話
製
作
機
械
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

　

ぼ
く
の
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
か
つ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
の
黎
明
期
で
あ
る
１
９
８
０
年
代
半
ば
、

今
で
は
こ
の
国
の
Ｒ
Ｐ
Ｇ
の
開
拓
者
と
し
て
知
ら
れ
る
翻
訳
家
の
安
田
均
が
「
神
話
製
作
機
械
」
と
形
容

し
た
イ
メ
ー
ジ
と
出
会
う
こ
と
で
鮮
明
に
な
り
ま
し
た＊
５

。
安
田
は
例
え
ば
、
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
の

プ
レ
イ
終
了
後
、
そ
の
展
開
が
「
出
力
」
さ
れ
て
く
る
ソ
フ
ト
や
、
ゲ
ー
ム
そ
の
も
の
を
つ
く
る
コ
ン
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
機
能
を
も
っ
て
い
て
任
意
の
素
材
か
ら
Ｒ
Ｐ
Ｇ
そ
の
も
の
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
ソ
フ
ト
を
例

に
引
き
な
が
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
「
物
語
る
」
機
械
へ
と
変
容
し
て
い
く
可
能
性
を
こ
そ
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
と
い
う
新
し
い
文
化
に
見
出
し
て
い
ま
す
。
ぼ
く
が
か
つ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー

ム
に
一
瞬
だ
け
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
安
田
の
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
目
に
し
た
か
ら
で

し
た
。
ぼ
く
は
今
も
昔
も
デ
ジ
タ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
に
さ
し
て
可
能
性
を
見
出
さ
な
い
種
類
の
人
間
で
す
が

＊4　 七度文庫（http://homepage3.nifty.com/yuki_nanotabi/）あるプログラムのコンテストで伊
集院光賞という微妙な賞に随分前に輝いたこのプログラムが何をしてしまったかは、いつか
正しく「文学史」の中に位置づけられるべきでしょう。

＊5　安田均著『神話製作機械論』（ビー・エヌ・エヌ、1987年） 8



「
神
話
製
作
機
械
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
唯
一
、
ぼ
く
の
関
心
を
ひ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
プ
ロ

セ
ス
を
経
て
、「
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
物
語
る
」
と
い
う
ぼ
く
の
原
作
づ
く
り
の
創
作
法
の
基
礎
と
な
っ
た
の

で
す
。
ま
ん
が
の
原
作
を
書
く
と
い
う
行
為
も
ゲ
ー
ム
の
一
回
分
の
プ
レ
イ
と
等
価
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
そ
も
そ
も
の
ぼ
く
の
「
原
作
者
」
と
し
て
の
出
発
点
で
し
た
。

　

け
れ
ど
も
安
田
の
感
じ
た
「
神
話
製
作
機
械
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
と
い
う
未
来
を
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
の
歴
史
は
必
ず
し
も
た
ど
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ぼ
く
が
ほ
ん
の
一
瞬
、「
フ
ァ
ミ

コ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
づ
く
り
に
関
わ
っ
た
も
の
の
す
ぐ
に
関
心
を
な
く

し
た
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
ぼ
く
が
興
味
が
あ
っ
た
の
は
「
物
語
る
機
械
」

で
あ
り
「
ゲ
ー
ム
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
と
全
く
別
の

と
こ
ろ
で
「
物
語
る
機
械
」
と
い
う
考
え
方
を
具
体
化
し
た
の
が
、『
物
語
の
体
操
』
で
し
た
。「
機
械
」

が
「
物
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
逆
に
人
は
機
械
の
よ
う
に
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
た

わ
け
で
す
。
そ
の
時
、
ぼ
く
に
と
っ
て
の
「
神
話
製
作
機
械
」
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
は
な
く
大
学
の
時
に
囓
っ
た
神
話
や
民
話
の
構
造
分
析
で
し
た
。
そ
れ
ら
の
学
問
は
そ
の
時
点
で
知
的

流
行
と
し
て
は
と
う
に
色
あ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
物
語
の
構
造
論
は
物
語
が
機
械
の
よ
う
に
シ
ス
テ
マ
テ

ィ
ッ
ク
に
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
主
張
し
て
お
り
、
な
ら
ば
人
は
そ
の
よ
う
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
物
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語
り
う
る
、
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

　

安
田
が
『
神
話
製
作
機
械
論
』
の
中
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
紹
介
し
た
の
は
84
〜
87
年
頃
ま
で
の
ア
メ
リ

カ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
の
黎
明
期
の
光
景
で
す
が
、
こ
の
時
期
は
ぼ
く
が
本
書
で
参
照
す
る
「
物

語
論
」
や
「
物
語
の
構
造
論
」
の
領
域
で
も
、
物
語
の
文
法
を
一
種
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
と
ら
え
直

そ
う
と
い
う
動
き
が
明
確
に
な
っ
た
時
期
で
し
た
。
例
え
ば
本
書
で
も
詳
し
く
解
説
す
る
物
語
論
の
古
典
、

プ
ロ
ッ
プ
の
『
昔
話
の
形
態
学
』
で
示
さ
れ
た
「
物
語
の
文
法
」
を
、
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ラ
ン
ダ
は
図
1
の

よ
う
な
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
書
き
換
え
ま
し
た
。
ご
覧
に
な
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ゲ
ー

ム
風
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
プ
ロ
ッ
ト
な
ら
、
こ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
容
易
に
つ
く
れ
そ
う
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
物
語
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
書
き
換
え
よ
う
と
い
う
発
想
は
、
当

然
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。
マ
リ
ー
＝
ロ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
は
『
可

能
世
界
・
人
工
知
能
・
物
語
理
論＊
６

』
で
80
年
代
に
試
み
ら
れ
た
代
表
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
生
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
紹
介
し
た
上
で
、「
話
を
ひ
ね
り
出
す
技
芸
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
教
え
込
む
の
は
一
見
希
望
の
な
い
試

み
」
か
も
し
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
そ
れ
は
物
語
の
本
質
に
つ
い
て
新
た
な
発
見
を
も
た
ら
す
は
ず
だ
と
述

べ
て
い
ま
す
。
物
語
を
機
械
が
ど
こ
ま
で
語
り
う
る
か
、
と
い
う
問
い
は
当
然
、
人
は
い
か
に
し
て
物
語

る
か
へ
の
関
心
へ
と
戻
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
た
だ
概
念
や
文
芸
批
評
と
し
て
検
証
し
て
い
く
の

＊6　 マリー＝ロール・ライアン著、岩松正洋訳『可能世界・人工知能・物語理論』（水声社、2006年） 10



で
は
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
自
動
生

成
ソ
フ
ト
と
い
う
「
実
験
」
を
介

し
て
検
証
し
て
も
い
い
と
い
う
の

が
彼
女
の
立
場
で
す
。

　

ぼ
く
に
と
っ
て
も
本
書
に
限
ら

ず
「
書
く
」
こ
と
を
「
教
え
る
」

こ
と
は
、「
書
く
」
と
い
う
行
為

を
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
と
常
に

同
義
で
す
。
例
え
ば
「
ま
ん
が
を

書
く
こ
と
を
教
え
る
こ
と
」
と

「
ま
ん
が
と
は
何
か
を
考
え
る
こ

と
」
は
、
僕
の
中
で
は
不
可
分
で

す
。
ぼ
く
は
「
書
く
」
と
い
う
行

為
も
「
批
評
」
や
「
研
究
」
と
い

う
行
為
も
、
そ
の
一
方
が
他
方
に

11 はじめに　　人 は 機 械 の よ う に 物 語 る こ と が で き る



対
し
て
特
権
的
で
あ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
ま
す
。

「
機
械
」
を
介
し
て
書
く
こ
と
の
先
に
人
の
「
固
有
性
」
は
現
れ
う
る

　

