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「知
的
生
産
の
技
術
」
の
今

1特 集
feature

梅棹忠夫とは
何者だったのか

　
　
ち
ま
た

今
、
巷
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
勉
強
法
や
仕
事
術
の
本
が
出
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
知
的
ノ
ウ

ハ
ウ
本
の
先

駆
け
と

な

っ
た
の
が
梅
棹
忠
夫
著

『知
的
生
産
の
技
術
』

(
一
九
六
九
年
　
岩
波
新
書
)
だ

っ
た
。

二
〇

一
〇
年
現
在

で
八
六
刷
、
累
計

一
三
六
万
部
、
刊
行

か
ら
四
〇
年
以
上
経
て
今

な
お
読

み
継
が
れ
て

い
る
。
パ
ソ

コ
ン
や

イ
ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
の
普
及
で
情
報

に
対
す

る
考
え
方
、
扱

い
方
も
急
速

に
さ
ま
が
わ
り
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ

の
視
点
と
主
張
は
少
し
も
色
褪

せ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
昨
今

の
情
報
化
時
代
を
見
据
え
た
か
の
よ
う

な

思
索

は
、
今

日
の
知
的
生
産
の
方
法
に
ヒ

ン
ト
を
与
え

る
も

の
と

な

っ
て
い
る
。

梅
棹
忠

夫
に
と

っ
て
、

情
報
と
は
何
だ

っ
た
の
か
。
そ

の
先
見
性
は
何

に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
た
の
か
。

久保正敏
[Kubo Masatoshi]

 

「
知

的

生

産

の
技

術

」
が

色

褪

せ

な

い
理

由

　
読

む
、
書
く
、
考
え
る
と
い
っ
た
行
動
を

「知
的
生
産
」
活
動

と
見

な
し
、
人
々
の
意
識
を
そ
こ
に
向
か
わ
せ
た
功
労
者

は
、
紛

れ
も
な
く
梅
棹
さ
ん
で
す
。
梅
棹
さ
ん
は
、
知
的
生
産
と
は

〈頭

を
は
た
ら
か
せ
て
、
な
に
か
あ
た
ら
し
い
こ
と
が
ら
　
　
情
報

を
、

ひ
と
に
わ
か
る
か
た
ち
で
提
出
す
る
こ
と
〉
だ
と
定
義
さ
れ

ま
し
た
。
日
本
が
ま
だ
工
業
化
を
ひ
た
走

っ
て
い
た
時
代
に
、
形

あ
る

モ
ノ
を
創
造
す
る
わ
け

で
は
な

い
頭
脳
労
働

を

「知
的
生

産
」
と
名
づ
け
る
こ
と
で
そ
の
価
値
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
も
、

そ
れ
は
け

っ
し
て

一
部
の
イ
ン
テ
リ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
誰

で
も
で
き
る
こ
と
だ
と

い
う
認
識
を
広
め
ま
し
た
。

　
刊
行
当
初
は
、
と
り
わ
け
情
報
の
カ
ー
ド
化
と

い
っ
た
具
体
的

な
技
術
が
大
き
く
着
目
さ
れ
ま
し
た
が
、
も
は
や
紙
と
鉛
筆
の
時

代
で
は
な
く
な

っ
た
現
代
に
も
な
お
多
く
の
読
者
を
得

て

い
る
と

い
う
事
実
は
、
『知
的
生
産

の
技
術
』
が

ハ
ウ
ツ
ー
も
の
と

い
う

よ
り
は
、
情
報
と
そ
の
創
出
に
対
す
る
考
え
方
を
提
起
す

る
も

の

　
　
　
　
　
　

あ
か

で
あ
る
こ
と
の
証
し
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
時
代

の
変
化
を
越



特集1■梅棹忠夫とは何者たったのか

え
た
普
遍
性
を
持

っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
現
在
、
研
究
者
に
し
て
も
学
生
に
し
て
も
、
カ
ー
ド
で
情
報
を

