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梅
棹
忠
夫
の
残
し
た
『
人
類
の
未
来
』

小
長
谷
有
紀　
（
こ
な
が
や
・
ゆ
き
）
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授

未
完
の
著
『
人
類
の
未
来
』
は
︑
河
出
書
房
新
社
の
「
世
界
の
歴
史
」
シ
リ
ー
ズ
全
二
十
五
巻
の
最
終
巻
を
か
ざ
る
も
の
と
し

て
構
想
さ
れ
て
い
た
︒
編
集
者
と
し
て
伴
走
し
た
小
池
信
雄
さ
ん
は
︑
当
時
の
事
情
を
も
っ
と
も
よ
く
し
る
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
ろ

う
︒
現
在
の
編
集
者
た
ち
の
も
と
め
に
応
じ
て
︑
こ
れ
ま
で
す
で
に
い
く
つ
か
ご
自
身
で
回
想
を
の
べ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
︑
国
立
民
族
学
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
展
で
の
図
録
に
相
当
す
る
『
梅
棹
忠
夫―

知
的
先
覚
者
の

軌
跡
』
で
は
︑「「
暗
黒
の
か
な
た
の
光
明
」
を
求
め
苦
闘
し
た
時
代
」
と
題
し
て
︑
初
期
の
企
画
の
と
き
か
ら
の
よ
う
す
を
披
露
し

て
い
る
︒
ま
た
︑
お
な
じ
こ
ろ
に
刊
行
さ
れ
た
河
出
書
房
新
社
の
文
藝
別
冊
『
梅
棹
忠
夫―

地
球
時
代
の
知
の
巨
人
』
に
は
「
幻

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
人
類
の
未
来
』」
と
題
し
て
︑
目
次
を
完
成
さ
せ
た
こ
ろ
の
よ
う
す
を
つ
た
え
て
い
る
︒
さ
ら
に
ま
た
︑
季
刊

誌
『
考
え
る
人
』
の
梅
棹
忠
夫
特
集
号
で
は
「
た
っ
た
一
人
だ
け
の
読
者
」
と
題
し
て
︑『
人
類
の
未
来
』
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
梅
棹

忠
夫
の
さ
ま
ざ
ま
な
肉
声
を
つ
た
え
て
い
る
︒
こ
れ
だ
け
書
か
れ
て
い
て
も
な
お
︑
い
ま
だ
つ
き
な
い
経
緯
が
あ
り
そ
う
で
︑
わ
た

し
は
小
池
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
う
し
で
た
︒

本
稿
は
︑
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
も
と
づ
い
て
当
時
の
状
況
を
解
説
し
︑
梅
棹
忠
夫
の
残
し
た
『
人
類
の
未
来
』
の
解
題
に
代
え

る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ろ
よ
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
小
池
さ
ん
に
ふ
か
く
感
謝
す
る
︒

本
が
「
家
具
」
だ
っ
た
時
代
に

小
池
さ
ん
が
人
物
往
来
社
か
ら
河
出
書
房
に
ひ
き
ぬ
か
れ
た
の
は
︑
昭
和
四
十
一
年
︑
一
九
六
六
年
四
月
の
こ
と
だ
っ
た
︒

当
時
︑
中
央
公
論
が
全
集
「
日
本
の
歴
史
」
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
︑
一
巻
を
担
当
執
筆
す
れ
ば
家
が
建
つ
と
い
う
ほ
ど
の
羽
振
り
の
よ

さ
が
う
わ
さ
さ
れ
て
い
た
︒
河
出
書
房
も
ま
た
︑「
世
界
文
学
全
集
」
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
︑
初
版
二
十
万
部
︑
三
十
万
部
と
い
う
数
字

で
売
り
ま
く
っ
て
い
た
と
い
う
︒
全
集
ブ
ー
ム
の
時
代
が
到
来
し
て
い
た
︒

自
宅
の
壁
に
︑
家
具
の
よ
う
に
し
て
全
集
を
そ
ろ
え
た
時
代
な
の
だ
っ
た
︒
戦
後
生
ま
れ
の
団
塊
の
世
代
が
就
職
し
︑
家
庭
を
も

ち
︑
住
宅
を
も
つ
に
は
ま
だ
や
や
早
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
︑
家
を
つ
く
る
と
い
う
ブ
ー
ム
と
︑
全
集
を
か
い
そ
ろ
え
る
と
い
う

ブ
ー
ム
は
セ
ッ
ト
だ
っ
た
︒
全
集
が
壁
に
な
ら
ん
で
い
る
だ
け
で
︑
な
ん
だ
か
と
て
も
か
し
こ
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
に
ち
が

