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前
二
八
世
紀
頃
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
パ
ピ
ル
ス
に

は
電
気
を
発
生
さ
せ
る
魚
類
が
「
ナ
イ
ル
の
雷
神
」

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
類
が
自

分
で
電
気
を
発
生
さ
せ
た
の
は
紀
元
前
七
世
紀
以

後
の
こ
と
で
す
。

　

紀
元
前
七
世
紀
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
記
録
に
、

松ま
つ
や
に脂
の
化
石
で
あ
る
琥こ

は
く珀
を
布
切
れ
で
摩
擦
す
る

と
、
空
中
の
軽
量
の
羽
根
な
ど
を
吸
着
す
る
こ
と
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
言
葉
で
琥

珀
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が

電
気
を
意
味
す
る
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以

後
、
人
類
は
自
然
に
存
在
す
る
電
気
を
観
察
す
る
だ

け
で
し
た
が
、
一
八
世
紀
の
最
後
に
な
っ
て
自
分
で

電
気
を
発
生
さ
せ
る
装
置
を
開
発
し
ま
す
。

　

イ
タ
リ
ア
の
物
理
学
者
Ａ
・
ヴ
ォ
ル
タ
は
一
七
九

九
年
に
希
硫
酸
液
に
亜
鉛
板
と
銅
板
を
挿
入
し
て

両
者
を
電
線
で
結
合
す
る
と
、
銅
板
か
ら
亜
鉛
板
の

方
向
に
電
流
が
発
生
す
る
こ
と
を
実
験
で
確
認
し

ま
し
た
。
人
間
が
電
気
を
手
中
に
し
た
瞬
間
で
す
。

し
か
し
容
器
に
貯
留
し
た
液
体
で
は
運
搬
に
不
便
で

あ
っ
た
た
め
、
一
八
六
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
Ｇ
・
ル

ク
ラ
ン
シ
エ
が
溶
液
を
ゲ
ル
状
態
に
し
た
電
池
を

発
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
最
初
の
「
湿
電
池
」
で
す
。

　

そ
れ
で
も
ゲ
ル
状
態
の
溶
液
が
浸
出
し
て
不
便

で
あ
っ
た
の
で
、
一
八
八
八
年
に
ド
イ
ツ
の
Ｋ
・
ガ

ス
ナ
ー
が
改
良
し
、
溶
液
で
あ
る
塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
を
石
膏
の
粉
末
と
混
合
し
、
溶
液
が
漏ろ

う
え
い洩
し
な
い

電
池
を
開
発
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
一
般
に
は
世
界
最

初
の
「
乾
電
池
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
明

治
時
代
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
期
に
、
ま
っ
た
く

独
立
に
乾
電
池
を
発
明
し
た
人
物
が
い
ま
し
た
。
そ

の
人
物
・
屋
井
先
蔵
を
紹
介
し
ま
す
。

没
落
し
た
生
家
の
再
興
を
目
指
す

　

屋
井
先
蔵
は
江
戸
末
期
の
一
八
六
四
（
文
久
三
）

- � -

一
八
世
紀
に
人
類
は

発
電
技
術
を
発
明
す
る

　

太
古
の
時
代
か
ら
宇
宙
に
は
電
気
が
存
在
し
、
人

類
も
誕
生
し
て
か
ら
落
雷
や
放
電
と
い
う
現
象
で

電
気
を
実
感
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
電
気
ウ
ナ
ギ

や
電
気
ナ
マ
ズ
の
よ
う
に
電
気
を
発
生
す
る
動
物

に
接
触
し
て
電
気
を
体
感
も
し
て
い
ま
し
た
。
紀
元

【
連
載
】『
凛
々
た
る
人
生
』

   　
　
　

   

─ 

志
を
貫
い
た
先
人
の
姿 

─

東
京
大
学
名
誉
教
授　

月
尾
嘉
男

［
第
二
回
］
独
学
で
乾
電
池
を
発
明
し
た　

屋や

い井
先さ

き

ぞ

う蔵
屋井先蔵（1864-1927）
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年
に
越
後
国
長
岡
藩
の
家
禄
三
〇
〇
石
の
上
級
藩

