
み
ん
ぱ
く
の
初
代
館
長
、
梅
棹
忠
夫
は
世
界
各
地
で
学
術
調
査
に
携
わ
っ
た
。
そ

こ
で
生
ま
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
や
ス
ケ
ッ
チ
と
い
っ
た
資
料
は
多
く
の
論
文

や
著
作
へ
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
梅
棹
が
手
作
業
で
実
践
し
た
知
的
生
産
の
方
法
と

考
え
方
は
、
情
報
技
術
が
発
達
し
た
今
日
も
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
ま
も
な

く
開
催
さ
れ
る
企
画
展
と
連
動
し
た
本
特
集
で
は
、
梅
棹
の
知
的
生
産
の
過
程
と

そ
の
方
法
論
を
概
観
し
、
未
来
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

知
的
生
産
の

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
へ

よ
う
こ
そ

梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

（
一
九
二
〇
〜
二
〇
一
〇
年
）
は
、
一
九
五
七
年
、

文
明
学
と
い
う
こ
と
ば
が
ま
だ
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
ろ
に
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」
を
書
き
、
日
本
と
西
欧

の
平
行
進
化
な
ど
社
会
の
複
線
的
な
展
開
を
し
め
し
て
文
明

論
を
開
始
し
た
。
一
九
五
九
年
に
は
「
妻
無
用
論
」
で
、
女

性
た
ち
の
社
会
進
出
を
あ
と
お
し
し
つ
つ
、
男
女
雇
用
機
会

あ
た
り
ま
え
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
語
の
産
み
の
親
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
梅
棹
で
あ
る
。
岩
波
新
書
の『
知
的
生
産
の
技
術
』（
一

九
六
九
年
）
に
は
じ
ま
る
。

当
時
の
編
集
者
に
よ
れ
ば
（『
梅
棹
忠
夫

―
知
的
先
覚
者
の

軌
跡
』
二
〇
一
一
年
、
千
里
文
化
財
団
）、
こ
ん
な
ハ
ウ
ツ
ー
も
の

は
売
れ
な
い
と
会
議
で
却
下
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
年
の
ベ
ス

ト
四
位
に
な
る
ほ
ど
よ
く
売
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本
の
産

業
構
造
が
転
換
し
て
人
び
と
の
勤
務
先
が
工
場
か
ら
事
務
所

や
店
舗
へ
と
シ
フ
ト
し
、「
生
産
」
の
現
場
で
「
知
」
の
具
体

的
な
方
法
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
同
書
の
人
気
は
今
も
衰
え
て
い
な
い
。
二
〇
二
〇

年
、
梅
棹
の
生
誕
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
と
同
時
に
、
同
書
も
ま

た
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
刷
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
以
前
に
書
か
れ
た
内
容
が
今
な
お
読
み
つ
が
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
な
の
か
。

日
本
学
術
振
興
会
監
事

民
博 
客
員
教
授

小こ

長な
が

谷や 

有ゆ

紀き均
等
法
制
定
よ
り
四
半
世
紀
前
に
早
く
も
女
性
論
を
文
明
論

の
柱
の
ひ
と
つ
に
す
え
る
基
礎
と
し
た
。
一
九
六
三
年
に
な
る

と
、
未
来
学
者
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
の
『
第
三
の
波
』
に
先

行
す
る
こ
と
一
七
年
、「
情
報
産
業
論
」
で
ポ
ス
ト
近
代
に
は

コ
ン
テ
ン
ツ
が
産
業
の
中
心
に
な
る
と
予
測
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
梅
棹
は
つ
ね
に
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー

だ
っ
た
。

「
知
的
生
産
」
の
産
み
の
親

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
「
知
的
生
産
」
と
い

う
語
を
検
索
す
る
と
、
ざ
っ
と
六
七
○
○
万
件
ヒ
ッ
ト
す
る
。

糸い
と

井い

重し
げ

里さ
と

は
、
梅
棹
を
「
見
え
な
い
道
具
も

見
え
る
道
具
も
つ
く
る
」
と
形
容
し
、
大
工
の

子
孫
で
あ
る
と
い
う
点
で
吉よ
し

本も
と

隆た
か

明あ
き

と
共
通

す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
手
作
業

を
い
と
わ
ず
に
道
具
を
こ
の
む
精
神

が
名
著
『
知
的
生
産
の
技
術
』
を

産
み
、
先
駆
的
な
「
情
報
産
業
論
」

を
開
い
た
と
み
て
い
る
（『
考
え
る
人
』

二
○
一
一
年
夏
号
、
新
潮
社
）。

た
し
か
に
、
梅
棹
は
ア
イ
デ
ア
を

文
章
に
ま
と
め
る
な
ら
紙
片
を
使
う

の
が
よ
い
と
読
者
に
対
し
て
見
え
る

道
具
を
勧
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
え
る

道
具
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
提
案
さ
れ
た
。

さ
し
ず
め
現
代
な
ら
、
文
章
作
成
支
援
ソ
フ
ト
を
使
え
ば
同

じ
こ
と
が
簡
単
に
で
き
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
あ
っ
た
ら
で
き
る
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
さ
せ
る