話
を
元
に
戻
し
ま
す
。
ぼ
く
自
身
は
実
を
言
え
ば
未
だ
文
章
を
書
く
の
に
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
さ
え
使
わ

な
い
程
ア
ナ
ロ
グ
な
人
間
で
、
パ
ソ
コ
ン
ど
こ
ろ
か
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
に
さ
え
さ
わ
り
ま
せ
ん
（
正
確

に
言
え
ば
メ
ー
ル
は
受
信
で
き
ま
す
が
送
れ
ま
せ
ん
）。
こ
の
本
を
含
め
、
ぼ
く
の
原
稿
は
コ
ク
ヨ
の
原
稿
用

紙
に
手
書
き
で
書
か
れ
ま
す
。
作
り
手
と
し
て
も
「
本
」
や
「
雑
誌
」
と
い
う
印
刷
メ
デ
ィ
ア
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
選
択
し
、
ウ
ェ
ブ
に
自
分
の
場
所
は
な
い
と
思
っ
て
も
い
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
で
は
「
対

面
で
話
す
」
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
さ
な
い
一
回
性
の
伝
達
の
形
式
を
選
択
し
て
、「
学
校
」
と
い
う
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
強
い
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
書
く
と
い
う
行
為
を
ど
こ
ま
で
委
ね
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
い
を

無
責
任
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
神
話
製
作
機
械
」
の
夢
は

「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
近
代
的
な
「
私
」
が
本
当
に
そ
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い

か
け
と
し
て
あ
る
、
と
ぼ
く
は
考
え
ま
す
。
そ
も
そ
も
ぼ
く
は
近
代
的
個
人
や
人
の
固
有
性
を
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
口
走
る
人
々
の
よ
う
な
語
り
口
で
簡
単
に
否
定
で
き
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
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一
方
で
、「
文
学
」
に
関
わ
る
人
々
が
し
ば
し
ば
見
せ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
特
別
な
人
間
に
し
か

な
い
、
と
い
う
主
張
に
同
意
し
な
い
だ
け
で
す
。

「
近
代
的
個
人
」
や
「
固
有
性
」、
つ
ま
り
「
私
」
が
「
私
で
あ
る
こ
と
」
は
、
し
か
し
、
書
き
、
発
語
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
ぼ
く
は
極
め
て
肯
定
的
で
す
。

ぼ
く
が
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
徹
底
し
て
科
学
化
し
、
人
々
に
開
こ
う
と
し
て
、
結
果
と
し
て
民
俗
学

を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
柳
田
國
男
に
好
意
的
な
の
は
、
書
く
技
術
を
獲
得
し
た
個
人
に
よ
っ
て
し
か
「
近

代
」
を
た
ぐ
り
よ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
彼
の
考
え
に
同
意
す
る
か
ら
で
す＊
７

。
そ
の
意
味
で
、
未

だ
「
現
在
」
は
「
近
代
」
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。「
近
代
的
な
制
度
」
を
解
体
し
無
効
を
宣
言
し
よ
う
に

も
そ
れ
は
未
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
か
ら
、
ぼ
く
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
物
言
い
に
同
意
で
き

ま
せ
ん
。「
神
話
製
作
機
械
」
は
「
書
く
」
こ
と
の
特
権
を
解
体
す
る
と
い
う
点
で
は
「
作
者
の
死
」
を
宣

告
す
る
思
想
に
も
思
え
る
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、「
機
械
」
を
介
し
て
書
く
こ
と
の
先
に
人
の
「
固
有

性
」
は
現
れ
う
る
、
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
立
場
で
す
。「
固
有
性
」
は
職
業
的
作
者
に
の
み
許
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
立
場
で
す
。
機
械
化
＝
技
術
化
さ
れ
た
物
語
論
は
「
私
語

り
」
の
最
も
有
効
な
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
あ
り
、
大
抵
の
「
私
語
り
」
が
た
だ
鬱
陶
し
い
だ
け
な
の
は
、「
物

語
る
技
術
」
に
よ
っ
て
美
的
に
も
論
理
的
に
も
支
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
「
作
家
」
の
特
権
を
支
え
て
い
た
「
発
表
の
機
会
」
の
寡
占
と
「
書
く
技
術
の
神

秘
化
」
の
二
つ
の
う
ち
、
前
者
を
一
挙
に
解
放
し
ま
し
た
。
誰
も
が
「
書
い
た
も
の
」
を
発
信
し
う
る
時

代
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
書
く
技
術
」
も
あ
ら
ゆ
る
水
準
で
技
術
と
し
て
開
か
れ
て
い
っ
て
し
か
る
べ
き

だ
、
と
考
え
ま
す
。「
物
語
」
も
ま
た
、
そ
の
点
で
例
外
で
は
な
い
の
で
す
。

あ
な
た
固
有
の
「
物
語
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に

　

と
は
い
え
、
い
つ
も
言
う
こ
と
で
す
が
、
ぼ
く
の
そ
の
よ
う
な
批
評
家
と
し
て
の
意
志
は
本
書
の
読
者

に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
の
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
で
全
く
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

と
り
あ
え
ず
「
書
く
」
一
歩
と
し
て
、「
物
語
」
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
添
っ
て
で
も
い
い
か
ら
な
ん
と
か
つ

く
り
た
い
と
い
う
動
機
で
本
書
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
十
分
で
す
。
そ
れ
で
も
尚
、「
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
に
添
っ
て
書
か
さ
れ
る
こ
と
で
し
か
語
り
得
な
い
あ
な
た
固
有
の
「
物
語
」
を
、
多
分
あ
な
た
は
手

に
入
れ
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

　

本
書
は
ま
ず

0

0

、
第
一
部
で
本
書
に
お
け
る
「
物
語
」
づ
く
り
の
基
礎
と
な
る
、
あ
る
い
は
応
用
可
能
だ

と
考
え
ら
れ
る
五
つ
の
物
語
論
に
つ
い
て
概
観
し
ま
す
。
た
だ
し
あ
く
ま
で
も
創
作
に
転
用
可
能
な
も
の
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に
限
っ
て
で
あ
り
、「
物
語
論
」
と
い
う
文
学
理
論
全
体
を
概
観
す
る
つ
も
り
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
使
え

そ
う
な
も
の
を
な
る
べ
く
嚙
み
砕
い
て
説
明
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
や
は
り
英
語
の
文
法
の
授
業
の
よ
う

に
や
や
退
屈
で
す
。
せ
め
て
読
み
も
の
と
し
て
の
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
中
上
健
次
の
未
完
の

作
品
を
「
作
例
」
と
し
て
用
い
、
そ
の
結
末
を
予
想
す
る
（
物
語
構
造
論
の
応
用
で
未
完
の
ス
ト
ー
リ
ー
の

結
末
を
予
想
す
る
の
は
、
80
年
代
に
よ
く
み
ら
れ
た
研
究
者
や
批
評
家
の
「
芸
」
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
）
形
を

と
っ
て
あ
り
ま
す
。
第
一
部
は
『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
メ
ー
カ
ー
』
な
い
し
は
『
物
語
の
体
操
』
を
既
に
よ
く

