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本稿では，RSS や FOAF といった近年注目されてはじめている XML 形式で配布されているメタデ

ータへの応用を想定した，XML から漫画表現へとトランスコーディングするためのフレームワークを

提案し，それを実現するトランスコーダの仕組みを説明する．また，このトランスコーダを RSS と

FOAF に適用した応用例も併せて紹介する．漫画表現のトランスコーディングには，漫画がもつスト

ーリーの整合性の維持や絵作りといった既存のトランスコーディング以上に高度な処理が必要となる

が，本フレームワークは，出力されるコンテンツのデータにメタデータを付与することによって自然

なストーリーをもつ漫画表現を実現する． 

A Proposal of a Framework for Transcoding 

 from XML to Manga Expression 

Ryuuki Sakamoto and Kiyoshi Kogure 

ATR Intelligent Robotics and Communication Laboratories 

 

This paper proposes a transcoding framework from XML to “manga expression” and describes its 

implementation. This framework is assumed to be applied to the metadata which are distributed in a kind 

of XML form such as RSS and FOAF. This paper describes the applications using the transcoding framework 

for RSS and FOAF. Since transcoding in comics style requires knowledge contained in the data themselves, 

the framework uses metadata to control the transcoding process. Our framework realized the processing 

by giving metadata to data of the output contents. 

 

1．はじめに 

あるコンテンツを利用形態に応じて適切な

形に変換する技術は，トランスコーディングと

呼ばれている[1]．例えば，PC 用に作成された

Web コンテンツを携帯電話の画面でも表示で

きるように変換する等という作業は，コンテン

ツの構造さえ判っていれば計算機が自動的に

トランスコーディングできる．一方，このよう

にコンテンツを単純に変換するのではなく，コ

ンテンツのアノテーションを利用して高度な

トランスコーディングをおこなう試みがなさ

れている[1]．トランスコーディングは，柔軟

な意味記述や変換が比較的容易に可能な XML

と親和性が高く，例えば文献[1]で紹介されて

いるトランスコーダではコンテンツに対する

メタデータとしてのXMLから適当な形をした

XML に変換，出力する形態をとっている． 

本稿では，RSS[2]や FOAF[3]といったセマ

ンティック Web[4]の潮流上にある XML 形式

で配布されるメタデータへの応用を想定した，
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XML から漫画表現へとトランスコーディング

するためのフレームワークと，それを実現する

トランスコーダを提案する．また，このトラン

スコーダを RSS と FOAF に適用した応用例を

示す． 

 

2．先行研究 

 トランスコーディングに関する研究は数多

くなされているが，その中でも文献[1]は，単

純なトランスコーディングに比べて，コンテン

ツをより適切な形にトランスコーディングす

るためには内容理解が重要であるという観点

に立ち，テキストだけではなく，マルチメディ

アコンテンツにもアノテーション，すなわち，

メタデータを付与したマルチメディアコンテ

ンツをもトランスコーディングする枠組みを

提案している．ここで紹介されているシステム

は，変換元と変換先の表現方法が同じであるた

め，変換元となるコンテンツに対してアノテー

ションはあっても，変換先のコンテンツには表

示テンプレート程度の情報しか与えないと考

えられる．例えば，ビデオ要約や Web 翻訳は

そのまま同じ表現でよいであろうし，ビデオを

テキスト要約するにしても例えば HTML のテ

ンプレート程度の情報を与えれば十分であろ

う．しかし，本研究では，変換元は XML，変

換先のコンテンツは漫画であり，漫画における

ストーリー上の整合性やコマの絵作り等を考

慮しなければ巧く表現として成立しない[5]．そ

こで，変換先の要素データにアノテーションを

付与し，それを処理することで漫画という高度

な表現を含む出力を実現する． 

 

3．XML の漫画表現を実現するフレーム

ワーク 
3.1 データ構造 

本フレームワークでは，SVG[6]の漫画パー

ツ（以下，パーツデータと呼ぶ）とそのパーツ

に対するメタデータ（以下，パーツメタデータ

と呼ぶ）を利用する．このうち漫画パーツのメ

タデータには，漫画のストーリーの一部である

シーンを対象XMLの特定の状態と結びつける

ための条件が含まれており，結び付けられたシ

ーンを繋ぎ合わせることによって任意の XML

を表現したい漫画として生成することが可能

である．パーツメタデータとしては，コマ情報，

シーン情報，シーン条件，制約条件という 4

種類のメタデータを個別に用意する必要があ

る．図 1 に，これらパーツメタデータ同士の関

係の概念図を示す． 

コマ情報は，パーツデータに格納されたパー

ツデータの一つ以上の名前のセットであり，こ

れを重ね合わせると漫画の一コマとして形成

されるという情報が記された漫画パーツへの

メタデータである．また，リンクアンカの領域

とリンク先の条件も記されている． 

シーン情報は，コマ情報テーブルにおける一

つ以上のレコードの順列をもったセットであ

り，コマ情報に対するメタデータといえる．残

りのシーン条件と制約条件は，どちらもシーン

情報に対するメタデータであり，前者はシーン

が対象XMLのどの状態の時に利用されるのか

という情報が記されており，後者は複数のシー

ンが選択された場合のシーン間の矛盾や制約

関係が記されている． 

3.2 トランスコーダ 

本フレームワークに沿って用意されたパー

図 1 パーツメタデータ 
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ツメタデータはトランスコーダによって処理