べ
き
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
だ
。
糸
井
の

言
う
「
見
え
な
い
道
具
」
と
は
、
知
的

生
産
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
は
な
く
、
原
理
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

情
熱
を
か
た
む
け
つ
く
し
た
モ
ン
ゴ
ル

梅
棹
は
『
梅
棹
忠
夫
著
作
集
第
二
巻 

モ
ン
ゴ
ル
研
究
』（
一
九
九
〇
年
、
中
央
公

論
社
）
の
ま
え
が
き
で
「
わ
が
青
春
の

情
熱
を
か
た
む
け
つ
く
し
た
」
と
回
想

し
て
い
る
。
ま
た
、『
知
的
生
産
の
技
術
』

で
「
野
帳
の
分
量
が
お
お
い
と
、
野
外

調
査
か
ら
か
え
っ
て
か
ら
カ
ー

ド
が
で
き
る
ま
で
に
数
カ
月
を

要
し
た
り
し
た
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
調
査
中
の
み
な
ら

ず
、
調
査
後
も
か
な
り
の
情
熱

を
投
じ
た
の
だ
っ
た
。

ま
ず
、
聞
き
取
り
し
た
約
四

〇
〇
世
帯
に
番
号
を
付
す
な
ど

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
整
え
た
。
次

に
、
今い
ま

西に
し

錦き
ん

司じ

の
分
も
含
め
て

約
五
○
冊
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
内
容
を
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
っ
て
ロ
ー
マ
字
書
き
で
カ
ー
ド
に
転

記
し
た
。
ロ
ー
マ
字
カ
ー
ド
は
約
五
○
○
○
枚
。
見
出

し
に
応
じ
て
分
類
し
、
自
家
製
の
小
さ
な
紙
袋
に
入
れ
た
。

さ
し
ず
め
現
在
な
ら
、
ノ
ー
ト
の
中
身
を
テ
キ
ス
ト
と
し

て
デ
ジ
タ
ル
化
し
さ
え
す
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
分
類
し
な
く

て
も
、
検
索
に
よ
っ
て
必
要
事
項
を
簡
単
に
抽
出
し
う
る
。
が
、

全
ノ
ー
ト
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
の
は
か
な
り
の
労
力
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
の
手
間
を
か
け
る
価
値
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

ん
な
疑
心
暗
鬼
に
答
え
て
く
れ
る
の
は
梅
棹
だ
。
分
散
し
て

し
る
さ
れ
て
い
る
共
通
事
項
を
一
挙
に
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
極
意
を
教
え
て
く
れ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
い
時

代
の
彼
の
取
り
組
み
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
さ
せ
る
べ
き
タ
ス

ク
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

梅
棹
は
世
界
各
地
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
の
構
想
に

資
す
る
よ
う
文
化
人
類
学
を
方
向
づ
け
、「
知
的
生
産
」
の
装

置
の
集
大
成
と
し
て
み
ん
ぱ
く
を
創
設
し
た
。
彼
の
残
し
た

資
料
を
た
ど
り
な
が
ら
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
知
的
生
産
の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
と
は
何
か
を
考
え
よ
う
。

特集特集

知
的
生
産
の

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

モンゴルのフィールドノート
（撮影：尼川匡志、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

フィールドノートから転記されたローマ字カード
（撮影：尼川匡志、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

「知的生産の技術」のための「こざね」。文章を書くためのメモ用紙は鎧兜の
部品に例えて「こざね」と名付けられた
（撮影：尼川匡志、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

X0241166、1955年
「梅棹忠夫アーカイ
ブズ」より
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梅
棹
忠
夫

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

ね
ら
い

今
日
の

知
的
生
産
の

手
法

民
博 

名
誉
教
授

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し

研
究
者
・
ブ
ロ
ガ
ー

堀ほ
り 

正ま
さ

岳た
け

創
設
以
来
の
懸
案
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
整
理

民
博
に
は
、
館
内
外
の
研
究
者
が
残
し
た
資
料
が
多
数
保

管
さ
れ
、
そ
の
整
理
は
創
設
以
来
の
課
題
だ
っ
た
。
一
般
の
公

文
書
や
史
料
と
異
な
り
、
文
書
や
メ
モ
、
写
真
、
フ
ィ
ル
ム
、

音
声
資
料
な
ど
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
資
料
が
多
い
、
私
信
な
ど
公

開
の
難
し
い
資
料
が
多
い
、
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

二
〇
〇
五
年
三
月
、
図
書
委
員
会
に
「
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
置
か
れ
、