読
ん
で
い
た
だ
い
た
方
、
も
し
く
は
単
に
面
倒
だ
と
い
う
方
は
飛
ば
し
て
し
ま
っ
て
も
全
く
か
ま
い
ま
せ

ん
。
た
だ
「
プ
ロ
ッ
プ
の
31
の
機
能
」
や
「
ラ
ン
ク
の
英
雄
神
話
論
」
や
「
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
単
一
神
話
論
」

は
そ
れ
自
体
が
プ
ロ
ッ
ト
作
成
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
も
使
え
る
質
の
も
の
で
す
。
そ
の
点
で
は
図
1
と

し
て
示
し
た
マ
ラ
ン
ダ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
も
「
使
え
る
」
は
ず
で
す
。

　

第
二
部
で
は
第
一
部
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
30
の
Ｑ
＆
Ａ
に
記
述
形
式
で
答
え
る
こ
と
で
プ
ロ
ッ
ト
を
作

成
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
「
ス
ト
ー
リ
ー
メ
ー
カ
ー
」
の
回
答
方
法
を
、
ぼ
く
の
学
生
の
作
例
を
も
と
に
詳
細

に
示
し
ま
す
。

　

た
だ
一
点
だ
け
、
強
く
お
願
い
し
た
い
の
は
本
書
は
「
読
む
」
も
の
で
は
な
く
「
使
う
」
も
の
だ
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
第
二
部
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
「
物
語
」
め
い
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
が
つ
く
る
経
験
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を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
こ
そ
本
書
の
意
図
は
あ
り
ま
す
。
本
書
は
「
読
む
」
の
で
は
な
く
、
使
っ
て
い

た
だ
き
た
い
、「
実
用
」
に
供
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。「
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い
う
問
題
集
（
？
）
形
式
を

採
用
し
た
の
も
そ
れ
故
で
す
。

　

新
書
が
「
実
用
書
」
化
し
た
こ
と
を
嘆
く
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
ま
す
が
、
本
書
は
そ
の
意
味
で

「
実
用
」
に
供
し
て
い
た
だ
か
な
い
限
り
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

巻
末
に
は
Ｑ
＆
Ａ
に
「
回
答
欄
」
を
付
し
た
も
の
も
用
意
し
ま
し
た
。
本
書
を
軽
く
読
み
飛
ば
し
た
後

で
是
非
、「
使
っ
て
」
み
て
下
さ
い
。
そ
し
て
「
物
語
る
」
と
い
う
経
験
を
そ
れ
ぞ
れ
が
な
さ
っ
て
下
さ
る

こ
と
を
ぼ
く
は
強
く
望
む
も
の
で
す
。
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の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
／「
日
常
」
や
「
現
実
」
の
確
か
さ
を
実
感
す
る
プ
ロ

セ
ス
／「
行
っ
て
帰
る
」
文
法
に
忠
実
な
宮
崎
ア
ニ
メ
／「
成
年
式
」
と
し
て
の
物
語
／「
日
常
」
と
「
非

日
常
」
の
「
境
界
線
」
を
越
え
る

第
二
章
　

物
語
を
構
成
す
る
最
小
単
位
と
は
何
か　
42

　
　
　
　

――
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
『
昔
話
の
形
態
学
』

物
語
は
単
位
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る
／
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
役
割
が
あ
る
／
８
種
類
の
登
場
人

物
／
31
の
機
能
を
解
説
す
る
／
欠
如
を
回
復
す
る
と
い
う
構
造
／
主
人
公
の
旅
立
ち
と
戦
い
／
主
人
公

の
帰
還
／
ロ
シ
ア
魔
法
民
話
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ

第
三
章
　

英
雄
は
誰
を
殺
し
大
人
に
な
る
の
か 

77
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オ
ッ
ト
ー
・
ラ
ン
ク
『
英
雄
誕
生
の
神
話
』



中
上
健
次
の
試
み
／
物
語
論
的
に
未
完
の
結
末
を
予
想
す
る
／
世
界
中
に
存
在
す
る
普
遍
的
な
物
語
／

「
貴
種
」
の
誕
生
と
「
母
の
死
」／
「
流
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
属
性
／
殺
す
べ
き
「
父
」／
物
語
論
に

よ
っ
て
物
語
る
こ
と
は
可
能
か
？

第
四
章
　

世
界
中
の
神
話
は
た
っ
た
一
つ
の
構
造
か
ら
な
る　
100
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ジ
ョ
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フ
・
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ャ
ン
ベ
ル
『
千
の
顔
を
も
つ
英
雄
』

ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
開
発
／
ス
ト
ー
リ
ー
ま
ん
が
の
起
源
／
神
話
を
心
理
学
的
に
解
説
す

る
／
非
日
常
へ
の
出
立
／
大
人
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
／
日
常
へ
の
帰
還
／
英
雄
神
話
の
基
本
構
造
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五
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144
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ァ
ー
・
ボ
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ラ
ー
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話
の
法
則
』



構
造
は
同
一
だ
け
れ
ど
外
見
は
全
く
異
な
る
物
語
／
物
語
と
い
う
因
果
律
／
日
本
の
物
語
は
構
造
し
か

な
い
？
／
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
の
変
容
／
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
検
証
す

る
／
ヒ
ー
ロ
ー
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

第
二
部
　

ス
ト
ー
リ
ー
メ
ー
カ
ー　
169

　
　
　
　
　
　
　

　
の
質
問
に
答
え
て
あ
な
た
の
物
語
を
つ
く
る

第
一
章
　
Ｑ
1
〜
16 

主
人
公
の
内
的
な
領
域
を
設
計
す
る　
170

Ｑ
1 

 

ま
ず
あ
な
た
が
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
物
語
の
う
ち
、
頭
の
中
に
現
状
あ
る
も

の
を
ど
の
よ
う
な
形
で
も
い
い
の
で
と
り
あ
え
ず

0

0

0

0

0

書
い
て
下
さ
い
。

Ｑ
2 

Ｑ
１
の
プ
ロ
ッ
ト
を
一
文
で
言
い
表
す
と
ど
う
な
り
ま
す
か
。

Ｑ
3 

 

あ
な
た
が
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
物
語
の
主
人
公
に
つ
い
て
思
い
つ
く
ま
ま
記

30



し
て
下
さ
い
。

Ｑ
4 

 

あ
な
た
の
主
人
公
が
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
を
「
主
人
公
は
×
×
×
が
欠
け
て
い
る

状
態
に
あ
る
」
と
い
う
形
で
表
現
し
て
下
さ
い
。
欠
け
て
い
る
も
の
を
ま
ず
具
体
的

に
書
き
、
そ
し
て
、
次
に
そ
れ
が
何
の
象
徴
で
あ
る
か
を
一
言
で
記
し
て
下
さ
い
。

Ｑ
5 

 
あ
な
た
の
主
人
公
の
「
現
在
」
に
つ
い
て
設
計
し
て
、
一
番
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
も

の
を
以
下
の
Ａ
〜
Ｄ
よ
り
選
択
し
て
下
さ
い
。

Ｑ
6 

 

Ａ
〜
Ｄ
の
一
つ
を
選
ん
だ
ら
、
ロ
グ
ラ
イ
ン
を
「
主
人
公
は
×
×
×
の
状
態
で
△
△

△
を
求
め
て
い
る
が
最
後
に
□
□
□
に
な
る
」
と
い
っ
た
程
度
の
シ
ン
プ
ル
な
文
章

を
作
っ
て
み
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
主
人
公
の
内
的
な
変
化
の
定
義
で
す
。