い
な
い
︒
本
︑
と
り
わ
け
全
集
が
い
わ
ば
家
具
の
一
種
と
し
て
よ
く
う
れ
た
時
代
だ
っ
た
︒

当
時
︑
河
出
書
房
の
社
長
は
世
代
交
代
し
た
ば
か
り
で
︑
わ
か
く
て
意
欲
的
で
あ
り
︑
中
公
が
日
本
史
を
す
る
な
ら
︑
河
出
は
世

界
史
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
︑
文
学
の
河
出
か
ら
歴
史
の
河
出
を
つ
く
ろ
う
︑
と
い
う
意
気
込
み
で
︑
小
池
さ
ん
が
ひ
き
ぬ
か
れ
た

の
だ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
配
属
先
は
教
養
部
門
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
た
っ
た
ひ
と
り
き
り
で
︑
ま
っ
た
く
シ
ー
ン
と
し
ず
か
だ
っ
た
た
め
︑
二

日
め
あ
た
り
で
辞
職
し
よ
う
と
お
も
っ
た
︑
と
い
う
︒
ド
イ
ツ
語
の
歴
史
全
集
が
つ
み
あ
げ
ら
れ
て
︑
そ
れ
を
参
考
に
構
成
を
か
ん

が
え
よ
と
い
う
業
務
命
令
は
︑
昭
和
史
を
専
門
と
し
︑
雑
誌
社
で
は
た
ら
い
て
き
た
小
池
さ
ん
に
は
苦
痛
だ
っ
た
︒
や
め
ず
に
す
ん

だ
の
は
︑
人
物
往
来
社
の
と
き
の
先
輩
で
あ
る
脇
坂
勇
さ
ん
も
ひ
き
ぬ
か
れ
て
河
出
書
房
に
や
っ
て
き
た
お
か
げ
で
あ
る
︒

毎
日
︑
出
社
す
る
と
す
ぐ
に
ふ
た
り
で
喫
茶
店
に
ぬ
け
だ
し
て
は
︑
構
成
に
つ
い
て
議
論
し
た
︒
脇
坂
さ
ん
い
わ
く
︑「
洋
書
を
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勉
強
す
る
な
ん
て
︑
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
は
や
め
ろ
︑
学
参
か
っ
て
こ
い
」︒
学
参
と
は
受
験
参
考
書
の
こ
と
で
あ
る
︒
受
験
参
考

書
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
も
あ
り
︑
な
が
い
時
間
に
耐
え
て
い
る
︑
い
わ
ば
名
作
で
あ
る
︒
そ
の
参
考
書
の
構
成
を
採
用
す
れ
ば
十
分

だ
︒
よ
け
い
な
こ
と
を
か
ん
が
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

毎
月
刊
行
し
て
二
年
で
完
結
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
二
十
四
巻
の
構
成
と
な
る
︒
学
習
参
考
書
の
構
成
も
偶
然
に
二
十
四
章

で
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
れ
で
よ
し
︒
あ
と
は
書
き
手
の
問
題
だ
︒
書
き
手
に
つ
い
て
は
︑
東
京
大
学
や
京
都
大
学
の
教
授
︑
教
授
だ
け

で
は
足
り
な
い
か
ら
助
教
授
も
︑
そ
れ
だ
け
で
も
足
り
な
い
か
ら
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
大
学
出
身
で
他
大
学
に
つ
と
め
て
い
る
教
授

た
ち
︑
と
い
う
よ
う
に
範
囲
を
ひ
ろ
げ
て
リ
ス
ト
を
つ
く
っ
た
ら
し
い
︒
そ
の
結
果
︑
も
っ
と
も
ら
し
い
構
成
に
は
な
っ
た
け
れ
ど

も
︑
い
か
に
も
お
も
し
ろ
み
に
欠
け
た
︒

そ
こ
で
︑
そ
も
そ
も
こ
の
出
版
企
画
を
社
長
に
売
り
込
ん
で
き
た
フ
リ
ー
の
編
集
者
片
山
修
三
氏
に
企
画
の
意
図
を
問
う
た
と
こ

ろ
︑
世
界
史
で
は
な
く
て
「
人
類
の
歴
史
」
で
い
き
た
い
︑
そ
の
冒
頭
は
「
人
類
の
誕
生
」
に
な
る
︑
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
ら

し
い
︒「
人
類
の
誕
生
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
今
西
錦
司
と
い
う
人
が
ア
フ
リ
カ
で
サ
ル
を
研
究
し
て
い
る
よ
う
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
漠
然
と
し
た
感
じ
で
︑
二
十
四
巻
シ
リ
ー
ズ
の
冒
頭
に
今
西
の
『
人
類
の
誕
生
』
が
か
か
げ
ら
れ
た
︒
た
だ
し
︑
今
西
錦
司