士
の
屋
井
家
に
長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
先
蔵

が
幼
少
の
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
戊ぼ

し
ん辰

戦
争
が

発
生
し
た
時
期
で
し
た
。
当
初
、
長
岡
藩
は
奥
羽
列

藩
同
盟
に
参
加
せ
ず
中
立
を
維
持
し
よ
う
と
新
政
府

軍
と
会
談
し
ま
し
た
が
、
会
談
が
決
裂
し
た
結
果
、

新
政
府
軍
と
対
戦
す
る
北
越
戦
争
が
発
生
し
、
多
数

が
戦
死
し
て
財
政
も
逼
迫
す
る
事
態
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
影
響
で
屋
井
家
も
家
屋
な
ど
を
喪
失
し
、
さ

ら
に
先
蔵
が
六
歳
に
な
っ
た
一
八
七
〇
（
明
治
三
）

年
に
父
親
が
死
亡
し
、
母
親
と
と
も
に
叔
父
に
庇
護

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
家
名
を
再
興

し
た
い
と
の
意
志
か
ら
、
一
三
歳
に
な
っ
た
一
八
七

五
（
明
治
八
）
年
に
東
京
へ
出
掛
け
て
時
計
店
の

丁で
っ
ち稚
に
な
り
ま
す
が
、
病
気
に
な
り
残
念
な
が
ら
帰

郷
し
ま
す
。
し
か
し
先
蔵
が
東
京
で
の
就
職
で
時
計

に
関
係
す
る
仕
事
を
選
択
し
た
の
は
、
大
変
に
懸
命

な
こ
と
で
し
た
。

明
治
に
な
り
時
刻
の
概
念
が

変
化
す
る

　

現
代
で
は
、
未
開
の
土
地
で
も
な
け
れ
ば
、
世
界

の
ど
こ
で
も
季
節
に
関
係
な
く
、
一
日
を
均
等
に
割

算
し
て
時
刻
を
決
定
す
る
定
時
法
で
時
刻
を
決
定

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
江
戸
時
代
は
日
の
出
前
の
薄

明
の
時
間
を
「
明
け
六
つ
」、
日
の
入
後
の
薄
暮
の

時
間
を
「
暮
れ
六
つ
」
と
し
、
そ
の
区
間
を
六
等
分

し
て
一
刻
と
し
て
い
ま
し
た
。
毎
日
、
日
の
出
と
日

の
入
の
時
刻
は
変
化
し
ま
す
が
、
一
年
を
二
四
に
区

分
し
て
決
定
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
一
刻
は
半
月
ご

と
に
変
化
す
る
仕
組
み
で
し
た
。

　

こ
れ
は
不
便
の
よ
う
で
す
が
、
現
在
の
よ
う
な
電

気
照
明
も
な
い
時
代
に
は
日
の
出
と
と
も
に
仕
事

を
開
始
し
、
日
の
入
と
と
も
に
仕
事
を
終
了
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
自
然
と
と
も
に
生
活
す
る
健
康

- � -

な
時
代
で
し
た
。
こ
の
毎
日
変
化
す
る
時
間
を
表
示

す
る
和
時
計
は
開
発
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
大
変
に

複
雑
な
仕
掛
け
で
、
し
か
も
大
型
の
装
置
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
高
価
で
あ
っ
た
た
め
、
大
名
や
豪
商
な

ど
一
部
の
人
々
が
所
有
す
る
だ
け
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
な
り
、
明
治
政
府
は
一
八

七
二
（
明
治
五
）
年
一
一
月
に
「
改
暦
の
布
告
」
を

発
令
し
、
深
夜
を
午
前
○
時
、
一
日
を
二
四
時
間
に

す
る
時
刻
制
度
に
変
更
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
江

戸
時
代
の
よ
う
に
太
陽
の
高
度
で
時
刻
を
推
定
す

る
の
が
困
難
に
な
り
、
時
計
が
必
須
の
装
置
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
社
会
の
変
化
に
反
応
し
、
先
蔵
が
東

京
の
時
計
店
に
奉
公
し
た
の
は
流
石
で
し
た
が
、
病

気
で
帰
郷
し
、
地
元
の
豪
商
が
経
営
す
る
矢
島
時
計

店
に
奉
公
し
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
舶
来
の
高
級
な
時
計
が
あ
り
、
そ
の
精