Ｑ
7 
 

あ
な
た
の
主
人
公
の
現
在
に
影
響
を
与
え
た
「
過
去
」
に
つ
い
て
記
入
し
て
下
さ
い
。

Ｑ
8 

 

Ｑ
４
の
答
え
を
踏
ま
え
て
主
人
公
が
「
欠
け
て
い
る
も
の
」
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
誰
か
か
ら
与
え
ら
れ
る
、（
あ
る
い
は
自
ら
こ
な
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
）
具
体
的

な
課
題
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
ク
エ
ス
ト
は
何
か
を
考
え
て
下
さ
い
。

Ｑ
9 

 

そ
の
外
的
な
目
的
や
課
題
を
主
人
公
が
最
終
的
に
達
成
す
る
か
否
か
を
決
め
ま
し

ょ
う
。



Ｑ
10 

 

そ
の
結
果
象
徴
的
に
手
に
入
れ
る
も
の
、
な
い
し
は
失
う
も
の
は
何
で
し
ょ
う
。

Ｑ
11 

 

主
人
公
の
目
的
達
成
を
妨
害
す
る
中
心
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、「
敵
対
者
」
は
誰
で

す
か
。

Ｑ
12 

 

主
人
公
と
敵
対
者
の
価
値
観
や
考
え
方
は
ど
う
違
い
ま
す
か
。

Ｑ
13 

主
人
公
の
傍
ら
に
い
て
目
的
達
成
を
助
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
誰
で
す
か
。

Ｑ
14 

 
主
人
公
を
助
け
る
中
心
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
主
人
公
を
助
け
る
の
は
何
故
で
す
か
。

Ｑ
15 

 
主
人
公
を
庇
護
し
た
り
主
人
公
が
成
功
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
力
、
ア
イ
テ
ム
、

ア
イ
デ
ア
、
知
恵
な
ど
を
与
え
て
く
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
誰
で
す
か
。

Ｑ
16 

主
人
公
が
Ｑ
15
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
援
助
を
受
け
る
の
は
何
故
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
コ
ラ
ム
　
カ
ー
ド
で
プ
ロ
ッ
ト
を
つ
く
る　
222

第
二
章
　
Ｑ
17
〜
30 

物
語
の
構
造
を
組
み
立
て
る　
225



Ｑ
17 

主
人
公
の
生
き
て
い
る
「
日
常
世
界
」
は
ど
う
い
う
場
所
・
環
境
で
す
か
。

Ｑ
18 

 

そ
の
日
常
に
危
機
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
で
き
ご
と
は
何
で
す
か
。

Ｑ
19 

そ
の
日
常
は
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
脅
か
さ
れ
ま
す
か
。

Ｑ
20 

 

主
人
公
に
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
「
使
者
」「
依
頼
者
」
は
誰
で

す
か
。

Ｑ
21 

 
主
人
公
は
行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
た
め
ら
っ
た
り
、
誰
か
に
と
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
く
だ
り
を
必
ず
つ
く
っ
て
お
い
て
下
さ
い
。

Ｑ
22 

主
人
公
の
行
動
に
対
し
て
何
か
タ
ブ
ー
を
与
え
ま
す
か
。

Ｑ
23 
 

主
人
公
が
物
語
の
中
で
到
達
す
る
「
日
常
」
と
最
も
離
れ
た
場
所
は
ど
こ
で
す
か
。

Ｑ
24 
 

主
人
公
は
、
そ
こ
で
直
面
し
た
問
題
を
ど
う
や
っ
て
解
決
し
、
そ
の
結
果
、
主
人

公
は
ど
う
変
わ
り
ま
す
か
。

Ｑ
25 

主
人
公
が
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
失
っ
た
も
の
は
何
で
す
か
。

Ｑ
26 

 

敵
対
者
と
直
接
、
対
峙
し
た
時
、
主
人
公
は
敵
対
者
を
理
解
し
ま
す
か
。
和
解
し

た
り
、
赦
す
こ
と
は
。
赦
せ
な
い
と
し
た
ら
何
故
、
ど
こ
が
。

Ｑ
27 

こ
の
物
語
の
結
末
に
お
い
て
主
人
公
の
生
き
る
環
境
は
ど
う
変
わ
り
ま
す
か
。



第 1章　　何 十 枚 も 資 料 を 作 っ て、  そ れ で 仕事 を し た つ も り ？

Ｑ
28 

 

こ
れ
ま
で
の
回
答
を
も
と
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
グ
ラ
フ
の
各
項
目
に
書
き
込
ん
で
ま

と
め
て
下
さ
い
。

Ｑ
29 

 

以
上
を
踏
ま
え
て
Ｑ
１
で
書
き
か
け
た
プ
ロ
ッ
ト
を
第
一
部
第
五
章
の
キ
ャ
ン
ベ

ル
／
ボ
グ
ラ
ー
の
「
ヒ
ー
ロ
ー
ズ
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
」
の
12
の
プ
ロ
セ
ス
に
当
て
は

め
て
整
理
し
て
下
さ
い
。

Ｑ
30 
も
う
一
回
、
あ
な
た
の
つ
く
っ
た
物
語
を
一
言
で
ま
と
め
て
み
て
下
さ
い
。

補
　
　
講
　「
物
語
」
は
何
故
畏
怖
さ
れ
る
か　
260

あ
と
が
き　
280

巻
末
付
録
　

書
き
込
み
式
「
ス
ト
ー
リ
ー
メ
ー
カ
ー
」　
293



第
一
部
　
創
作
の
た
め
の
五
つ
の
物
語
論



第
一
章
　
物
語
の
基
本
中
の
基
本
は
「
行
っ
て
帰
る
」
で
あ
る

―
瀬
田
貞
二
『
幼
い
子
の
文
学
』

ゲ
ー
ム
系
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン

　

そ
も
そ
も
物
語
の
文
法
の
一
番
の
基
本
は
二
つ
あ
る
、
と
考
え
て
下
さ
い
。

　

一
つ
は
「
欠
落
し
た
も
の
が
回
復
す
る
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
。
も
う
一
つ
は
「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う

パ
タ
ー
ン
で
す
。
前
者
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
の
章
で
確
認
す
る
と
し
て
、
こ
の
章
で
は
「
行
っ
て
帰
る
」

と
い
う
最
も
代
表
的
な
「
物
語
の
文
法
」
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。

「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
枠
組
み
が
物
語
の
最
も
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、

今
で
は
映
画
『
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ
ン
グ
』
の
「
原
作
」
と
し
て
の
方
が
む
し
ろ
有
名
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
Ｊ
・
Ｒ
・
Ｒ
・
ト
ー
ル
キ
ン
著
『
指
輪
物
語
』
の
訳
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
、
児
童
文
学
者
だ
っ

た
故
瀬
田
貞
二
で
す
。
瀬
田
は
こ
の
「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
枠
組
み
を
「
行
き
て
帰
り
し
物
語
」
と
も

呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
『
指
輪
物
語
』
の
前
段
に
あ
た
る
同
じ
ト
ー
ル
キ
ン
の
作
品
『
ホ
ビ
ッ
ト

の
冒
険＊

１

』
の
本
来
の
タ
イ
ト
ル
“The H

obbit or There and Back Again

”に
そ
も
そ
も
見
い
だ
せ
る

も
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す＊
２

。
話
せ
ば
長
い
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
産
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
『
指