二
〇
〇
六
年
度
に
は
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
会
」
が

立
ち
上
が
り
、「
民
族
学
研
究
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」

と
銘
打
っ
て
整
理
と
公
開
に
向
け
た
作
業
が
始

ま
っ
た
。

一
方
、
梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
は
長
年
に
わ
た

り
自
身
の
記
録
資
料
の
保
管
と
整
理
を
続
け
て

い
た
。一
九
九
三
年
の
退
任
後
は
、「
梅
棹
資
料
室
」

と
よ
ば
れ
る
部
屋
で
、
民
博
顧
問
と
し
て
整
理

を
続
け
た
が
、
そ
の
膨
大
な
資
料
が
収
め
ら
れ

た
部
屋
は
、
民
博
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

梅
棹
忠
夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
特
徴

梅
棹
が
意
図
的
に
残
し
た
資
料
は
じ
つ
に
幅

梅
棹
忠
夫
の
卓
抜
し
た
民
族
学
的
才
能
を
手
元
で
支
え
て

い
た
の
が
、
Ｂ
６
サ
イ
ズ
の
情
報
カ
ー
ド
や
こ
ざ
ね
法
と
い
っ

た
、情
報
を
扱
い
や
す
く
収
集・編
集
す
る
「
知
の
技
法
」
だ
っ

広
く
、「
記
録
魔
」
の
面め
ん

目も
く

躍や
く

如じ
ょ

と
い
え
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー

ト
、
ス
ケ
ッ
チ
、
写
真
な
ど
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
作
ら
れ
た

資
料
か
ら
始
ま
り
、
ア
イ
デ
ア
を
ま
と
め
た
カ
ー
ド
、
そ
れ
を

整
理
し
原
稿
の
段
落
梗こ
う

概が
い

を
し
る
し
た
「
こ
ざ
ね
」
と
よ
ば
れ

る
カ
ー
ド
も
含
む
。
一
次
資
料
か
ら
二
次
、
三
次
生
成
物
、
最

終
成
果
た
る
著
作
に
至
る
知
的
生
産
活
動
の
記
録
だ
。
そ
れ

に
加
え
、
書
評
や
紹
介
記
事
な
ど
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
知
的
生

産
か
ら
消
費
ま
で
、
情
報
の
上
流
か
ら
下
流
の
大
河
ま
で
、
活

動
す
べ
て
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
対
象
は
、
調
査

探
検
、
学
会
や
学
術
団
体
な
ど
の
ほ
か
、
文
化
行
政
、
一
九
七

〇
年
大
阪
万
博
、
民
博
創
設
準
備
の
諸
活
動
に
か
か
わ
る
資

料
も
含
む
。
梅
棹
の
幅
広
い
関
心

を
反
映
し
分
野
も
多
様
で
あ
る
。

情
報
論
、
比
較
文
明
論
、
女
性
論
、

日
本
論
、
家
庭
論
、
展
示
論
、
研

究
経
営
論
な
ど
の
研
究
史
資
源
と

し
て
も
貴
重
だ
。
お
ま
け
に
、
館

長
時
代
の
各
種
会
議
資
料
も
几
帳

面
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
民
博

の
公
文
書
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
性
格

も
も
ち
、
個
人
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

域
を
超
え
て
い
る
。
そ
こ
で
二
〇

一
一
年
度
か
ら
、「
梅
棹
忠
夫
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
資
料
の
整
理
保
存
、
目
録
作
成

の
作
業
を
開
始
し
、
劣
化
の
進
ん

だ
紙
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
ウ
ェ

た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
梅

棹
が
、
今
活
躍
し
て
い
た
な
ら
、
ど
ん
な
技

法
を
生
み
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

今
日
、
学
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
び
と

を
も
悩
ま
せ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
発
展
に
よ
る
情
報
の
爆
発
だ
。
ネ
ッ
ト
の

情
報
を
い
か
に
し
て
使
い
こ
な
す
か
は
、
ま
さ

に
現
代
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
技
法
と
い
っ

て
も
い
い
。
し
か
し
手
に
入
る
情
報
が
い
か
に

多
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
梅
棹
の
情
報
カ
ー

ド
に
み
る
情
報
の
原
子
化
と
、
こ
ざ
ね
法
に

み
ら
れ
る
異
な
る
情
報
の
並
び
替
え
か
ら
新
し
い
情
報
を
生

み
出
す
手
法
は
、
原
則
に
変
わ
り
は
な
い
。
ツ
ー
ル
を
ネ
ッ
ト

に
対
応
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
。

ネ
ッ
ト
時
代
の
情
報
カ
ー
ド

例
え
ば
、
ネ
ッ
ト
上
で
利
用
で
き
る
メ
モ
ツ
ー
ル
で
あ
る

E
vernote

は
、
文
章
や
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
、
写
真
な
ど
を
な
ん

で
も
保
存
し
て
く
れ
る
、
ま
さ
に
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
情
報
カ
ー

ド
だ
。E

vernote

上
の
情
報
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
も
閲

覧
可
能
な
の
で
、
発
想
が
浮
か
ん
だ
と
き
に
い
つ
で
も
手
元
に

引
き
出
せ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
ま
た
、
写
真
や
手

書
き
の
ス
ケ
ッ
チ
、
音
声
の
録
音
と
い
っ
た
情
報
を
い
つ
で
も

追
加
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
ネ
ッ
ト
に
あ
る
情
報
は
、
ネ
ッ
ト