される．トランスコーダは，源泉となる XML

からパーツメタデータを参照してストーリー

となる XML を導出することが目的である．よ

って，最終的な表示に使用するパーツデータは

扱わず，パーツメタデータだけを扱う．トラン

スコーダは，まず源泉 XML に対してシーン条

件が真になるシーン群を抜き出す処理をおこ

なう．次に制約条件を解消してストーリーとし

て矛盾しないシーン列を作成する．作成された

シーン列を優先度に従って選別し，そのシーン

を構成するコマとパーツをXML表現したスト

ーリーXML を返す．優先度とは，シーンがも

つ重要度の合計値であり，例えば，コマ数を重

要度とすれば最も長いストーリーが優先され

ることになる．以下，各処理の概要を説明する． 

適合シーンの抜き出し 

シーン条件には，対象 XML 中の情報に対する

条件式が書かれている．条件式は，DOM ベー

スで対象ノードを絞り，そのノードがもつ値の

判定式という形をもつ．トランスコーダは，こ

の判定式が真になるシーン条件をもつシーン

だけを列挙する．この選択されたシーンの集合

を 0S とする． 

シーン条件の制約充足 

0S における任意のシーン is のシーン条件には，

他の任意のシーンである xs に対する順序対な

制約条件 ),( xi ssP と自身の条件 )( isP が記述

されている． ),( xi ssP には， is が xs に対して

存在を許可しない，直後には許可しない，直前

には許可しないといった制約が記述されてい

る．また， )( isP には， is がシーン列の先頭に

なりえるか否かという条件と，シーン列の末尾

になりえるか否かという条件が記述されてい

る． 

トランスコーダは，まず 0S の各要素を調べ，

ストーリーの冒頭に登場してよいシーンの集

合 1S を作る．次に， 1S と 0S の各要素の中で充

足された順序対をリストとして集合 T に追加

する．以下，T のリスト L に含まれるシーン

集合 lS と lSS −0 の各要素で制約充足を

lSS −0 の基数が 0 になるまで繰り返す．ここ

で，充足されたシーン xs の )( xsP にストーリ

ーの末尾として存在してよいという条件がな

い場合は，L に xs を追加して T における L を

更新する． xs がシーン末尾にきてよい場合は，

xs を Lの末尾に追加して解集合 S に Lを追加

したのち，T における L を更新する．以上の

処理は有限回で終了することが保証されるが，

シーンの数によっては時間がかかりすぎるこ

とがあるので，S の基数が 1 以上の場合，時間

制限で処理は打ち切られる．この処理が終わる

と解集合 S を得るが S の基数が 1 以上の場合

は，予め与えられたルールをもとにその中から

一つのリストを選択して，ストーリーの単一な

解として保持する．また，もしも S の基数が 0

である場合は，エラーを返す． 

ストーリーファイルの出力 

ストーリーの解のリストに含まれる各シー

ンは，コマ情報を内包している．コマ情報とは，

各コマが使用するパーツの，そのコマにおける

配置情報と，ファイルへのポインタが URI で

記述されているので，これをシーンとコマの順

列に沿って展開していく．展開されたコマの

URI 群とコマ情報をストーリーファイルとし

て XML で出力する． 

 

4．応用システム 
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本章では，本フレームワークとトランスコー

ダを用いて試作した応用ツール群を二種類紹

介する．対象となる XML は，Web サイトをサ

マリーという形でメタデータ化するためのフ

ォーマットである RSS と人物のプロフィール

をメタデータとして配布するためのフォーマ

ットである FOAF である．この試作における

RSS が対象とするリソースは，電子掲示板で

あり，FOAF が対象とする人物は，学術会議

参加者である．どちらの応用ツールもトランス

コーダとパーツデータ，パーツメタデータとは

別に，ユーザに対して漫画を表示するインタフ

ェースを提供するクライアントソフトを用意

した． 

 

4.1 電子掲示板におけるコメント推移の漫画

化 

オンラインコミュニティの代表的なツール

図 2 RSS 対応電子掲示板の漫画表現 
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である電子掲示板を対象にした漫画表現をお