＊1　 J・R・R・トールキン著、瀬田貞二訳『ホビットの冒険　上・下』（岩波書店、2000年）
＊2　瀬田貞二著『幼い子の文学』（中央公論新社、1980年） 26



輪
物
語
』
は
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
と
Ｄ
＆
Ｄ
と
い
う
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
が
産
ま
れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ

れ
は
や
が
て
黎
明
期
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム
の
Ｒ
Ｐ
Ｇ
へ
と
進
化
し
ま
す
。
さ
ら
に
そ
れ
が
や
が
て

フ
ァ
ミ
コ
ン
ソ
フ
ト
の
『
ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
』
の
元
ネ
タ
と
な
っ
て
い
っ
て
…
…
と
い
う
形
で
、
今
日

の
ゲ
ー
ム
系
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
最
も
根
本
に
あ
る
の
が
、『
指
輪
物
語
』
で
あ
り
『
ホ
ビ
ッ
ト
の
冒
険
』
だ

と
言
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
は
、
ゲ
ー
ム
系
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
物
語
の
基
本
だ

と
も
言
え
ま
す
。

　

ト
ー
ル
キ
ン
と
大
学
で
同
僚
だ
っ
た
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
の
『
ナ
ル
ニ
ア
国
物
語
』
に
お
い
て
も
、
主
人

公
の
少
年
少
女
た
ち
は
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
向
こ
う
側
の
ナ
ル
ニ
ア
国
に
「
行
っ
て
帰
る
」
の
が
基
本
で
す
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
「
行
っ
て
帰
る
」
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
、
主
人
公
は
必
ず
し
も
元
居
た
場
所
に

た
だ
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
居
た
場
所
と
違
う
場
所
に
帰
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
重

要
な
の
は
こ
の
「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
文
法
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
点

で
す
。

「
日
常
」
や
「
現
実
」
の
確
か
さ
を
実
感
す
る
プ
ロ
セ
ス

　

瀬
田
は
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
が
「
小
さ
い
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
発
達
し
よ
う
と
す
る
頭
脳
や

27 第 1章　　物 語 の 基 本 中 の 基 本 は  「行 っ て 帰 る」  で あ る



感
情
の
働
き
に
則
し
た
、
一
番
受
け
入
れ
や
す
い
形
」
だ
と
ま
ず
指
摘
し
た
上

で
、
マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
フ
ラ
ッ
ク
の
『
ア
ン
ガ
ス
と
あ
ひ
る
』
を
例
に
出
し
、

そ
の
よ
う
な
枠
組
み
が
も
っ
て
い
る
意
味
を
検
証
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
ア

ン
ガ
ス
と
い
う
黒
い
ス
コ
ッ
チ
テ
リ
ア
が
主
人
公
で
、
垣
根
の
向
こ
う
に
い
る

あ
ひ
る
が
気
に
な
る
あ
ま
り
、
垣
根
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
「
向
こ
う
側
」
に
行
く

の
だ
け
れ
ど
あ
ひ
る
に
追
い
か
け
ら
れ
逃
げ
帰
っ
て
く
る
、
と
い
う
だ
け
の
お

話
で
す
。
ア
ン
ガ
ス
は
文
字
通
り
「
行
っ
て
帰
る
」
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

絵
本
に
は
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に
必
要
な
要
素
が
き

ち
ん
と
示
さ
れ
て
も
い
る
の
で
す
。
図
1
は
『
ア
ン
ガ
ス
と
あ
ひ
る
』
の
一
頁

で
す
が
、
こ
こ
に
は
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
の
持
つ
基
本
的
な
構
図
が
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
垣
根
を
挟
ん
で
「
こ
ち
ら
側
」
に
ア
ン
ガ
ス
、
そ
し

て
「
向
こ
う
側
」
に
あ
ひ
る
が
い
ま
す
。
こ
の
「
こ
ち
ら
側
」
と
「
向
こ
う
側
」

と
い
う
二
つ
の
空
間
が
、
垣
根
と
い
う
「
境
界
線
」
で
区
切
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
に
と
っ
て
ま
ず
第
一
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
境
界
線
」

を
超
え
て
「
向
こ
う
側
」
に
行
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
境
界
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線
」
が
作
中
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
一
方
で
、
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
な
境
界
線
で
あ
る

時
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
具
体
例
は
お
い
お
い
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
作
品
世
界
の
中
に
一
本
の
境
界
線
が
あ
り
、
そ
の
ラ
イ
ン
を
越
え
て
主
人
公
が
「
向
こ
う
側
」

に
行
き
、
そ
し
て
「
帰
っ
て
く
る
」
こ
と
の
中
に
「
物
語
」
の
一
番
の
基
本
が
あ
る
、
そ
れ
こ
そ
が
最
も

単
純
な
物
語
の
形
の
一
つ
な
の
だ
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
の
で
す
。

　

も
う
少
し
瀬
田
に
習
っ
て
『
ア
ン
ガ
ス
と
あ
ひ
る
』
を
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

垣
根
を
挟
ん
で
「
こ
ち
ら
側
」
に
い
る
ア
ン
ガ
ス
に
と
っ
て
垣
根
の
「
向
こ
う
側
」
に
い
る
あ
ひ
る
の

姿
は
見
え
ま
せ
ん
。
た
だ
声
か
ら
そ
の
存
在
に
ア
ン
ガ
ス
は
好
奇
心
を
向
け
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
主
人

公
に
と
っ
て
「
境
界
線
」
の
「
向
こ
う
側
」
の
世
界
は
、「
こ
ち
ら
側
」
か
ら
は
十
全
に
は
う
か
が
い
知
れ

な
い
未
知
の
世
界
な
の
で
す
。
ア
ン
ガ
ス
は
そ
の
未
知
の
世
界
に
「
行
っ
て
」、
あ
ひ
る
と
い
う
未
知
の
存

在
に
触
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
ア
ン
ガ
ス
は
絵
本
で
は
好
奇
心
旺
盛
な
犬
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

よ
う
な
ア
ン
ガ
ス
に
と
っ
て
好
奇
心
を
満
た
す
も
の
は
常
に
「
垣
根
」
の
向
こ
う
側
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　

ア
ン
ガ
ス
は
そ
こ
で
未
知
な
る
も
の
の
正
体
と
し
て
の
あ
ひ
る
と
出
会
い
、
そ
し
て
逃
げ
「
帰
っ
て
」

き
ま
す
。
実
は
こ
の
「
逃
げ
る
」
と
い
う
の
も
、
絶
対
条
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
物
語
の
基
本
の
要
素
で

す
。
こ
の
点
は
別
の
章
で
触
れ
ま
し
ょ
う
。
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そ
れ
で
も
一
つ
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
逃
げ
帰
っ
て
き
た
先

が
ソ
フ
ァ
ー
の
下
（
図
2
）
と
い
う
ア
ン
ガ
ス
に
と
っ
て
安
心
で
き
る
場
所

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、「
未
知
の
も
の
」
に
触
れ
る
だ
け
な
ら
、
行
き
っ
ぱ
な
し
で
い

い
わ
け
で
す
。
し
か
し
「
帰
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
元
に
居
た
場

所
の
意
味
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
主
人
公
に
と
っ
て
の
「
日

常
」
や
「
現
実
」
の
確
か
さ
が
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
感
さ