上
の
ツ
ー
ル
で
あ
るE

vernote

で
収
集
・
整
理
す
る
の
が
い

ち
ば
ん
扱
い
や
す
い
。

現
代
の
ツ
ー
ル
は
新
し
い
知
的
生
産
の
技
法
も
可
能
に
し

ブ
公
開
を
始
め
た
。

梅
棹
資
料
室
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
に
館
長
直
属
組
織
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
も
あ
っ
て
筆
者
が
初
代

室
長
を
務
め
た
。
梅
棹
の
残
し
た
資
料
を
整
理
・
保
存
し
、

学
問
の
成
立
過
程
だ
け
で
な
く
各
分
野
の
歴
史
を
解
明
す
る

基
盤
と
し
て
、
研
究
者
に
よ
る
参
加
型
・
成
長
型
の
梅
棹
忠

夫
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
構
築
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

新
し
い
構
造
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
目
指
し
て

一
般
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
整
理
は
、
一
九
九
四
年
に
制
定
さ

れ
た
国
際
標
準
に
基
づ
き
、
物
理
的
、
あ
る
い
は
意
味
的
な

階
層
構
造
を
前
提
と
す
る
。
し
か
る
に
梅
棹
の
知
的
生
産
は
、

周
知
の
と
お
り
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
発
想
に
基
づ
く
こ
と
が
多

い
。「
情
報
産
業
論
」
の
よ
う
に
、
文
明
の
発
達
を
動
物
の
発

生
過
程
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
含
ま
れ
る
資
料
間
に
は
、
階
層
関
係
で
は

と
ら
え
き
れ
な
い
、
梅
棹
の
自
由
な
発
想
の
元
と
な
っ
た
相

互
関
連
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
に
は
、
階
層

と
関
連
性
リ
ン
ク
を
組
み
合
わ
せ
た
構
造
を
も
ち
、
梅
棹
忠

夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
整
理
し
て
い
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
知
見
や
、

研
究
者
が
発
見
し
た
関
連
性
を
反
映
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
、

い
わ
ば
、
利
用
者
の
参
加
に
よ
る
成
長
型
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

が
望
ま
し
い
。
こ
れ
は
、
梅
棹
が
奨
励
し
た
共
同
的
な
知
の

創
造
に
か
な
う
。
こ
う
し
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

を
試
作
し
、
民
博
の
公
文
書
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
含
む
他
分
野

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
も
応
用
可
能
な
こ
と
を
示
し
て
い
く
こ
と

を
、
筆
者
と
し
て
は
後
続
に
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

て
い
る
。
例
え
ば
広
く

使
わ

れ

て

い

る

M
icro

so
ft W

o
rd

や

G
oogle

ド
キ
ュ
メ
ン
ト

の
よ
う
な
ツ
ー
ル
も
、

複
数
人
で
同
時
に
編
集

す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
書
い
た

草
稿
を
い
ち
い
ち
や
り

と
り
せ
ず
と
も
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
チ
ャ
ッ
ト
を

開
き
、
離
れ
た
場
所
に
い
る
相
手
と
議
論
を
し
な
が
ら
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
論
文
を
手
分
け
し
て
執
筆
す
る
と
い
う
作
業
方

法
も
す
で
に
一
般
的
だ
。
技
術
的
な
ハ
ー
ド
ル
が
な
く
な
り
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
端
末
と
ネ
ッ
ト
環
境
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け

離
れ
て
い
て
も
共
同
し
て
知
的
生
産
を
実
践
で
き
る
、
夢
の

よ
う
な
時
代
と
い
っ
て
い
い
。

し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
手
法
が
梅
棹
の
実
践
し

た
情
報
カ
ー
ド
や
知
的
生
産
の
技
術
と
置
き
換
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
い
く
ら
多
く
の
情
報
が
ネ
ッ
ト
で

検
索
で
き
て
も
、
古
い
資
料
や
文
献
が
散
逸
す
る
の
と
同
様

に
、
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
も
ま
た
日
々
失
わ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ

ネ
ッ
ト
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
と
に
証
拠
も
残
さ
ず
消
え

て
ゆ
く
情
報
の
海
か
ら
知
見
を
救
い
出
す
新
し
い
手
法
が
問

わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
集
め
た
情
報
か
ら
新
し

い
情
報
を
生
み
出
す
創
造
性
は
、
古
い
ツ
ー
ル
と
新
し
い
ツ
ー

ル
の
共
演
に
よ
っ
て
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
。

階層型とネットワーク型を融合したアーカイブズ構造

梅棹資料室のキャビネットに収められている、梅棹が作成したB6カード。
これらは「知的生産の技術」のもとになった

Evernoteで新聞記事をスクラップした画面

最上位を「フォンド（fonds）」とよぶ階層構造が国際標準だが、階層だけであらわせない資
料間の関係はリンクとして表現する必要がある。梅棹忠夫アーカイブズに「文明学フォン
ド」と「生物学フォンド」があるとすれば、両者間にリンクが数多く存在するに相違ない
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幾
重
に
も
重
ね
あ
げ
る
デ
ー
タ
と
、
そ

