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梅
棹
忠
夫
の
「ビ
ジ
ョ
ン
カ
」

114 % 
feature

梅棹忠夫とは
何者だったのか

国
立
民
族
学

博
物
館

に
は

「梅
棹

忠
夫

ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
」

と
い
う
知

の
玉
手

箱
が
あ
る
。
梅
棹

本
人

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ひ
も
と

の
記
録

し
、

整
理
し
て

い
た

資
料
は
、
実

に
多

岐
に
わ
た

り
、

み
ん
ば

く

の
歴
史

を
繙

く
う
え

で
も

な
く
て
は
な
ら
な

い
も

の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
梅
棹
忠
夫

の
人
生
の
記
録
で
も
あ
り
、
「
知

的
生
産
」
の
宝
箱
で
も
あ

っ
た
。

二
〇

一
一
年
三
月

か
ら

国
立
民
族
学
博

物
館
で
開
催
さ

れ
る

「
ウ

メ
サ

オ
タ
ダ

オ
展
」
を

前
に
、
本

展

の
実
行
委
員
長
で
あ
る
小
長
谷
有
紀

氏
に
、
今
、

梅
棹
忠
夫

に
着

目
す

る
こ
と

の
意
義
を
聞

い
た
。

小長谷有紀
[Konagaya Yuki]

 

日
々
発
見

　
私

は
モ
ン
ゴ
ル
研
究
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
梅
棹
先
生

の

弟
子

の
よ
う
に
書

い
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
世
代

的
に

は
孫
く
ら

い
に
当
た
り
、
先
生

の
現
役
の
頃
に
直
接
薫
陶
を

受
け

る
よ
う
な
チ

ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

『梅
棹
忠
夫
著
作
集
』
(全
二
二
巻
別
巻
一
中
央
公
論
社

一九
八
九
年
～
九
四

年
刊
行
)
を
編
集
す
る
と
き
、
も
う
目
が
見
え
な
く
な

っ
て
い
た
先

生
は
、
メ
モ
や
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
再
構
成
す
る
サ
ポ
ー
ト
を
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
モ
ン
ゴ

ル
研
究

の
ま
と
め
の
お
手

伝

い
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
が
、
私
の
国
立
民
族
学
博
物
館

(以
下
、
み
ん
ぱ
く
)
で
の
初
仕
事
で
し
た
。

　

メ
モ
を
見

て
、
当
時
、
先
生
が
何
を
考
え

て
い
ら
し
た
か
を
た

ど
る
。
生
資
料
に
当
た
る
と
こ
ろ
か
ら
お
付
き
合

い
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
著
作
が
で
き
上
が

っ
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
共
有
す
る
こ
と

で
、
同
時
代
を
生
き
た
か
の
よ
う
な
濃
密
な
時
間
を
過
ご
す

こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。

　
今
回
、

み
ん
ぱ
く
で
梅
棹
先
生

の
特
別
展

を
や
ろ
う
と

い
う

こ



特集1梅棹忠夫とは何者だったのか

と
に
な
り
、
そ
の
実
行
委
員
長
の
任
に
就

い
て
、
今
度
は
先
生

の

す

べ
て
の
仕
事
、
人
生
の
全
足
跡
を
追
う
新
た
な

「探
検
」
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
探
検
が
、
と
に
か
く
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。
先
生
は
徹
底