れ
る
の
が
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
の
主
題
な
の
で
す
。
い
わ
ば
「
現
実
」

を
再
発
見
す
る
の
が
「
物
語
」
だ
、
と
さ
え
言
え
ま
す
。

「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
の
最
も
原
初
的
な
形
は
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」

の
遊
び
で
す
。
お
母
さ
ん
が
顔
を
隠
し
、
そ
し
て
現
れ
る
遊
び
が
赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
何
故
、
魅
力
的
な

の
か
と
い
え
ば
、「
お
母
さ
ん
が
い
る
」
と
い
う
世
界
か
ら
「
い
な
い
」
と
い
う
世
界
に
「
行
っ
て
」、
そ

し
て
再
び
「
お
母
さ
ん
が
い
る
」
世
界
に
戻
っ
て
く
る
、
と
い
う
枠
組
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
隠
れ
ん

坊
」
と
い
う
遊
び
も
同
様
で
し
ょ
う
。

　

隠
れ
る
、
つ
ま
り
「
向
こ
う
側
」
に
一
人
い
っ
て
し
ま
っ
て
み
ん
な
の
許
に
戻
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
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な
い
、
と
い
う
不
安
と
、「
見
つ
け
ら
れ
る
」
こ
と
で
戻
っ
て
こ
れ
る
安
堵
が
そ
こ
に
は
あ
る
は
ず
で
す
。

「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
こ
こ
」
と
い
う
足
場
や
現
実
の
確
認
の
手
続
き
と
し
て
あ
る

と
言
え
ま
す
。

「
行
っ
て
帰
る
」
文
法
に
忠
実
な
宮
崎
ア
ニ
メ

　

そ
の
意
味
で
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
こ
の
「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
文
法
を
巧
み
に
使
っ
た
作

品
が
多
い
の
は
注
意
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
で
あ
れ
ば
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う

側
、
さ
ら
に
は
橋
を
越
え
た
先
に
あ
る
（「
ト
ン
ネ
ル
」
も
「
橋
」
も
「
境
界
線
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
）、
向
こ
う
側
の
世
界
の
油
屋
に
千
尋
が
「
行
く
」
こ
と
で
物
語
が
始
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
向

こ
う
側
の
世
界
に
お
い
て
も
、
ハ
ク
を
助
け
る
た
め
に
カ
オ
ナ
シ
と
水
の
上
を
走
る
列
車
に
乗
っ
て
銭
婆

の
と
こ
ろ
に
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
で
も
二
つ
の
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
が
仕
掛
け
て
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
宗
介
と
出
会
っ
た
ポ
ニ
ョ
が
海
の
底
に
連
れ
戻
さ
れ
て
、
け
れ
ど
人
間
の
姿
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
る

「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
。
も
う
一
つ
は
宗
介
が
ポ
ニ
ョ
と
と
も
に
水
の
底
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
い
る
場
所
に

旅
を
す
る
物
語
。
宮
崎
駿
は
、『
パ
ン
ダ
コ
パ
ン
ダ 

雨
ふ
り
サ
ー
カ
ス
の
巻
』
や
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
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な
ど
、「
向
こ
う
側
」
の
世
界
を
し
ば
し
ば
水
没
し
た
街
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
描
き
ま
す
。

『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
で
は
水
の
底
か
ら
宗
介
た
ち
が
「
帰
る
」
部
分
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
や
が

て
津
波
は
ひ
い
て
街
に
戻
る
こ
と
は
一
応
は
予
感
さ
れ
ま
す
。

　

宮
崎
作
品
の
中
で
こ
う
い
っ
た
「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
基
本
の
文
法
に
最
も
忠
実
で
、
か
つ
そ
の
要

素
だ
け
で
一
本
の
作
品
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
が
『
め
い
と
こ
ね
こ
バ
ス
』
で
す
。

　

実
は
こ
の
作
品
は
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
の
続
編
で
、
三
鷹
の
ジ
ブ
リ
美
術
館
で
不
定
期
に
、
か
つ
、

こ
っ
そ
り
と
上
映
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
20
分
ほ
ど
の
短
編
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
本
当
に
最
小
限
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

　

あ
る
風
の
強
い
日
、
メ
イ
の
部
屋
に
小
さ
な
竜
巻
が
迷
い
込
み
ま
す
。
そ
の
正
体
は
猫
バ
ス
の
子
供
、

つ
ま
り
こ
ね
こ
バ
ス
で
、
メ
イ
は
こ
ね
こ
バ
ス
に
キ
ャ
ラ
メ
ル
を
あ
げ
ま
す
。

　

深
夜
、
こ
の
こ
ね
こ
バ
ス
が
こ
っ
そ
り
や
っ
て
き
て
、
メ
イ
は
こ
ね
こ
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
す
。
ち
ょ

う
ど
一
人
乗
り
の
ね
こ
バ
ス
で
す
。
ぼ
く
は
『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
メ
ー
カ
ー
』
の
中
で
、「
ね
こ
バ
ス
」
は
日

本
の
昔
話
に
出
て
く
る
「
姥
皮
」
と
同
じ
役
割
を
物
語
の
構
造
上
持
っ
て
い
て
、
主
人
公
が
親
か
ら
離
れ

不
安
定
な
状
態
に
あ
る
時
に
こ
れ
を
庇
護
す
る
ア
イ
テ
ム
だ
と
記
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
ね
こ
バ
ス
の
描
か

れ
方
こ
そ
は
、
ま
さ
に
ね
こ
バ
ス
が
「
姥
皮
」
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
ま
す
（
図
3
）。
メ
イ
は
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「
こ
ね
こ
バ
ス
」
を
衣
と
し
て
「
被
る
」
わ
け
で
す
か
ら
。

　

こ
ね
こ
バ
ス
で
メ
イ
は
「
風
浄
土
」
と
い
う
鎮
守
の
森
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
ト
ト
ロ
に
似
た
生
き

物
が
様
々
な
ね
こ
バ
ス
で
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

メ
イ
は
こ
の
ト
ト
ロ
に
似
た
お
化
け
に
囲
ま
れ
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
不
安
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
ト
ト

ロ
が
い
る
こ
と
を
発
見
し
思
わ
ず
飛
び
つ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
メ
イ
は
、
こ
ね
こ
バ
ス
や
ト
ト
ロ
と
一
緒
に
お
ば
あ
さ
ん

の
ね
こ
バ
ス
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
キ
ャ
ラ
メ
ル
を
あ
げ
ま
す
。

　

あ
と
は
も
う
一
度
、
こ
ね
こ
バ
ス
で
戻
っ
て
き
て
お
し
ま
い
で
す
。

　

物
語
は
そ
れ
だ
け
、
で
す
。

　

さ
つ
き
も
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か
事
件

が
起
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
こ
ね
こ
バ
ス
に
乗
っ
て
「
行
っ
て
帰
る
」
だ
け
の
作
品
で

す
が
、
宮
崎
駿
の
大
長
編
を
観
た
よ
う
な
満
足
感
さ
え
あ
り
ま
す
。

　

ぼ
く
は
、
ジ
ブ
リ
美
術
館
が
仕
事
場
か
ら
徒
歩
五
分
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
こ
の
『
め
い
と
こ
ね
こ
バ
ス
』
が
上
映
さ
れ
る
と
知
る
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と
こ
っ
そ
り
観
に
行
く
の
で
す
が
、
鎮
守
の
森
で
メ
イ
が
ト
ト
ロ
に
似
た
オ
バ
ケ
に
囲
ま
れ
た
シ
ー
ン
に