緻
な
仕
組
み
に
魅
入
ら
れ
、
そ
の
機
構
を
応
用
し
た

永
久
に
作
動
す
る
時
計
を
発
明
し
よ
う
と
決
意
し

ま
す
。
そ
こ
で
矢
島
時
計
店
で
の
七
年
間
の
年
季
奉

公
を
終
了
し
て
二
〇
歳
に
な
っ
た
一
八
八
五
（
明
治

一
八
）
年
に
東
京
へ
移
動
し
、
親
戚
の
石
黒
忠た

だ
の
り悳

の

屋
敷
に
下
宿
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
石
黒
は
陸
軍
の

軍
医
制
度
を
創
設
し
、
自
身
も
軍
医
総
監
と
な
り
、

子
爵
に
も
な
っ
た
明
治
時
代
の
大
物
で
し
た
。

受
験
に
遅
刻
し
時
計
の
発
明
を

目
指
す

　

高
度
な
機
械
を
製
作
す
る
た
め
に
は
知
識
が
必
要

で
あ
る
と
痛
感
し
、
明
治
政
府
が
創
設
し
た
工
部
大

学
校
（
現
在
の
東
京
大
学
工
学
部
）
に
入
学
し
よ
う

と
し
ま
す
が
、
受
験
年
齢
超
過
の
た
め
受
験
で
き
ず
、

一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
東
京
高
等
工
業
学
校

（
現
在
の
東
京
工
業
大
学
）
を
受
験
し
ま
す
が
、
最

初
は
英
語
の
成
績
で
合
格
で
き
ず
、
翌
年
は
遅
刻
で

受
験
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
叔
父
の
経
営
す
る
工
場

- � -
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で
仕
事
を
し
な
が
ら
時
計
の
研
究
を
す
る
決
心
を

し
ま
す
。

　

こ
の
決
心
の
原
因
が
受
験
に
遅
刻
し
た
こ
と
で

し
た
。
当
時
の
日
本
に
は
身
近
な
場
所
に
正
確
な
時

計
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
銀
座
の
名
物
に
な

っ
て
い
る
四
丁
目
角
の
和
光
の
屋
上
に
あ
る
大
時

計
塔
も
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
登
場
し
た
も

の
で
あ
り
（
図
１
）、
懐
中
時
計
は
高
価
で
庶
民
が

入
手
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
現

在
ほ
ど
正
確
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、

先
蔵
は
試
験
に
五
分
遅
刻
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
当
時
の
時
計
は
ゼ
ン
マ
イ
を
動
力
と
し
て

い
ま
し
た
か
ら
、
一
日
に
何
度
も
ゼ
ン
マ
イ
を
巻
上

げ
る
必
要
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
経
験
か
ら
、
先
蔵

は
正
確
な
時
計
が
ど
こ
に
で
も
あ
る
社
会
を
目
指
し

て
、
ゼ
ン
マ
イ
を
動
力
と
し
な
い
多
数
の
時
計
が
連

動
す
る
装
置
を
発
明
し
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
玩
具
製
造
会
社
に
日
給
三
五
銭
の
職
工
と

- � -

し
て
就
職
し
、
帰
宅
し
て
か
ら
深
夜
ま
で
毎
日
の
睡

眠
時
間
が
三
時
間
弱
と
い
う
熱
心
さ
で
研
究
し
ま
す
。

発
明
し
た
電
気
時
計
の
電
池
を

改
良
す
る

　

そ
の
途
中
で
東
京
物
理
学
校
（
現
在
の
東
京
理
科

大
学
）
の
職
工
と
し
て
採
用
さ
れ
た
た
め
、
学
校
の

学
者
に
も
相
談
し
な
が
ら
、一
八
八
九
（
明
治
二
二
）

- � -

年
に
「
電
気
時
計
」
の
特
許
を
出
願
し
、
二
年
後
に

特
許
一
二
〇
五
号
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
（
図
２
）。

こ
れ
は
多
数
の
電
気
時
計
が
連
動
し
て
作
動
す
る

技
術
で
し
た
が
、
電
気
に
関
係
す
る
特
許
と
し
て
は

日
本
最
初
で
し
た
。
素
晴
ら
し
い
装
置
で
し
た
が
時

計
を
作
動
さ
せ
る
電
源
に
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。

　