こ
か
ら
編
み
出
さ
れ
て
い
く
理
論
が
文

明
に
対
す
る
よ
り
深
い
洞
察
に
つ
な

が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
の
調
査
を
基
に
執
筆
し
た

『
東
南
ア
ジ
ア
紀
行
』（
一
九
六
四
年
、

中
央
公
論
社
）
に
お
い
て
、梅
棹
は
、「
移

動
研
究
室
」
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
、

調
査
隊
の
活
動
や
現
地
で
の
情
報
収

集
の
方
法
に
つ
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く

記
述
し
て
い
る
。
梅
棹
や
隊
員
た
ち
が

撮
影
し
た
写
真
は
、
モ
ノ
ク
ロ
で
約
二

万
コ
マ
、
カ
ラ
ー
は
約
二
〇
〇
〇
コ
マ

と
い
う
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
ほ

か
、
フ
ィ
ル
ム
や
録
音
テ
ー
プ
も
残
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
当
時
の
東
南
ア
ジ

ア
の
様
子
を
伝
え
る
写
真
に
つ
い
て
は
、

そ
の
一
部
が
、
岩
波
写
真
文
庫
の
『
タ

イ

―
学
術
調
査
の
旅
』
お
よ
び
『
イ

ン
ド
シ
ナ
の
旅

―
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
』（
と

も
に
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
梅
棹

の
写
真
に
は
、
人
び
と
の
何
気
な
い
日
常
が
お
さ
め
ら
れ
て
お

り
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
や
表
情
、
当
時
の
生
活
が
生
き
生
き
と

写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
文
章
ば
か
り
で
な
く
、
写
真
に
も
こ
だ

わ
り
を
見
せ
た
梅
棹
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
後
、
写
真
を

多
用
す
る
本
誌
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

東
洋
大
学
教
授

子ね

島じ
ま 

進す
す
む

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

信の
ぶ

田た 

敏と
し

宏ひ
ろ

一
九
五
五
年
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
か

ら
帰
国
し
た
梅
棹
忠
夫
は
、
ま
も
な
く
し
て
、
当
時
所
属
し

て
い
た
大
阪
市
立
大
学
が
派
遣
す
る
東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査

隊
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
準
備
に
追
わ
れ
る
な
か
、
一

九
五
七
年
二
月
に
は
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探

検
か
ら
着
想
を
得
た
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」（
後
の
『
文

明
の
生
態
史
観
』
の
元
に
な
る
論
考
）
を
発
表
し
、
一
躍
時
の
人

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
一
一
月
、
三
七
歳
の
梅

棹
は
、
第
一
次
大
阪
市
立
大
学
東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊
の

隊
長
と
し
て
、
タ
イ
に
向
け
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の

始
ま
り
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
梅
棹
の
調
査
隊
よ
り
少

し
早
く
、
日
本
民
族
学
協
会
が
派

遣
す
る
第
一
次
東
南
ア
ジ
ア
稲
作

民
族
文
化
綜そ
う

合ご
う

調
査
団
が
、
メ
コ

ン
川
流
域
を
中
心
と
す
る
タ
イ
、

ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
で
調
査
を
実
施
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
団
員
に
は
、
綾あ
や

部べ

恒つ
ね

雄お

、

岩い
わ

田た

慶け
い

治じ

な
ど
が
参
加
し
て
い
た
。

約
六
カ
月
の
滞
在
期
間
、
梅
棹

は
タ
イ
を
拠
点
に
ジ
ー
プ
で
駆
け

め
ぐ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
当
初
は
、

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
を
訪
れ
た
り
、

タ
イ
の
チ
ェ
ン
マ
イ
ま
で
足
を
の

ば
し
、
カ
レ
ン
の
人
び
と
の
村
な

ど
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

石い
し

井い

米よ
ね

雄お

を
通
訳
に
迎
え
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
を

め
ぐ
る
調
査
旅
行
に
出
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と
読
書

旅
の
移
動
中
、梅
棹
は
「
移
動
研
究
室
」
と
銘
打
っ
て
、ジ
ー

プ
に
積
み
込
ん
だ
D
・
G
・
E
・
ホ
ー
ル
の
『
東
南
ア
ジ
ア
史
』

（
一
九
五
五
年
）
な
ど
の
基
本
文
献
を
車
内
や
宿
泊
先
で
読
み

進
め
て
い
た
と
い
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
読
書
は
、
研
究
室
や

書
斎
で
の
読
書
と
は
違
い
、
現
場
で
実
際
に
確
か
め
ら
れ
る

と
い
う
利
点
が
あ
る
。
膨
大
な
文
献
の
渉
猟
と
フ
ィ
ー
ル
ド

で
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
、
そ
し
て
、
さ
ら
な
る
情
報
収
集
。