し
た
記
録
魔
だ

っ
た
の
で
、
膨
大
な
資
料
が
実
に
こ
ま
ご
ま
と
残

さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
踏

み
入
り
、
そ
の

「知
的
生
産
」
を
支

え
て
い
た
も

の
、
背
後
に
あ

っ
た
も
の
を

一
つ
ひ
と
つ
読

み
解

い

て
い
く
。
日
々
新
た
な
発
見
が
あ
り
、
驚
き
や
喜
び
が
あ
る
。
こ

れ
を

一
人
占
め
し
て
い
た
の
で
は
も

っ
た
い
な

い
と
、
実
行
委
員

の
メ
ン
バ
ー
に

「今
日
は
こ
ん
な
こ
と
を
見

つ
け
た
」
と
報
告
す

る

「今
日
の
発
見
」
メ
ー
ル
を
送

つ
て
情
報
を
共
有
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の

「ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
展
」
は
、
観
に
来
て
く
だ
さ
る
方

た
ち
に
も

そ
ん
な
ワ
ク

ワ
ク
し
た
発
見
を
共
有

し
て
い
た
だ
け
る
も
の
に
な

る
と
思

い
ま
す
。

「ビ

ジ

ョ
ン

カ

」
で

駆
動

し

て

い
た
人

　
今
あ
ら
た
め
て
感

じ
る

の
は
、
梅
棹
先
生

が

い
か
に

「ビ
ジ

ョ
ン
カ
」

の
人

で
あ

っ
た
か
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
中
学

の
と
き
、
山

の
好
き
だ

っ
た
梅
棹
少
年
は
、

ガ
リ
版
刷

り
で

『山
城
三
十

山
記
』

と

い
う
本

を

つ
く
り
ま
す
。

こ
れ
が
人

生
最
初

の
本
づ
く

り

に
な

る
の
で
す
が
、
そ

の
あ
と
が
き
に

〈実

に
山
は

一
大
総
合
科
学
研
究
所

で
あ
り
ま
す
。
こ

の
研
究
所
で
、
も

っ
と
う

ん
と
た
が

い
に
山
を

研
究

し
、
知
識
を
ま
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
〉

HUMAN[知 の森へのいざない]29
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と
書

い
て
あ
る
。
中
学
生
に
し
て

〈た
が
い
に
知
を
ま
そ
う
〉
と

い
う
の
で
す
か
ら
驚
き
で
す
。
も
う

こ
の
時
点
か
ら
、
本
を
書

い

て
世

の
中
に
自
分

の
知
見
を
発
信
し
て
い
く
と

い
う
人
生

の
ビ
ジ

ョ
ン
の
第

一
歩
が
見
え
て
い
た
か
の
よ
う
で
す
。

　
高
等

学
校
時
代
は
二
度
落
第
し
て
、
除
籍

に
な
り
そ
う
に
な

っ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
山
に
ば
か
り
登

っ
て
い
て
、
ろ
く
に
学
校

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

いそ

に
行

っ
て
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
頃
は
も

っ
ぱ
ら
植
物
採
集
に
勤

し
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
も
ふ
る
っ
て
い
ま
す
。
大
学
で
は

動
物
学
を
専
攻
す
る
つ
も
り
な
の
で
、
高
校
時
代

の
う
ち
に
植
物

の
知
識
を
身

に
つ
け
て
お
こ
う
と
思

っ
た
の
だ

そ
う
で
す
。
現
代

の
子
ど
も
た
ち
も

こ
う
し
た
発
想
を
知

っ
た
ら
、
あ
れ
も
こ
れ
も

と
欲
ば
り
に
、
大
き
な
夢
を
も

っ
て
生
き
て

い
く
き

っ
か
け
に
な

る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
卓
越
し
た

「ビ
ジ

ョ
ン
カ
」
は
、
も
ち
ろ
ん
世
の
中
に
も
向
け

ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
『知
的
生
産

の
技
術
』

の
中
で
、
〈
や
や

先
ば
し

っ
た

い
い
か
た
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
(中
略
)
コ
ン

ピ

ュ
ー
タ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
か
き
か
た
な
ど

が
、
個
人
と
し
て
の

も

つ
と
も
基
礎
的
な
技
能
と
な
る
日
が
、
意
外

に
は
や
く
く
る
の

で
は
な

い
か
〉
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
四
十
年
後

の
現
在
、
ま
だ

先
走

っ
て
い
ま
す
ね

(笑
)。

　