前
述
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
発
明
さ
れ
た
湿
電
池
を

電
源
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、
時
々
、
内
部
の
液
体

を
補
充
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
電
極
の
金
属

の
表
面
も
掃
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

す
。
さ
ら
に
冬
期
に
は
液
体
が
凍
結
し
て
使
用
で
き

な
く
な
る
と
い
う
欠
点
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
不
便
な
電
源
で
は
折
角
の
電
気
時
計
も
普
及
し

な
い
と
判
断
し
た
先
蔵
は
湿
電
池
で
は
な
い
電
源

を
開
発
し
よ
う
と
決
意
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
東
京
市
下し

た
や谷
御お

か
ち徒
町ま

ち

（
現
在
の
東
京
都
台

東
区
台
東
）
の
長
屋
に
実
験
に
使
用
す
る
部
屋
を
確

保
し
て
次
々
と
実
験
し
、
漏
洩
の
原
因
と
な
る
溶
液

を
用
紙
に
浸
透
さ
せ
、
外
部
を
包
装
し
て
全
体
を
封

印
す
る
電
池
を
発
明
し
ま
す
（
図
３
）。
時
期
は
明

確
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
八
八
九
（
明
治

二
二
）
年
頃
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
ガ
ス
ナ
ー
が
乾

電
池
を
発
明
し
た
一
年
後
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
先
蔵
が
「
乾
電
池
」
と
し
て
特
許
を
出

願
し
た
の
は
五
年
後
の
一
八
九
二（
明
治
二
五
）年
の

こ
と
で
し
た
。
当
時
は
昼
間
の
職
工
と
し
て
の
仕
事

の
給
料
し
か
な
い
貧
乏
生
活
の
た
め
特
許
申
請
費 図 1 初代の服部時計店時計塔

図２ 電気時計の特許（1891）
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用
が
工
面
で
き
な

か
っ
た
の
と
同
時

に
、
乾
電
池
に
よ

る
収
入
が
期
待
で

き
な
い
の
で
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
て
い
た
と
も
推

測
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
し
発
明
と
同
時

に
特
許
を
出
願
し

て
認
定
さ
れ
て
い

れ
ば
、
世
界
の
歴

史
に
屋
井
先
蔵
の

名
前
が
記
録
さ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

発
明
し
た
乾
電
池
が

戦
争
で
活
躍
す
る

　

と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と
で
、
先
像
の
乾
電
池
が
世

界
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
八
九
三

年
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
到
達
し
て

四
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
シ
カ
ゴ
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

博
覧
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
（
図
４
）。
日
本
政
府

は
日
本
の
先
端
科
学
技
術
の
一
例
と
し
て
東
京
大

学
の
大
森
房
吉

教
授
が
発
明
し

た
地
震
計
を
展

示
し
ま
し
た
が
、

そ
の
電
源
と
し

て
先
蔵
の
乾
電

池
が
使
用
さ
れ
、

地
震
計
と
と
も

に
乾
電
池
が
話

題
に
な
っ
た
の

で
す
。

　

し
か
し
同
年

に
ア
メ
リ
カ
か

- � -

ら
日
本
に
輸
出
さ
れ
て
き
た
乾
電
池
が
博
覧
会
場

に
展
示
さ
れ
て
い
た
先
蔵
の
製
品
を
模
倣
し
た
も

の
で
し
た
。
そ
こ
で
先
蔵
は
対
抗
す
る
た
め
に
、
生

産
数
量
を
拡
大
し
て
「
屋
井
乾
電
池
」
の
販
売
を
開

始
し
ま
す
が
、
当
時
は
電
灯
が
普
及
し
は
じ
め
た
直

後
で
、
乾
電
池
を
使
用
す
る
電
化
製
品
な
ど
は
皆
無

の
時
代
で
し
た
か
ら
、
需
要
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
商

売
は
頓
挫
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
翌
年
の
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に

な
り
、
突
然
の
幸
運
が
到
来
し
ま
し
た
。
日
清
戦
争

が
開
戦
し
、
帝
国
陸
軍
か
ら
大
量
の
注
文
が
到
来
し

た
の
で
す
。
戦
地
で
は
懐
中
電
灯
や
通
信
機
器
の
電

源
と
し
て
湿
電
池
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
多
数

の
兵
士
が
凍
傷
に
な
る
ほ
ど
の
寒
冷
地
帯
の
た
め
、

湿
電
池
の
溶
液
が
凍
結
し
て
し
ま
い
使
用
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
凍
結
し