一
九
五
五
年
の
「
京
都
大
学
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ

学
術
探
検
隊
」
は
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
と
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
と
い
う
ふ

た
つ
の
山
岳
地
帯
を
舞
台
と
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
学
際

的
調
査
だ
っ
た
。
後
年
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
農
牧
文
化
複

合
の
研
究
や
ア
フ
リ
カ
で
の
霊
長
類
・
生
態
人
類
学
な
ど
が

こ
こ
か
ら
派
生
し
て
い
く
の
で
あ
り
、ま
さ
に「
日
本
の
フ
ィ
ー

ル
ド
サ
イ
エ
ン
ス
の
原
点
」
と
よ
べ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
京
大
に
よ
る
調
査
か
ら
三
〇
年
後
に
わ
た
し
は
カ
ラ
コ

ラ
ム
に
足
を
踏
み
入
れ
、
足
か
け
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
。
当
時
、
中
国
と
パ
キ
ス
タ
ン
を

結
ぶ
幹
線
道
路
が
開
通
し
た
こ
と
で
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
は
商
業

ル
ー
ト
な
ら
び
に
観
光
地
と
し
て

脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
っ
た
。
住
民

参
加
型
の
N
G
O
活
動
が
活
発
に

な
り
、
人
び
と
の
生
活
に
は
大
き

な
変
化
が
訪
れ
て
い
た
。
学
術
調

査
に
関
し
て
は
、C

ulture A
rea 

K
arakorum

（
C
A
K
）
と
い
う

ド
イ
ツ
人
に
よ
る
大
型
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
一
九
八
九
〜
九
八
年
）
が
進

行
し
て
お
り
、
複
数
の
谷
の
あ
ち

こ
ち
に
、
自
然
地
理
学
、
文
化
人

類
学
、
言
語
学
等
の
研
究
者
を
長

期
間
滞
在
さ
せ
て
、
環
境
と
文
化

の
相
互
作
用
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
C
A
K
の
メ
ン

バ
ー
と
は
何
回
も
顔
を
合
わ
せ
、
た
が
い
の
調
査
テ
ー
マ
に
つ

い
て
よ
く
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
（
わ
た
し
の
初
め
て
の
英
語

論
文
は
C
A
K
の
論
文
集
に
収
録
さ
れ
た
）。
じ
つ

は
京
大
と
同
時
期
に
、
ド
イ
ツ
人
も
カ
ラ
コ
ラ
ム

探
検
を
始
め
て
お
り
、
C
A
K
は
そ
の
発
展
形

で
あ
っ
た
。

多
様
な
成
果
と
そ
の
価
値

一
九
九
〇
年
代
末
に
至
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
学
際

研
究
が
よ
う
や
く
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
迎
え
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
手
探
り
状
態

で
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
五
〇
年
代
の
一
度
の
探
検

か
ら
、
植
物
学
や
地
質
学
の
英
文
報
告
書
の
み

な
ら
ず
、『
モ
ゴ
ー
ル
族
探
検
記
』（
一
九

五
六
年
、
岩
波
書
店
）
や
記
録
映
画
「
カ

ラ
コ
ル
ム
」（
一
九
五
六
年
）
な
ど
の
多
様

な
成
果
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
驚
き

に
値
す
る
。
こ
こ
ま
で
高
い
生
産
性
を
発

揮
で
き
た
の
は
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が

フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
発
見
を
こ
ま
め
に
ノ
ー

ト
に
し
る
し
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
現
場

で
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ

て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。『
知
的
生
産
の
技

術
』
か
ら
は
、
梅
棹
が
「
毎
日
の
発
見

を
こ
ま
め
に
手
帳
に
書
き
留
め
て
蓄
積

を
図
る
」
と
い
っ
た
研
究
の
コ
ツ
を
、
専

門
の
違
う
友
人
間
で
共
有
財
産
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

異
分
野
の
メ
ン
バ
ー
同
士
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
見
を
も
と
に
、

現
場
で
自
由
闊か
っ

達た
つ

に
議
論
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
京
大
探
検
隊

の
最
大
の
強
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
、
こ
の
小
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
D
V
D
ブ
ッ

ク
『
カ
ラ
コ
ル
ム
／
花
嫁
の
峰　

チ
ョ
ゴ
リ
ザ

―
フ
ィ
ー
ル

ド
科
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
』（
二
〇
一
〇
年
、
京
都
大
学
学
術

出
版
会
）、
C
A
K
の
論
文
集
、
そ
し
て
自
ら
の
博
士
論
文
ま

で
引
っ
張
り
出
し
て
目
を
と
お
し
た
。
そ
の
作
業
を
と
お
し
て
、

「
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
常
に
新
し
い
発
見
を
め
ざ

す
べ
し
」
と
意
を
あ
ら
た
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
京
都
大

学
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
」
は
、
研
究
者

の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の

価
値
を
保
ち
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

カ
ラ
コ
ラ
ム・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ

学
術
探
検
と

知
的
生
産

東
南
ア
ジ
ア

学
術
調
査

│
梅
棹
忠
夫
の「
移
動
研
究
室
」

テントの前で笑顔をみせる梅棹。アフガニスタン西部
の山中ゴラートにて（X0227377、1955年、「梅棹忠夫
アーカイブズ」より）

1957年、梅棹がカメラにおさめたうちの1枚。カンボジアのトンレサップ湖上で撮影された写真からは、クメール族の日常生
活が垣間見える。右は、写真展「民族学者　梅棹忠夫の眼」（1982年開催）の際に梅棹が書いた解説原稿
（左：X0223585、ともに「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

