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「A
I

万
能
神
話
」
に

．

足
を
掬
わ
れ
な
い
術
を

「
知
的
異
種
格
闘
技
戦

」
か
ら
学
べ

9
・
・
1

類
学
者
・
霊
長
類
学
者
の
山

人
極
寿
一
氏
（
京
都
大
学
元
総

長
）
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
・
宗
教

学
者
の
小
原
克
博
氏
（
同
志
社`
大
学

神
学
部
長
）
に
よ
る
刺
激
的
な
知
的

異
種
格
闘
技
だ
。

山
極
氏
は
自
ら
の
方
法
論
に
つ
い

て
こ
う
述
べ
る
。
〈
我
々
の
研
究
方

法
は
、
サ
ル
に
な
っ
て
サ
ル
の
歴
史

を
書
け
、
あ
る
い
は
、
ゴ
リ
ラ
の
気

持
ち
に
な
っ
て
、
ゴ
リ
ラ
の
や
っ
て

い
る
こ
と
を
理
解
せ
よ
と
い
う
も
の

で
す
。
日
本
の
霊
長
類
研
究
を
つ
く

っ
た
今
西
錦
司
先
生
は
そ
う
お
っ
し

や
っ
て
、
学
生
た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
の

フ
ィ
ー
ル
ド
に
送
り
出
し
ま
し
た
。

今
西
先
生
ご
自
身
は
サ
ル
だ
け
で
は

な
く
、
ウ
マ
や
ウ
サ
ギ
な
ど
も

学
生

に
調
査
さ
せ
ま
し
た
が
、
人
間
社
会

の
起
源
を
探
る
上
で
は
、
ヒ
ト
に
近

い
霊
長
類
が
ぴ
っ
た
り
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
、
サ
ル
を
研
究
の
中
心
に

据
え
ら
れ
ま
し
た
〉。
サ
ル
を
単
な

る
研
究
対
象
と
す
る
だ
け
で
は
不
十

分
で
、
サ
ル
に
な
る
こ
と
が
研
究
上

不
可
欠
だ
と
い
う
立
場
だ
。

人
間
が

．
サ
ル
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
サ
ル
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
の
「
不
可
能
の
可
能
性
」

に
挑
む
こ
と
が
サ
ル
学
の
方
法
論
な

の
だ
。

こ
の
方
法
論
は
神
学
と
親
和
性
が

高
い
。

神
学
者
を
含
め
、
人
間
は
神

で
は
な
い
。

神
と
人
間
は
質
的
に
異

な
る
存
在
な
の
で
、
原
理
的
に
人
間

が
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

し
か
し
、
神
学
者
は
神
に
つ
い

．

て
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の

よ
う
に
し
て
「
不
可
能
の
可
能
性
」

に
神
学
者
は
挑
む
の
で
あ
る
。

小
原

氏
は
、
山
極
氏
が
「了
解
」
と

「理

解
」
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
、

〈山
極
先
生
は
意
識
と
知
能
が

分
離
さ
れ
る
こ
と
の
危
う
さ
を
指
摘

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
応
す
る
「
了
解
」

と
「
理
解
」
の
違
い
に
注
意
を
促
し

ヽ

再
て
い
ま
す
。
「理
解
」
を
ロ
ゴ
ス
（言

葉
）
や
論
理
の
領
域
の
働
き
と
し
て

、

「
了
解
」を
身
体
的
・
直
観
的
な
領

域
の
働
き
と
し
て
区
分
し
、
後
者
が

A
I

の
発
達
に
よ
っ
て
爵
き
去
り
に

さ
れ
る
こ
と
を
山

極
先
生
は
危
惧
さ

れ
て
い
ま
す
〉
と
述
べ
る
。
頭
で
理

解
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
身
体

全
体
で
了
解
す
る
こ
と
が
重
要
な
の

だ
。
キ
リ
ス
ト
教
を
理
屈
だ
け
で
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
を

信
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て

救
わ
れ
た
と
各
人
が
身
体
全
体
で
感

じ
取
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ。

同
志
社
大
学
神
学
部
は
、
日

本
基

督
教
団

（日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス

タ
ン

ト
の
最
大
教
派
）
の
認
可
神
学

校
な
の
で
、
そ
こ
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
神
学
が
教
え
ら
れ
る。
カ
ト
リ

ッ
ク
は
救
済
の
た
め
に
は
「
信
仰
と
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行
為
」
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る。

対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
「
信
仰

の
み
」
だ
。

こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
が
行
為
を
軽
視
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
は
な
い
‘ °

信
仰
即
行
為
な
の

で
、
信
仰
と
行
為
を
切
り
離
せ
る
と

い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
観
に
異
議

を
申
し
立
て
て
い
る
の
だ
。

信
仰
と

行
為
は
異
質
だ
が
、
異
質
な
概
念
を

「
即
」
と
い
う言
葉
に
よ
っ
て
限
り

な
く
近
づ
け
る
こ
と
を
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
は
試
み
る
の
だ。