こなった．電子掲示板は利用しやすい反面，コ

メントの件数が増えた場合には全体の概要を

把握しにくいといった問題点がある．そこで，

電子掲示板の各コメントをリソースとして

RSS として配信し，それを漫画化することで

簡単なダイジェストを提供するツールを考案

した．シーン条件は，コメントの数や最新コメ

ントと閲覧した時刻の関係などで設定し，電子

掲示板でおこなわれている議論の内容を漫画

化するのではなく，議論の盛り上がりや参加人

数といった場の雰囲気を漫画表現した．図にこ

のスクリーンショットを示す．図の左側に掲示

板のコメントがツリー状に表示されており，右

にその掲示板の雰囲気を示した漫画が表示さ

れている． 

4.2 人物プロフィールと人間関係の漫画化 

一般的に，メタデータとは計算機ネットワー

ク上のリソースに対して付与されるものであ

るが，直接的にネットワーク上のリソースでは

ない「人物」に対してメタデータを与える

FOAF と呼ばれる枠組みが提案されている．

FOAF とは，人物プロフィールの RDF/XML

表現[7]である．人物プロフィールは，名前，所

属などの個人に帰属する情報（以下，個人プロ

フィールと呼ぶ）とある人物がどの人物を知っ

ているかという人間関係の情報（以下，人物関

係プロフィールと呼ぶ）という大きく二種類の

情報で構成されている．このうち，FOAF の

人物関係プロフィールでは，知人の FOAF の

URI を指し示すことが可能である．よって，

人物関係プロフィールを辿れば，人間関係のネ

ットワークを把握することができる（図３）． 

人間関係ネットワークをブラウジングする

ツールはいくつか公開されているが，どれも既

存の情報視覚化技術の基本的な手法を応用し

ているにすぎず，FOAF がもつ多様な人物プ

ロフィールを把握しつつブラウジングできる

までには至っていない．そこで，漫画表現によ

って人間関係ネットワークをブラウジングす

る漫画 FOAF ビューワを試作した．ネットワ

ークのブラウジングには，ハイパーリンクが必

要だったため，コマ情報にリンクアンカの領域

とリンク先の FOAF の URI を指定した．クラ

イアントソフトは，このリンク情報から漫画上

にあらわれる人物にリンクアンカを設定して，

ユーザが FOAF を次々読み込めるようなイン

タフェースを提供した． 

ユーザからみた漫画 FOAF ビューワの利用

イメージ（図４）と動作を説明する．まず，利

用者は漫画 FOAF ビューワにある FOAF ファ

イルを読み込ませる．漫画 FOAF ビューワは，

読み込んだ FOAF のルートとなる foaf:Person

を主人公とする漫画を個人プロフィールや関

係プロフィールを基に作成，表示する．この漫

画には，FOAF の関係プロフィールにある人

物が脇役として複数登場しており，そこにはそ

れぞれの脇役がもつ FOAF ファイルに対する

リンクアンカが設定されている．ユーザは，漫

画からこの主人公のもつ個人プロフィールと

関係プロフィールを理解した上で，どの脇役の

リンクを辿るかを決定する．ユーザがあるリン

クアンカを選択すると，漫画 FOAF ビューワ

図 3 FOAF の人間関係ネットワーク 
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は，選択された脇役が所有する FOAF ファイ

ルを読み込み，表示されている漫画が，その脇

役を主人公とする漫画にアニメーションしな

がら切り替わる．この操作を繰り返すことによ

って，ユーザは人間関係ネットワークの各ノー

ドにおいて漫画表現された個人プロフィール

と関係プロフィールを把握しつつ，人間関係ネ

ットワークをインタラクティブにブラウジン

グしていくことが可能である． 

 

5．まとめ 
本稿では，RSS や FOAF といった近年注目

されてはじめているXML形式で配布されてい

るメタデータへの応用を想定した，XML から

漫画表現へとトランスコーディングするため

のフレームワークを提案し，それを実現するト

ランスコーダの説明をおこなった．漫画表現の

トランスコーディングには既存のトランスコ

ーディング以上に高度な処理が必要となるが，

本フレームワークでは，出力されるコンテンツ

にメタデータを付与することによって実現化

した．また，このトランスコーダを RSS と

FOAF に適用した応用例も併せて紹介した． 

現在のフレームワークでは，メタデータ単体

の状態をシーンとして反映させることは可能

なものの，メタデータ間の関係を反映させるこ

とはできない．今後は，このようなデータ間の

関係も反映できるよう，XML ファイル単体の

DOM を扱っている状況から，XLink を用いて

複数のXMLファイルも扱えるように改良をし

ていきたい． 
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図 4 漫画表現によるブラウジング 
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