さ
し
か
か
る
と
、
大
抵
場
内
に
い
た
子
供
の
何
人
か
が
思
わ
ず
「
怖
い
」
と
小
さ
な
声
で
つ
ぶ
や
く
の
が

い
つ
も
印
象
的
で
す
。

　

こ
の
シ
ー
ン
で
別
に
オ
バ
ケ
た
ち
は
メ
イ
に
何
か
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
バ
ケ
は
ト
ト
ロ
と

同
じ
フ
ォ
ル
ム
で
す
。

　

で
も
、
こ
の
シ
ー
ン
は
「
怖
い
」
の
で
す
。

　

何
故
な
ら
、
そ
こ
は
メ
イ
が
こ
ね
こ
バ
ス
と
一
緒
と
は
い
え
、
両
親
や
さ
つ
き
の
い
る
家
で
は
な
い
。

「
向
こ
う
側
」
の
未
知
の
世
界
だ
か
ら
で
す
。「
怖
い
」
と
は
、
恐
ろ
し
い
怪
物
に
襲
わ
れ
る
ホ
ラ
ー
的
な

経
験
で
は
な
く
、「
一
人
」
で
「
向
こ
う
側
」
に
い
る
こ
と
の
不
安
で
あ
り
、
あ
る
い
は
未
知
の
も
の
へ
の

恐
れ
で
あ
る
こ
と
を
、
い
つ
も
こ
の
シ
ー
ン
で
映
画
館
の
中
の
子
供
た
ち
の
呟
き
を
耳
に
し
な
が
ら
感
じ

ま
す
。

　

そ
う
い
う
「
怖
さ
」
が
『
め
い
と
こ
ね
こ
バ
ス
』
に
ち
ゃ
ん
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
重
要
で
す
。
そ
れ

は
「
向
こ
う
側
」
が
正
し
く
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
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「
成
年
式
」
と
し
て
の
物
語

「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
物
語
が
「
隠
れ
ん
坊
」
と
い
う
遊
び
と
酷
似
し
て
い
る
、
と
先
に
記
し
ま
し
た

が
、
そ
の
こ
と
を
か
つ
て
正
確
に
指
摘
し
た
一
人
が
藤
田
省
三
で
す
。

遊
戯
上
の
こ
の
経
験
の
核
心
の
部
分
に
影
絵
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
「
実
物
」
は
一
体
何
か
。
す
な
わ
ち
隠

れ
ん
坊
の
主
題
は
何
で
あ
る
の
か
。
窪
田
富
男
氏
が
訳
業
の
労
を
と
ら
れ
た
Ｇ
・
ロ
ダ
ー
リ
の
指
摘
に
従
っ

て
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
遊
戯
的
経
験
の
芯
に
写
っ
て
い
る
も
の
は
「
迷
い
子
の
経
験
」
な
の
で
あ
り
、

自
分
独
り
だ
け
が
隔
離
さ
れ
た
孤
独
の
経
験
な
の
で
あ
り
、
社
会
か
ら
追
放
さ
れ
た
流
刑
の
経
験
な
の
で
あ

り
、
た
っ
た
一
人
で
さ
ま
よ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
彷
徨
の
経
験
な
の
で
あ
り
、
人
の
住
む
社
会
の
境
を
越
え
た

所
に
拡
が
っ
て
い
る
荒
涼
た
る
「
森
」
や
「
海
」
を
目
当
て
も
方
角
も
分
ら
ぬ
ま
ま
に
何
か
の
た
め
に
行
か

ね
ば
な
ら
ぬ
旅
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
追
放
さ
れ
た
彷
徨
の
旅
の
世
界
が
短
い
瞑
目
の

後
に
突
然
訪
れ
て
来
る
と
こ
ろ
に
、
或
る
朝
眠
り
か
ら
醒
め
る
と
到
来
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
日
常
的
予

想
を
遙
か
に
超
え
た
出
来
事
の
想
像
が
そ
の
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
カ
フ
カ
的
世
界
に
ま

で
通
ず
る
或
る
可
能
的
経
験
の
暗
示
で
さ
え
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
親
指
太
郎
」
の
世
界
と
「
隠
れ
ん
坊
」
の
世
界
と
は
全
く
同
じ
主
題
を
持
っ
て
対
応
し
て
い
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る
の
で
あ
っ
た＊

３

。

「
隠
れ
ん
坊
」
と
は
昔
話
や
神
話
の
主
人
公
が
旅
に
出
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
天
国
や
家
か
ら
追
放
さ
れ
、

さ
ま
よ
い
、
し
か
し
最
後
は
主
人
公
は
元
い
た
場
所
に
「
戻
る
」
こ
と
で
自
分
の
足
場
を
確
認
す
る
こ
と

と
同
じ
経
験
を
す
る
も
の
だ
、
と
藤
田
は
考
え
ま
す
。

　

こ
の
藤
田
の
考
え
方
で
重
要
な
の
は
民
俗
学
や
人
類
学
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
「
行
っ
て
帰
る
」

物
語
と
し
て
の
「
隠
れ
ん
坊
」
に
は
「
成
年
式
」
の
反
映
が
あ
る
、
と
論
を
進
め
て
い
る
点
で
し
ょ
う
。

昔
話
の
構
造
と
民
俗
学
的
な
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
の
「
成
年
式
」
が
対
応
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
民

話
研
究
の
古
典
的
立
場
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　

つ
ま
り
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
と
は
、
人
が
子
供
か
ら
大
人
に
な
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
物
語
と
い
う

形
で
経
験
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

「
成
年
式
」（
あ
る
い
は
「
通
過
儀
礼
」
や
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）
は
、

三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
定
説
で
す
。

　

一
つ
め
は
、
儀
礼
へ
の
参
加
者
を
元
居
た
環
境
、
つ
ま
り
家
族
や
そ
こ
ま
で
の
生
活
圏
か
ら
引
き
離
す

プ
ロ
セ
ス
。
つ
ま
り
「
向
こ
う
側
」
に
「
行
く
」
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

＊3　藤田省三著『精神史的考察　いくつかの断面に即して』（平凡社、1982年） 36



　

次
が
「
向
こ
う
側
」
で
起
き
る
出
来
事
で
す
。
儀
礼
の
参
加
者
は
「
向
こ
う
側
」
に
行
く
こ
と
で
象
徴

的
な
死
の
状
態
に
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
民
俗
儀
礼
で
は
山
中
や
洞
穴
な
ど
「
こ
ち
ら
側
」
か
ら
隔
離
さ

れ
、
神
話
や
昔
話
で
は
主
人
公
は
死
者
の
国
へ
と
旅
を
し
ま
す
。

　

最
後
は
、
再
生
。
参
加
者
は
「
向
こ
う
側
」
か
ら
現
実
に
「
戻
っ
て
」
く
る
こ
と
で
、「
行
っ
た
」
時
と

は
違
う
何
者
か
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
「
成
年
式
」
な
い
し
は
「
通
過
儀
礼
」
は
、
そ
れ
自
体
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
と
し
て
あ

る
、
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

「
日
常
」
と
「
非
日
常
」
の
「
境
界
線
」
を
越
え
る

　

無
論
、
現
在
の
社
会
で
は
民
俗
儀
礼
的
な
「
成
年
式
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
毎
年
一
月
に
行
わ
れ
る
自