著
の
『
人
間
以
前
の
社
会
』
を
よ
ん
だ
小
池
さ
ん
は
︑
少
々
文
章
が
か
た
す
ぎ
る
な
あ
と
不
安
を
感
じ
て
︑
弟
子
筋
の
梅
棹
忠
夫
を

く
わ
え
︑
二
人
の
な
ま
え
を
な
ら
べ
て
お
い
た
︒

こ
の
企
画
案
を
み
た
桑
原
武
夫
は
お
お
い
に
お
ど
ろ
い
た
︒「
河
出
の
編
集
部
は
今
西
錦
司
と
梅
棹
忠
夫
を
よ
く
見
ぬ
い
た
ね
」

と
感
激
し
た
ら
し
い
︒「
人
類
の
誕
生
」
を
念
頭
に
お
い
て
︑
霊
長
類
を
研
究
し
て
い
る
こ
と
は
︑
京
都
大
学
内
で
は
周
知
の
事
実

で
あ
っ
て
も
︑
一
般
に
は
ま
だ
あ
ま
り
し
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
河
出
は
よ
く
ぞ
見
ぬ
い
た
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
連
名
作
戦
は
失
敗
に
お
わ
る
︒

梅
棹
忠
夫
の
企
画
力

善
は
い
そ
げ
と
い
う
わ
け
で
︑
河
出
書
房
は
今
西
と
梅
棹
を
さ
っ
そ
く
京
都
の
著
名
な
料
亭
に
招
待
し
た
︒
一
流
の
先
生
は
一
流

の
料
亭
で
口
説
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
河
出
書
房
か
ら
は
江
口
幸
専
務
が
同
席
し
て
︑
企
画
の
趣
旨
を
説
明
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

梅
棹
が
「
は
あ
︑
そ
う
か
」
な
ど
と
あ
い
づ
ち
を
う
ち
な
が
ら
お
も
し
ろ
そ
う
に
聞
い
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
今
西
は
も
く
も
く
と

酒
を
の
み
︑
終
始
︑
ブ
ス
っ
と
し
て
い
た
︒
桑
原
武
夫
に
「
気
配
が
ど
う
も
あ
や
し
い
」
と
報
告
す
る
と
︑「
あ
あ
︑
そ
う
や
ろ
な
」

と
︑
ど
う
や
ら
ふ
た
り
連
名
と
い
う
案
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
先
刻
承
知
し
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
︒

桑
原
武
夫
の
つ
ぎ
な
る
指
示
は
︑
梅
棹
君
は
ち
ょ
っ
と
や
め
て
︑
今
西
先
生
ひ
と
り
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
ん
ど
は
今
西
の
家
に

行
け
と
の
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
ろ
そ
ろ
停
年
が
ち
か
づ
い
て
い
る
今
西
に
と
っ
て
︑
多
額
の
印
税
は
魅
力
的
で
あ
り
︑
執
筆
を
ひ
き
う

け
る
だ
ろ
う
︑
と
い
う
桑
原
氏
の
予
想
ど
お
り
︑
ひ
き
う
け
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
︒
問
題
は
︑
梅
棹
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
こ

と
わ
る
か
︑
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
桑
原
か
ら
は
︑
シ
リ
ー
ズ
全
体
の
企
画
メ
ン
バ
ー
か
ら
「
梅
棹
君
を
の
が
し
ち
ゃ
だ
め
だ
」
と
い

う
︒
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
残
し
つ
つ
︑
共
著
案
か
ら
は
お
り
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
︑
非
常
に
む
ず
か
し
い
注
文
だ
っ
た
︒

し
か
し
︑
脇
坂
・
小
池
の
両
氏
が
梅
棹
の
自
宅
を
訪
問
す
る
と
︑
意
外
に
も
︑「
世
界
の
歴
史
」
の
企
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
お

お
い
に
も
り
あ
が
っ
た
︒
梅
棹
は
︑
従
来
の
西
洋
史
と
東
洋
史
と
い
う
よ
う
な
わ
く
ぐ
み
で
は
だ
め
だ
︑
広
大
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

と
し
て
中
洋
が
重
要
な
の
に
︑
日
本
人
は
ほ
と
ん
ど
し
ら
な
い
︑
と
力
説
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
河
出
の
世
界
史
シ
リ
ー
ズ
は
︑
イ
ス

ラ
ー
ム
や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
に
も
焦
点
が
あ
て
ら
れ
︑
こ
れ
ま
で
に
な
い
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

梅
棹
は
一
九
五
○
年
代
に
こ
れ
ら
の
地
域
を
み
ず
か
ら
踏
査
し
︑
そ
の
文
明
史
的
意
義
を
体
得
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
ま

で
の
固
定
的
な
わ
く
ぐ
み
を
こ
え
た
案
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
︒
つ
い
に
シ
リ
ー
ズ
最
終
巻
を
書
か
ず
に