梅棹が「移動研究室」と称した三菱製ジープ。3台の車それ
ぞれに調査に必要な道具一式を備え、いずれも独立した研
究室として行動できるようになっていた（X0244658、タイ、
1957年、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

NGOが女性による手工芸作りを推進し、地元のお土産として販売され
ている。日本人観光客に向けた看板もある（パキスタン、フンザ谷、
2003年）
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ウ
メ
サ
オ
の
霧
箱

│
探
検
的
思
考
の
た
め
の
装
置

国
立
情
報
学
研
究
所
教
授

高た
か

野の 

明あ
き

彦ひ
こ

『
知
的
生
産
の
技
術
』
の
な
か
で
、
梅
棹
は
、
ひ
ら
め
き
や

発
見
は
わ
た
し
た
ち
に
も
日
々
訪
れ
る
が
、
す
ぐ
に
消
え
て
し

ま
う
。
こ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
て
自
分
の
思
想
の
素
材

に
育
て
る
た
め
に
は
、
見
え
な
い
宇
宙
線
の
軌
跡
を
可
視
化

す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
霧
箱
の
よ
う
な
装
置
が
必
要
だ
と
述
べ
て

い
る
。
わ
た
し
は
高
校
一
年
生
で
初
め
て
こ
の
こ
と
ば
と
出

会
っ
た
と
き
の
感
動
を
、
今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
大
学

で
数
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
を
学
び
、
最
近
二
〇
年
間
は
、

大
量
の
電
子
情
報
を
人
間
の
創
造
的
思
考
に
生
か
す
情
報
技

術
を
追
求
し
て
き
た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
「
ウ
メ
サ
オ
の

霧
箱
」
は
、
ひ
ら
め
き
を
生
み
、
思
考
を
深
め
る
情
報
環
境

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
基
本
的
指
針
と
な
っ
て
き
た
。

今
回
、
企
画
展
「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
準
備

の
た
め
、
梅
棹
が
世
界
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て

残
し
た
膨
大
で
多
様
な
資
料
群
（
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
、
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
、
写
真
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
た
カ
ー
ド
、
こ
ざ
ね
、
著
作

等
）
を
つ
ぶ
さ
に
眺
め
る
貴
重
な
機
会
を
得
た
。「
梅
棹
忠
夫

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
整
理
さ
れ
、
蓄
え
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の

資
料
群
に
つ
い
て
、
電
子
化
が
進
め
ら
れ
、
相
互
の
参
照
関

係
が
機
械
可
読
な
リ
ン
ク
で
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
資
料
群
こ
そ
が
梅
棹
の
発
想
の
源
泉
だ
っ
た
こ
と
を
強

く
実
感
し
た
。

梅
棹
の
探
求
ス
タ
イ
ル

「
霧
箱
」
に
、
梅
棹
は
何
を
溜た

め
て
、
何
を
見
て
き
た
の
だ

え
た
ひ
ら
め
き
を
記
録
し
て
霧
箱
に
溜
め
込
み
、
そ
れ
を
使
っ

て
次
の
発
見
を
探
る
の
で
あ
る
。
あ
る
霧
箱
で
見
え
た
も
の

に
基
づ
い
て
、
次
の
思
考
の
た
め
の
霧
箱
が
作
ら
れ
る
。「
霧

箱
サ
ー
フ
ィ
ン
」
と
も
よ
べ
る
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
梅

棹
の
真
骨
頂
だ
っ
た
と
感
じ
る
。

情
報
の
百
科
事
典

情
報
の
整
理
と
活
用
法
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
に
ヴ
ァ

ネ
ヴ
ァ
ー
・
ブ
ッ
シ
ュ
が
提
案
し
た
メ
メ
ッ
ク
ス
が
有
名
だ
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
記
録
さ
れ
た
膨
大
な
情
報
を
活
用
し
て

ろ
う
か
。「
発
見
の
手
帳
」
こ
そ
が

自
分
に
と
っ
て
の
霧
箱
で
あ
り
、
一

枚
一
項
目
主
義
で
書
き
込
む
カ
ー
ド

の
集
ま
り
が
「
手
帳
」
の
新
し
い
形

だ
と
説
明
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、

目
や
心
に
映
る
も
の
を
次
々
と
ロ
ー

マ
字
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
打
ち
込

む
。
出
会
っ
た
人
び
と
や
出
来
事
を

ス
ケ
ッ
チ
や
写
真
の
形
で
記
録
す
る
。

ま
た
あ
る
と
き
は
、
持
参
し
た
書
物

を
読
み
進
め
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
に

記
録
し
た
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
と
文
献

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
新
し
い
結

び
つ
き
に
興
奮
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

自
分
が
書
き
溜
め
て
き
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ノ
ー
ト
を
読
み
返
す
こ
と
で
、
目