こ
れ
は
京
都

学
派
の
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
に
似
た

構
成
だ
。極

氏
は
西
田
哲
学
に
つ
い
て

"
L

こ
う
述
べ
る
。
〈西
田
幾
多

郎
は
、
行
為
的
直
観
と
い
う
こ
と
を

よ
く
口
に
し
ま
す
が
、
こ
の
行
為
的

直
観
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
空
間

と
時
間
は
別
の
秩
序
を
表
す
も
の
で

あ
っ
て
、
今
の
自
然
科
学
で
人
間
を

表
そ
う
と
す
る
と
、
別
々
の
形
で
表

す
し
か
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
を
直

観
に
よ
っ
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

i

の
が
、
人
間
で
あ
り
、
生
命
で
あ
る

と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
／
西
田

は
「
即
」．と
い
う
語
を
よ
く
使
い
ま

す
。

機
能
即
構
造
、
一
即
多
、
多
即

一
な
ど
で
す
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
重

要
な
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
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ま
す
。

生
物
は
動
き
の
中
に
い
る
わ

け
で
す
。

動
き
が
感
じ
ら
れ
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
生
命
の
本
質
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
鴨
長
明
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、

ゆ
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し

か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
だ
と
か
、

そ
う
い
う
表
現
が
大
事
だ
と
い
う
わ

け
で
す
。

生
物
と
い
う
の
は
自
分
一

人
で
は
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

他
の
生
物
と
共
存
し
て
い
た

り
、
他
の
生
物
、
あ
る
い
は
、
人
間

に
同
調
し
て
い
た
り
す
る
中
で
、
生

命
感
を
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
我
々

人
間
は
直
観
と
言
い
、
行
為
に
よ
っ

て
直
観
と
い
う
も
の
を
具
体
化
し
て

き
た
。

し
か
し
、
自
然
科
学
と
い
う

も
の
は
、
簡
単
に
言
え
ば
時
間
を
空

間
化
し
て
、
つ
ま
り
視
覚
化
し
て
提

平凡社新杏より
2019年に刊行

示
す
る
方
法
を
開
発
し
て
き
た
わ
け

で
す
〉
。
行
為的
直
観
の
立
場
を
取

る
と
、
森
羅
万
象
が
動
き
の
中
に
あ

る
こ
と
に
な
る

。

キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
神
も
静
止
せ
ず
に
常
に
動
い
て

い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
小
原

氏
と
山
極
氏
の
議
論
は
噛
み
合
っ
て

い
る
。

小
原
氏
は
、
直
観
を
重
視
す

る
。〈

一
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と
なく
変
化

し
続
け
る
環
境
の
中
で
、
次
の
状
態

を
予
測
す
る
と
い
う
の
は
非
常
に
難

し
い
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
可
能
に

す
る
直
観
な
し
に
生
物
は
生
き
残
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
よ
ね。
ど
の
よ

う
な
生
物
も
環
境
と
の
相
互
作
用
の

中
で
自
己
認
識
し
、
そ
の
意
味
で
主

体
性
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
A
I
の

場
合
に
は
、
厳
密
に
定
義
さ
れ
た
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
な
け
れ
ば
動
作
でき

ま
せ
ん
。

身
体
を
持
た
な
い
A
I

か

ら
主
体
性
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
、

か
な
り
疑
問
で
す
。
素
人
な
が
ら
、

私
が
汎
用
型
A
I

の
誕
生
に
懐
疑
的

な
の
は
、
こ
う
し
た
点
に
理
由
が
あ

り
ま
す
。
／
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
世

界
で
は
、
主
体
性
と
い
う
言
葉
に
関

連
し
て
、
自
由
意
志
が
論
じ
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

人
間
に
は
自
由
意
志
が

あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
。

五
世
紀
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
が
そ
の
問
題
を
論
じ
て
い
ま
し
た

し
、

一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
の
際
に

は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
「
自由
意
志
論
」

を
、
ル
タ
ー
が

「奴
隷
意
志
論
j
を

著
し
て
、
両
者
は
激
論
を
交
わ
し
ま

し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
な
言

い
方
を
す
る
と
、
人
間
は
原
罪
を
負

っ
て
い
る
の
で
、
正
し
い
こ
と
を
思

っ
て
も
、
そ
れ
を
実
践
す
る
力
を
持

た
ず
、
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
し
か
正

し
い
こ
と
を
な
し
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す

〉
。神
と
人
間
の

関
係
に
法
則
性
は
な
い
。

神
は
人
間

の
歴
史
に
恣
意
的
に
介
入
す
る。
神

を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
計
算
手

順
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
い
う
神
学
的
基
本
が
し
つ
か
り

し
て
い
る
の
で
、
小
原
氏
は
A
I

万

能
神
話
に
足
を
掬
わ
れ
な
い
の
だ
。
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