な
い
乾
電
池
の
需
要
が
発
生
し
た
と
い
う
経
緯
で
す
。

　

先
蔵
は
昼
夜
兼
行
で
生
産
し
、
突
然
の
大
量
注
文

に
対
応
し
て
納
入
し
ま
し
た
。
こ
の
苦
労
は
大
変
な

効
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
帝
国
陸
軍
の
勝
利
を
報

道
す
る
号
外
が
東
京
の
街
頭
で
配
布
さ
れ
た
の
で

す
が
、
そ
こ
に
戦
場
で
の
通
信
機
用
に
湿
電
池
と
乾

電
池
が
使
用
さ
れ
た
が
、
湿
電
池
は
凍
結
し
て
役
立

た
な
か
っ
た
も
の
の
、
屋
井
乾
電
池
は
見
事
に
作
動

し
、
勝
利
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
と
記
載
さ
れ
、
翌

日
の
新
聞
に
も
同
様
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

屋
井
の
業
績
が
二
一
世
紀
に

評
価
さ
れ
る

　

突
然
有
名
に
な
っ
た
屋
井
乾
電
池
の
需
要
が
一

気
に
増
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
先
蔵
は
一
九

一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
「
合
資
会
社
屋
井
乾
電
池
」

を
設
立
し
、
東
京
の
浅
草
と
神
田
に
生
産
工
場
を
新

設
し
て
生
産
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
神
田
に
は
販

売
組
織
を
開
設
し
ま
す
。
さ
ら
に
密
閉
式
乾
電
池
や

- � -

図
3 

屋
井
乾
電
池

図
４ 

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
博
覧
会
（
１
８
９
３
）
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重
層
式
乾
電
池
な
ど
新
規
の
製
品
も
次
々
に
開
発

し
、
海
外
か
ら
の
模
倣
製
品
を
圧
倒
し
、
日
本
の
市

場
を
独
占
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
関
東
大
震
災
後
に
は
東
京
の
神
田
に
自

邸
と
本
社
を
一
体
に
し
た
立
派
な
建
物
を
建
設
し
、

世
間
で
は
「
乾
電
池
王
」
と
い
う
名
前
で
通
用
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
丁
稚
奉
公
時
代
か

ら
睡
眠
時
間
も
節
約
し
て
仕
事
を
し
て
き
た
疲
労

が
蓄
積
し
て
胃
癌
と
な
り
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

に
六
三
歳
で
急
逝
し
ま
し
た
。
し
か
し
突
然
の
逝
去

で
後
継
が
育
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
戦
後
の

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
会
社
は
消
滅
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
本
で
は
忘
却
さ
れ
て
い
た
名
前
が
二
〇

一
四
年
に
な
っ
て
突
然
、
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
ア

メ
リ
カ
の
電
気
・
電
子
・
情
報
分
野
の
学
会
で
あ

る
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
が
屋
井
先
蔵
に
よ
り
乾
電
池
が
発
明

さ
れ
た
一
八
九
三
年
を
「
日
本
の
一
次
・
二
次
電

池
産
業
の
誕
生
と

成
長
」
と
い
う
歴

史
的
記
念
年
と
認

定
し
、
そ
れ
を
記

載
し
た
銘
板
を
日

本
国
内
の
関
係
組

織
に
贈
呈
し
て
く

れ
た
の
で
す
（
図

５
）。
明
確
な
目

標
と
果
敢
な
行
動

が
あ
れ
ば
物
事
は

成
功
す
る
と
い
う

手
本
で
す
。

つ
き
お　

よ
し
お

１
９
４
２
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
、
人
工
知
能
。

趣
味
は
カ
ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。

著
書
は
『
縮
小
文
明
の
展
望
』『
先
住
民
族
の
叡
智
』『
転
換
日
本
』

『
清
々
し
き
人
々
』『
凛
々
た
る
人
生
』
な
ど
多
数
。
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図
5 

Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
の

　
　

  

銘
板
（
２
０
１
４
）