日
本
語

ロ
ー
マ
字
論
者

で
も
あ
り
ま
し
た
。

戦
後
、
そ
う
い
う

ラ
ジ
カ
ル
な
運
動
が
強
ま

つ
た
時
期
が
あ

っ
た
の
で
す
。
普
及
し

て
な
い
よ
う
で
い
て
、
実
は
、
今

パ
ソ
コ
ン
を
使
う
と
き
、

ほ
と

ん
ど
の
人
が
ロ
ー

マ
字
入
力
を
し
て
い
ま
す
。
な
ん
の
こ
と
は
な

い
、
実
際
に
ロ
ー

マ
字
を
使
う
こ
と
で
、
閉

ざ
さ
れ
た
言
語
と
し

て
の
日
本
語

の
障
壁
を
乗
り
越
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う

意
味

で
も
先
見
性
が
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
る

い
は
、

「妻
無
用
論
」

で
は
、
〈
過
去

の
女
性

は
不
発
弾

30



特集1梅棹忠夫とは何者だったのか

欝薫

梅棹 資料室に並ぶ本棚。全著作がそろう

で
〉
、

こ
れ
か
ら

の

〈女
性
は
爆
発
す

る
〉
と
書
き
ま
し
た
。
家
事
以
外
の
こ

と
で
才
能
を
発
散

さ
せ
る
べ
し
と
い
う

扇
動
で
す
。
男
女

の
役
割

の
差
が
な
く

な
る
と
喝
破
し
た
先
見
性
の
あ
る
知
見

で
し
た
が
、

一
九

五
九
年
に
口
に
す
る

の
は
早
す
ぎ
た
。
批
判
的
投
稿
が
山
ほ

ど
来
て
、

こ
れ
に
は
本
人
も
か
な
り
落

ち
込
ん
だ
そ
う
で
す
。

　
ち
ょ

っ
と
先
を
走

っ
て
い
る
程
度
の

先
見
性
な
ら
み
ん
な
が
つ
い
て
い
け
る

の
で
す
が
、
梅
棹

先
生

の
場
合
は
ざ

っ

と
五
十
年
く
ら

い
も
先
を
行

っ
て
い
る

の
で
、

な
か
な

か
理
解

さ
れ
な

い
。

「必
ず

こ
う
な

っ
て
い
く
」
と
ア
ジ

テ

ー
ト
し
て
も
、
み
ん
な
が
つ
い
て
こ
な

い
。
そ
こ
は
早
す
ぎ
た
デ
メ
リ
ッ
ト
で
、

本
人
は
と
て
も
歯

が
ゆ
か

っ
た
と
思

い

ま
す
。

　

何
で
も
記
録

し
て
残
し
て
お
く
習
癖

HUMAN[知 の森へのいざない]31
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は
、

自

分

に
対

す

る
反

論

と

か
批

判

の
類

に

も

及

ん

で

い
ま

す

。

「
引

紹

批

言

録

」

と

題

さ

れ

た

フ

ァ

イ

ル

が

そ

れ

で
、

そ

の
中

に

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　
　　　
　　
ヘ　
　　
　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　へ

は
自

分

の
意

見

を

引

用

、

紹

介

し

て

い
る

も

の

の

み
な

ら
ず

、

批

　

　

へ

評

や

言

及

に

つ

い

て
も

す

べ

て
収

め

ら

れ

て

い
ま

す

。

　