整
理

し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
情

報
を
小
分
け
に
カ
ー
ド
化
し
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
組
み
替
え
る
な

か
か
ら
、
思
わ
ぬ
関
連
性
を
発
見
し
、
情
報
を
新
た
に
生
み
だ
す
、

と
い
う
そ
の
発
想
は
、
む
し
ろ
パ
ソ
コ
ン
の
利
便
性
を
生
か
せ
る

時
代
に
な

っ
て
い
っ
そ
う
意
義
が
大
き
く
な

っ
た
と
言
え
ま
す
。

　
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
元
年
と

い
わ
れ
て
い
る
の
が

一
九
九
五
年
、

『知的生産の技術』(岩 波新書、1969年)

す
で
に
梅
棹
さ
ん
は
目
が
不
自
由
に
な
ら
れ
て
い
た
の
で
ご
自
身

で
パ
ソ
コ
ン
や
ネ

ッ
ト
を
駆
使
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た

の
で
す
が
、

『知
的
生
産

の
技
術
』
は
来
る
べ
き

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
時
代

に
、
よ

　
　
　
　
み
ち

り
活
用
の
途
が
広
が
る
と
、
先
生
は
想
定
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
す
。

紙
と
鉛
筆
が
パ
ソ
コ
ン
と
い
う
ツ
ー

ル
に
変
わ

っ
た
だ
け

で
、
個

人
が
知
的
生
産
を
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
本
的
な
考

え
方
は

変
わ
ら
な

い
。
だ
か
ら
少
し
も
古
び
る
こ
と
が
な

い
の
で
す
。

「情
報
化
の
時
代
11
脳
の
時
代
」
到
来
を
予
見

　
私
が
梅
棹

さ
ん

の
見
解

の
真
骨
頂
だ
と
思
う

の
は
、

情
報
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
し
やく

「感
覚
器
官
か
ら
受
け
た
信
号
を
脳
内

で
咀
嚼

・
解
釈

し
た
も

の
」
「脳
内

で
整
理

・
編
集

さ
れ
て
あ
ふ
れ
出
た
も
の
」
、
す
な
わ

ち
情
報
の
受
発
信
ど
ち
ら
に
お

い
て
も
相
手
を
前
提
と
し
な
い
、

極
め
て
主
体
的
な
も
の
と
考
え
た
と

こ
ろ
で
す
。
興
味
が
湧
か
な

け
れ
ば
た
だ
通
り
過
ぎ
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
素
材
も
、

受
け
手

の
行
動
や
感
情
に
作
用
す
れ
ば
、
そ
の
人
に
と

っ
て
は
有
益
な
情

報
に
な
る
。
脳
に
入

っ
て
脳
神
経
系
を
活
動
さ
せ
る
も

の
が
情
報

で
あ
り
、
そ
う
し
た
脳
活
動

こ
そ
が
生
け
る
証
し
だ
と
言
わ
れ
た

わ
け
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
つと

　
そ
の
根
拠
を
、
生
物
学
的

ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
よ
る
産
業
史

観
に
則

HUMAN[知 の森へのいさない]23
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っ
て
考
え
ら
れ
た
。
農
業
を
軸
に
し
た
時
代

に
は
、
人
間
は

「食
う
」
こ
と
を
考
え
、
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
いは
いよう

化
器
官
系
を
中
心
と
し
た
内
胚
葉
諸
器
官
を

充
足
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
生
き
て

い
た
。

続
く
工
業
化
の
時
代
に
は
、
筋
肉
や
骨
を
中

心
と
す
る
中
胚
葉
諸
器
官
の
機
能
を
拡
充
さ

せ
て
、
モ
ノ
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
作
り
だ
し
た
。

そ
し
て
今
や
人
類
は
脳
神
経
系
を
中
心
と
す

る
外
胚
葉
諸
器
官

の
機
能
を
充
た
す

こ
と
を

求
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
脳
や

感
覚
を
駆
使
し
た
分
野
が
こ
れ
か
ら

の
時
代

に
は
伸
び
て
い
く
。

こ
れ
か
ら
は
情
報
産
業

に
重
心
が
移
る
と
見
通
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。

　