治
体
が
主
催
の
成
年
式
に
「
行
っ
て
帰
る
」
構
造
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
が
自

分
た
ち
が
今
、
こ
の
現
実
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
確
認
の
手
順
と
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
過
程
を
通
じ

て
人
が
少
し
ず
つ
大
人
に
な
っ
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
経
験
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
成
年
式

が
消
滅
し
た
社
会
で
あ
る
が
故
に
、
人
は
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
を
よ
り
必
要
と
し
て
い
る
と
さ
え
言
え

ま
す
。

37 第 1章　　物 語 の 基 本 中 の 基 本 は  「行 っ て 帰 る」  で あ る



　

例
え
ば
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
大
半
が
、
観
客
が
乗
り
物
に
乗
っ
て
「
異
世
界
」

つ
ま
り
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
虚
構
の
世
界
に
「
行
っ
て
帰
る
」
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
故
だ
と
言
え

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
と
は
「
成
年
式
」
つ
ま
り
、
人
が
子
供
か
ら
大
人
に
な
る
、
何
ら

か
の
「
成
長
」
の
た
め
に
ど
こ
か
違
う
場
所
に
「
行
っ
て
帰
る
」
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

こ
の
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
を
図
に
す
る
と
図
4

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

主
人
公
は
日
常
か
ら
非
日
常
に
「
行
っ
て
帰
る
」

一
方
で
、
元
の
状
態
か
ら
は
変
化
し
て
い
る
こ
と
を

図
示
し
た
と
思
っ
て
下
さ
い
。
主
人
公
は
マ
イ
ナ
ス

状
態
つ
ま
り
「
欠
如
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
プ
ラ
ス

状
態
、
す
な
わ
ち
「
欠
如
の
解
消
」
に
向
か
う
た
め
、

一
度
、
縦
軸
つ
ま
り
「
境
界
線
」
を
越
え
て
非
日
常

の
側
に
「
行
っ
て
帰
る
」
必
要
が
あ
る
の
で
す
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こ
の
よ
う
に
「
物
語
」
は
「
境
界
」
を
「
越
境
」
す
る
こ
と
で
始
ま
る
、
と
も
言
え
ま
す
。
大
抵
の
場

合
、
主
人
公
は
境
界
線
の
向
こ
う
へ
「
行
っ
て
帰
る
」
わ
け
で
す
が
、
一
方
で
以
下
の
如
き
「
物
語
」
も

存
在
し
ま
す
。

　
昔
、
正
直
な
男
が
山
へ
草
刈
り
に
行
っ
て
、
一
羽
の
鶴
が
矢
を
負
う
て
い
る
の
を
助
け
た
。
そ
の
年
の
秋

頃
、
見
知
ら
ぬ
女
が
来
て
泊
め
て
く
れ
と
い
う
。
男
は
気
の
毒
に
思
っ
て
泊
め
て
や
り
、
つ
い
に
夫
婦
と
な

っ
た
。
そ
の
う
ち
に
お
正
月
に
な
っ
た
が
、
貧
乏
で
年
取
り
の
用
意
も
出
来
な
い
の
で
、
嫁
は
一
生
懸
命
機

織
り
を
し
て
、
そ
の
布
を
王
様
の
所
へ
も
っ
て
行
っ
て
買
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
と
い
う
。
持
っ
て
行
く
と
沢

山
の
金
を
く
れ
て
も
う
一
反
織
っ
て
こ
い
と
い
わ
れ
た
。
家
に
帰
っ
て
妻
に
話
を
す
る
と
、
も
う
一
反
織
れ

る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
織
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
代
わ
り
織
り
上
げ
る
ま
で
決
し
て
来
な

い
よ
う
に
と
言
っ
て
部
屋
に
入
っ
た
。
男
は
不
思
議
に
思
っ
て
そ
っ
と
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
全
身
ほ
と
ん
ど

裸
の
鶴
が
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
羽
を
一
本
ず
つ
食
い
ぬ
い
て
機
を
織
っ
て
い
た
。
見
て
く
れ
る
な
と
あ
れ
ほ

ど
言
っ
た
の
に
、
な
ぜ
見
た
か
。
私
は
い
つ
か
あ
な
た
に
助
け
ら
れ
た
鶴
で
す
。
御
恩
返
し
の
た
め
に
来
た

の
で
す
が
、
見
ら
れ
た
か
ら
に
は
も
う
い
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
っ
て
、
裸
の
ま
ま
ど
こ
か
へ
と
ん
で
行

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
織
物
は
「
し
ょ
く
こ
う
の
に
し
き
」
と
言
う＊

４

。
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こ
れ
は
民
俗
学
上
は
「
異
類
譚
」
と
総
称
さ
れ
る
昔
話
の
一
つ
で
、
こ
の
世
の
者
で
な
い
異
性
が
主
人

公
の
許
に
や
っ
て
来
て
、
そ
し
て
主
人
公
と
結
婚
し
た
後
、
再
び
去
っ
て
行
く
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
物
語
で
は
、
主
人
公
は
向
こ
う
側
に
移
動
し
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
異
類
と
し
て
の
配
偶
者
は
「
や

っ
て
来
て
去
っ
て
」
行
き
ま
す
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
異
類
の
側
か
ら
見
れ
ば
人
間
界
に
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
だ
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
学
園
も
の
の
ま
ん
が
や
映
画
で
定
番
で
あ
る
「
転
校
生
」
も
の
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
す
。
学
校

の
「
外
」
か
ら
転
校
生
が
や
っ
て
来
て
再
び
「
外
」
に
去
っ
て
行
く
物
語
は
、
転
校
生
の
側
か
ら
見
れ
ば

「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
に
な
る
わ
け
で
す
。
大
林
宣
彦
の
映
画
『
時
を
か
け
る
少
女
』
が
好
例
で
す
が
、
ケ

ン
・
ソ
ゴ
ル
は
尾
道
の
街
の
学
校
に
未
来
か
ら
「
来
て
」、
そ
し
て
「
帰
る
」
わ
け
で
す
。
異
世
界
か
ら
来

た
ヒ
ー
ロ
ー
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
、『
ウ
ル
ト
ラ
セ
ブ
ン
』
に
お
い
て
モ
ロ
ボ
シ
・
ダ
ン
と
ア
ン
ヌ
と
の
別

れ
が
丹
念
に
描
か
れ
る
の
は
、
ダ
ン
に
と
っ
て
こ
れ
が
「
行
っ
て
帰
る
」
物
語
だ
か
ら
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
物
語
」
と
は
ま
ず
、
世
界
と
世
界
に
一
本
の
線
を
引
き
、
そ
し
て
、
そ
の
一
方
か
ら
他

方
に
「
越
境
」
し
、
再
び
戻
る
こ
と
で
そ
こ
に
出
現
す
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
と
さ
え
言
え
ま
す
。
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次
章
で
は
ロ
シ
ア
の
民
俗
学
者
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
の
物
語
論
を
踏
ま
え
て
、
も
う
少
し
複

雑
な
物
語
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

イ ベ ン ト

ニッポンのスタートアップ

ジセダイジェネレーションズU-25

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

3年後に再会することを約束して行う、

未来アポ付きスタートアップインタビュー！

彼らはどうやって「闘う相手」を見つけたのか
。

各界の超新星に、その軌跡と未来を聴く。

君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/special/startup/
http://ji-sedai.jp/special/generations/
http://ji-sedai.jp/
http://ji-sedai.jp/
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