徹

底

し

て
集

め

て
残

す

一
方

で
、

「
も

う

い

い
」

と

思

う

と

惜

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

だ
ん
し
や

し
げ

も

な

く

捨

て

て

し
ま

う

と

こ

ろ
も

あ

り

ま

す

。

元

祖

「
断

捨

り離
」
と
で
も

い
い
ま
す
か
、
捨

て
る
こ
と
は
整
理
の

一
つ
で
す
か

ら
。
子
ど
も

の
こ
ろ
の
昆
虫
標
本
も
、
語
学

習
得
の
た
め
に

つ
く

っ
た
単
語
帳
も
、
潔
く
捨
て
て
し
ま
う
。
そ
し
て
持
た
な
い
こ
と

が
い
か
に
爽
快
か
、
〈無
所
有

の
快
感
〉
が
あ
る
と
表
現
し
て
い

ま
す
。

　
よ
ろ
ず

「
こ
う
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
孔
子
タ
イ
プ

で
は
な

く
て
、
老
荘
思
想
に
ひ
か
れ
て
い
て
、
ど
こ
か
諦
念
が
あ
り
ま
し

た
。

　
ビ
ジ

ョ
ン
と
い
え
ば
、
『
人
類

の
未
来
』
と

い
う
本
を
書

こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
つさき
よ
う

と
さ
れ
た

こ
と
が
あ

っ
て
、
小
松
左
京
さ
ん
と
対
談
さ
れ
た
り
し

て
構
想
を
練

つ
て
い
ら
し
た
。
残
念
な
が
ら

こ
の
企
画
は
日
の
目

を
見

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

こ
で
書

こ
う
と
し
て

い
た
未
来
と
し
て
何
年
ぐ
ら
い
先
を
想
定
し

て
い
た
か
。

こ
れ
が

「
二
百
万
年
先
」
だ
と

い
う
の
で
す
。
も
う
人
間
な
ん
か
存
在

し



特集1梅棹忠夫とは何者だったのか

て
い
な

い
だ
ろ
う
と

い
う
未
来
。
そ
う

い
う
ス
パ
ン
で
物
事
を
見

据
え
よ
う
と
し
て
い
た
人
な
の
で
す
、
梅
棹

忠
夫
と

い
う
人

は

み
ん
ば
く
は

「博
情
館
」
、市
民
の
厨
房
だ

　
今
、
時
代
が
非
常
に
内
向
き
に
な

つ
て
い
ま
す
。
縮

こ
ま

っ
て

い
る
。

そ
う
い
う
時
代
に
は
や
は
り

「ビ
ジ

ョ
ン
カ
」
が
必
要
で

す
。
時
代
と
空
間
に
ビ
ジ

ョ
ン
を
も

っ
て
接
し
て
い
く
、
そ
う

い

う
生
き
方
を
体
現
し
て
い
た
の
が
梅
棹

忠
夫
で
あ
り
、
ビ
ジ

ョ
ン

を
持

つ
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
、
楽
し
さ
を
伝
え
る
場
に
し
た
い
と

梅
棹

先
生
が
考
え
て
い
た
の
が
、
み
ん
ぱ
く
な

の
で
す
。

　
博
物
館
は
知
を
普
及
さ
せ
る
よ
う
な
場
で
は
な
い
。
市
民

の
研

究
所
だ
。
素
材
を
提
供
し
て
感
動
や
驚
き
を
感
じ
て
も
ら
い
、
そ

こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
何
か
を
考
え
、
生
み
出
す
よ
う
な
情
報
を
発

信
す
る
と
こ
ろ
だ
、
と
い
う
信
念
を
も

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
国

立
民
族
学
博
物
館
と
い
う
角
ば

っ
た
硬

い
名
称
を
も

っ
た
こ
の
施

設
を
月
刊
誌
で
は

「
み
ん
ぱ
く
」
と
あ
え
て
ひ
ら
が
な
で
称
し
、

情
報
を
発
信
す
る
博
物
館
、

「博
情
館
」
と
も
言

っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
創
設
者

の
こ
う
し
た
信
念
を
、

い
ま
ふ
う
に
少
し
言

い

換
え

て
み
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
研
究
者
が
調

べ
た
こ

と
を
料
理
し
て
、

「ど
う
ぞ
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
」
と
皆
さ

ん
に
食

べ
て
い
た
だ
く
レ
ス
ト
ラ
ン
と

い
う

よ
り
も
、

「こ
ん
な

食
材
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
情
報
を
提
供
し
て
、
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
ゆ
うば
う

に
料
理
を

つ
く

っ
て
も
ら
う

「市
民

の
た
め

の
知
的
厨
房
」
「
み

ん
な
の
た
め
の
知

の
キ
ッ
チ
ン
」
と

い
う
わ
け
で
す
ね
。

　
梅
棹

先
生

の
残
し
た
膨
大
な
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を

「食
材
」
と
す

る

「ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
展
」
、
ぜ
ひ
こ
の
厨
房
に
食
材
を
求
め
に

来

て
い
た
だ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。
斬
新
な
知
見
を
次
々
と
生
み

出
し
た
梅
棹

先
生
の

「知
的
生
産
」

の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
触
れ
、
思

考

の
プ

ロ
セ
ス
を
生
で
見

て
、
「
ビ
ジ

ョ
ン
カ
」

つ
ま
り

「未
来

へ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
」
を
か
き
た
て
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。
(談
)　
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