こ
れ
は

「情
報
産
業
論
」
(
一九
六
】二
年
)
と

い
う
論
文

で
情
報
産
業

の
意
義
を
説
か
れ
て

以
降
、
梅
棹
さ
ん
が
繰
り
返
し
仰

っ
て
い
た

こ
と
で
す
。
実
際
に
私
た
ち
は
情
報

化
の
波

の
中

で
人
間
が
ど
ん
ど
ん
脳
の
働
き
を
重
視

す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
経
緯
を
見

て
き
て

い
ま
す
。
梅
棹
さ
ん
の
説

い
た
情
報

産
業
の
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時
代
は
、
ま
さ
に
脳

の
時
代
と
言

っ
て
間
違

い
な

い
こ
と
を
私
た

ち
は
よ
く
知

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
実
に
卓
見
だ

っ
た
と
思

い
ま

す
。

　
梅
棹
さ
ん
は
、
情
報
の
も
た
ら
す
も

の
が
何
か
を
た
だ
世
相
を

見
て
語

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
現
象

は
現
象
と
し
て
観

察
し

つ
つ
、

一
方

で
は
こ
う
し
た
状
況
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
要

因
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
生
態
学
な
ど

の

マ
ク

ロ
な
視
点
か
ら
考

え
て
お
ら
れ
た
。
頭

の
中
に
、
常
に

マ
ク

ロ
の
視
点
と
ミ
ク

ロ
の

視
点
が
共
存
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
間
を
自
由
に
往
還
し
な
が
ら

思
考
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

　
で
は
、

マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
、
両
面
の
視
点
を
培
う
た
め
に
何
を

さ
れ
て

い
た
の
か
。

　