の
前
の
事
物
と
過
去
に
撮
っ
た
写
真

が
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ー
ド
や
こ
ざ
ね
を

駆
使
し
て
、
霧
箱
の
中
身
と
観
測
す

る
対
象
を
、
い
つ
で
も
自
在
に
入
れ

替
え
な
が
ら
、「
考
え
・
書
き
・
読
む
」

と
い
う
活
動
を
切
れ
目
な
く
繰
り
返

し
て
い
る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
自
分
が
と
ら

人
間
の
記
憶
を
拡
張
す
る
シ
ス
テ
ム
が
図
解
入
り
で
提
案
さ

れ
、
そ
れ
が
現
在
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
や
ウ
ェ
ブ
の
発
明
に

概
念
的
な
基
礎
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
、
米
国

科
学
研
究
開
発
局
長
と
し
て
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
の
推
進
に
深

く
か
か
わ
り
、
全
米
科
学
者
の
三
分
の
一
を
指
揮
し
て
い
た

ブ
ッ
シ
ュ
の
傲
慢
と
も
い
え
る
全
能
感
と
、
人
類
の
科
学
的
な

全
知
識
を
百
科
事
典
の
よ
う
に
整
理
し
て
マ
ネ
ー
ジ
し
た
い

と
い
う
強
烈
な
欲
望
を
感
じ
る
。

メ
メ
ッ
ク
ス
や
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
発
達
し
て
き
た

現
在
の
情
報
技
術
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
識
を
収
集
整

理
し
て
、
そ
れ
ら
の
体
系
化
を
進
め
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
属
人
的
で
は
な
い
形
で
考
え
の
機
序
や
根

拠
が
示
さ
れ
、
第
三
者
が
い
つ
で
も
そ
の
正
当
性
を
確
認
で

き
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
や
ハ
イ
パ
ー

リ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
静
的
な
関
係
性
を
表
現
す
る
仕
組

み
と
し
て
導
入
さ
れ
て
き
た
。

体
系
化
の
先
へ

『
知
的
生
産
の
技
術
』
に
書
か
れ
た
梅
棹
の
提
案
を
、
B
6

判
カ
ー
ド
の
採
用
や
ロ
ー
マ
字
記
述
に
よ
る
情
報
整
理
法
と
、

こ
ざ
ね
を
活
用
し
た
文
章
作
成
術
と
し
て
要
約
す
る
の
は
お

そ
ら
く
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
本
の
最
大
の
貢
献
は
、
彼
の

生
涯
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
例
と
し
て
説
か
れ
る

探
検
的
な
思
考
の
方
法
論
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る

体
験
や
観
察
を
、「
考
え
・
書
き
・
読
む
」
と
い
う
活
動
の
切

れ
目
な
い
繰
り
返
し
に
う
ま
く
接
合
す
る
「
ウ
メ
サ
オ
の
霧

箱
」
は
、
探
検
的
思
考
の
た
め
の
装
置
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
探
検
的
思
考
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
、
現
在
主
流
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
は
不
十
分

で
あ
る
。
知
識
と
知
識
の
関
係
性
と
し
て
静
的
な
関
係
づ
け

し
か
記
述
で
き
な
い
こ
と
が
本
質
的
な
制
限
と
な
っ
て
い
る
。

探
検
的
思
考
の
主
体
が
自
分
の
脳
に
溜
め
込
ん
で
い
る
記
憶

の
違
い
や
、
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
体
験
の
組
み
合

わ
せ
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、「
霧
箱
」
で
と
ら
え
る
べ
き
知
識

間
の
関
係
性
は
動
的
に
変
化
す
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

対
話
し
な
が
ら
、
思
い
浮
か
べ
て
い
る
景
色
が
変
化
し
て
い
く

様
子
を
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
情
報
表
現
法
が
必
要
だ
。
梅

棹
か
ら
我
々
に
託
さ
れ
た
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

梅棹の「発見の手帳」。レオナルド・ダ・ヴィンチの手帳をイメージしたこのノートに、
梅棹は中学のころから「なんでもかんでも」書き込んでいた（「梅棹忠夫アーカイブズ」
より）

企画展で公開予定の「梅棹忠夫アーカイブズ・クルーズ」（開発：阿辺川武、2020年）。球やトーラスの形に配置
された梅棹関連資料群を３D空間で自在に操作しながら、資料の選択や並び替えによってあらたな関係性を探る
システム。個々の著作や関連資料をeReader（下図）で開いて、詳しく閲覧することもできる

「eReader読書環境」で梅棹の著作を読む。著作の本文を他の資料や百科事典等の外部データベースと自動的に関連づ
ける。辞書引き関係だけでなく、内容的な類似性をとらえる連想検索も利用できる
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