一
つ
は
、
そ
の
物
事
の
体
系
を
知
る
、

あ
る
い
は
そ
こ
に
あ
る

法
則
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、

こ
れ
は
こ

う

い
う
モ
デ

ル
と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
る

の
で
は
な

い
か
と
考
え

る
。

一
方
で
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通

じ
て
徹
底
的
に
自
分
自

身
で
調
べ
る
。
自
分

の
目
で
、
足
で
モ
デ

ル
の
妥
当
性
を
検
証
す

る
。

つ
ま
り
、

マ
ク

ロ
で
捉
え
、
ミ
ク

ロ
で
体
感
し
て
確
か
め
る
。

そ
の
習
慣
は
両
輪

の
よ
う
に
絶
え
ず
梅
棹

さ
ん
の
中
に
あ

つ
た
の

で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

HUMAN[知 の森へのいざない]25



　
そ
し
て
自
分
の
見
聞
き
し
た
こ
と
の
記
録
を

つ
ぶ
さ
に

残
し
、
研
究
成
果
と
し
て
発
表
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分

自
身

の

「思
考
の
肥
や
し
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
累

々
と
残

さ
れ
た
梅
棹
さ
ん
の
思
考
の
肥
や
し
が
、
み
ん
ぱ

く
に
は

膨
大
に
残

っ
て
い
ま
す
。
先
生
は
自
分
と
い
う
フ
ィ
ル
タ

ー
を
通
し
た
情
報
を
残
し
て
可
視
化
す
る
中
で
、
客
観
的

な
体
系
づ
け
の
思
考
を
実
践
し
て
い
た
の
で
す
。

　
今
、
そ
の
膨
大
な
資
料
を
共
有
化
す
る
た
め
の
作
業
が

進
ん
で
い
ま
す
。
梅
棹
さ
ん
自
身
が
望
ま
れ
て
い
た
情
報

の
共
有
化
。
プ

ロ
も
ア
マ
も
関
係
な
く
、
誰
も
が
自
由
に

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
　
　
そ
れ
が
梅
棹

さ
ん

の

み
ん
ぱ
く
設
立

の
大
き
な
理
念
だ

っ
た
わ
け
で
す
が
、
梅

棹
さ
ん
の
脳
の

一
部
が
外
在
化
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
、

実
際
に
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り

つ
つ
あ
る

わ
け
で
す
。

頭
の
中
で
情
報
と
情
報
を
ど
う
リ
ン
ク
さ
せ
る
か

　
梅
棹
さ
ん
の
文
章
が
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん

短
く
て
締
ま

っ
た
文
体
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
ア
ナ

ロ
ジ
ー
を
う
ま
く
駆
使
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
と

26



特集1梅棹忠夫とは何者だったのか

思

い
ま
す
。
そ
の
展
開
に
無
理
が
な

い
か
ら
、
み
ん
な
納
得
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

す

い
。

つ
ま
り
、
何
か
と
何
か
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
と
て
も
長

け
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、

モ
ン
ゴ

ル
の
草
原
の
羊

の
群
れ
の
行
動

の
相
互
関

係
を
探

る
た
め
に
、
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
の
群
れ
で
実
験
す
る
。
梅

棹
さ
ん
は
こ
の
研
究
で
学
位
を
取
ら
れ
ま
す
が
、
普
通
は
羊

の
群

れ
を

オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
と
対
応
さ
せ
ら
れ
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。

し
か

し
そ
れ
を
対
応
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
は
、
生
物
学

へ
の

ぞ
う
け
い

造
詣

が
深
か

つ
た
こ
と
と
、
何
か
と
何
か
を
紐
づ
け
結
び

つ
け
る

セ
ン
ス
、
そ
の
力
が
人
と
は
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違

っ
て
い
た
か

ら
だ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

あ
る

い
は
、

「文
明

の
生
態
史
観
」
(
一九
五
七
年
)
の
よ
う
な
グ
ラ

ン
ド

セ
オ
リ
ー
が
ど
う
や

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
か
。
ア
フ
ガ

ニ
ス

タ
ン
、
パ
キ
ス
タ

ン
、
イ
ン
ド
を
自
分

の
目
で
見
、
足
で
歩

い
て

い
る
う
ち
に
思

い
つ
い
た
と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ご
本
人

の

中
に
生
態
史
と

い
う

マ
ク

ロ
な
視
点
が
あ
り
、

一
方
で
フ
イ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
体
で
感
じ
と

っ
た
感
覚
が
あ
り
、
そ
れ
が
頭

の
中

で
見
事
に
結
び

つ
い
た
こ
と
で
、
余
人

の
考
え

つ
か
な
い
よ

う
な
文
明
史
観
に
い
た

っ
た
わ
け
で
す
。

　

個

々
人
が
新
し

い
情
報
を
生
み
だ
し
て
い
く
た
め
に

一
番
大
事

な
の
は
、
頭
の
中

で
新
た
な
関
連
づ
け
が
で
き
る
か
で
す
。
あ
る

モ
デ

ル
を
見
出
し
、
そ
れ
を
他

の
も
の
に
紐

で
結
び

つ
け
ら
れ
な

い
か
と

い
う
発
想
、
こ
れ
は
今
日
で
言
え
ば
う
ま
く
リ

ン
ク
を
張

れ
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

おう
せ
い

　
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
旺
盛
な
好
奇
心
で
た

く
さ
ん
の
情
報
を
自
分

の
脳
に
取
り
入
れ
る
こ
と
。
何
か
新
し
い

ア
イ
デ

ィ
ア
を
思

い
つ
く
と

い
う
の
は
特
別
な
才
能
が
な

い
と
で

き
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
何
か
と
何

か
を
関
連
づ
け
る
紐
を
自
分

で
見

つ
け
出
し
て
い
く
こ
と
、
リ
ン
ク
す
る
カ
を
磨
く

こ
と
に
よ

り
開
か
れ
て
い
く
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
現
代

の

「知
的

生
産

の
技
術
」

の

一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
(談
)
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