
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-07-06

歴史文化の可能性と課題 : 『LINK』２号特集「"地
域の再生"と歴史文化」を読む (LINKを読む)

(Citation)
Link : 地域・大学・文化 : 神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター年報,3:92-96

(Issue Date)
2011-08

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/81003376

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/81003376

三村, 昌司



『LINK』Vol.3　2011 年 8月

92

歴史文化の可能性と課題
―『ＬＩＮＫ』２号特集「“ 地域の再生 ” と歴史文化」を読む

三村　昌司

　

小
文
は
、
こ
の
『LIN

K

』
の
前
号
に
掲

載
さ
れ
た
特
集
「〝
地
域
の
再
生
〟
と
歴
史

文
化
」（
以
下
、「
特
集
」
と
よ
ぶ
）
を
「
論

評
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
依
頼
に
応
じ
て
執

筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

学
術
雑
誌
の
特
集
を
次
の
号
で
論
評
す
る

と
い
う
話
は
、『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』

が
各
号
で
前
号
の
論
評
を
行
っ
て
い
る
も
の

の
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

そ
も
そ
も
、
自
分
が
適
役
か
も
含
め
て
ど

の
よ
う
に
論
評
す
る
か
迷
っ
た
の
だ
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
私
の
地
域
連
携
事
業
へ
の
か

か
わ
り
は
ご
く
浅
い
経
験
で
あ
っ
て
、
特
集

に
つ
い
て
評
す
る
ほ
ど
の
力
量
も
実
績
も
不

十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
こ
で
、
特
集
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を

書
き
連
ね
て
、
論
評
に
代
え
る
こ
と
を
お
許

し
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
、
一
読
者
と
し

て
、
ま
た
、
地
域
連
携
事
業
に
か
か
わ
っ
て

い
る
人
間
と
し
て
、
出
さ
れ
た
成
果
に
対
し

感
想
を
書
く
と
い
う
作
業
は
、
内
容
は
と
も

か
く
と
し
て
、
研
究
や
実
践
の
継
続
性
と
い

う
一
点
で
、
意
義
が
あ
ろ
う
か
と
は
思
っ
て

い
る
。

＊

　

さ
て
、い
わ
ゆ
る
「
書
評
」「
論
評
」
で
は
、

最
初
に
評
す
べ
き
対
象
の
内
容
を
紹
介
す
る

も
の
だ
が
、
下
手
な
ま
と
め
は
各
論
考
の
内

容
を
損
な
う
と
考
え
、あ
え
て
省
略
し
た
い
。

そ
の
う
え
で
、特
集
に
通
底
す
る
も
の
を「
特

集
に
あ
た
っ
て
」
を
参
照
し
な
が
ら
あ
え
て

筆
者
な
り
に
見
い
だ
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う

に
な
ろ
う
。

　
「
現
代
日
本
に
お
い
て
地
域
及
び
地
域
の

歴
史
文
化
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
。そ
こ
で
、

地
域
の
歴
史
文
化
を
主
体
的
に
担
う
住
民
の

活
動
か
ら
、〝
地
域
の
再
生
〟
の
手
が
か
り

を
見
い
だ
す
。」

　

と
は
い
え
、
特
集
で
は
〝
地
域
の
再
生
〟

と
謳
っ
て
い
な
が
ら
、
実
は
「
再
生
す
べ
き

も
の
」
が
何
な
の
か
を
、
明
示
的
に
述
べ
て

い
な
い
。
ふ
つ
う
「
再
生
」
と
い
う
か
ら
に

は
、
も
と
も
と
「
な
に
か
」
が
あ
っ
た
の
だ

が
、
無
く
な
っ
た
の
で
（
あ
る
い
は
無
く
な

を読む
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り
そ
う
な
の
で
）
そ
れ
を
再
生
し
よ
う
と
い

う
意
味
合
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

得
て
し
て
そ
れ
は
「
昔
は
の
ん
び
り
し
て
い

て
良
か
っ
た
」
と
か
「
昔
の
人
は
温
か
み
が

あ
っ
た
」、
ひ
い
て
は
「
昔
の
日
本
は
夢
と

希
望
が
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
懐
古
主
義

的
発
想
へ
と
結
び
つ
き
、「
今
の
日
本
は
ダ

メ
だ
。
昔
の
日
本
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
主
張
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
。
あ
る
い
は
、
過
去
を
正
当
化
す
る
た
め

の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
現
状
の
否
定
と
「
再

生
」
が
謳
わ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
特
集
で
は
「
地
域
の
再
生
」
と

い
う
言
葉
に
ダ
ブ
ル
ク
ォ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が

つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
地
域
の
再
生
」

そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
相
対
化
し
よ
う
と
し

て
い
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
少
子
高
齢
化

や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
地
域

社
会
や
地
域
経
済
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て

い
る
点
は
各
論
考
と
も
認
め
る
と
こ
ろ
だ

が
、
そ
こ
か
ら
「
昔
を
取
り
戻
そ
う
」
と
い

う
意
味
合
い
で
の
「
再
生
」
と
い
う
発
想
へ

は
至
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
岡
田
論
文
で
は
そ
の
こ
と
が

最
も
鋭
く
問
わ
れ
て
い
て
、「
そ
こ
で
は
、

常
に
、「
ど
の
よ
う
な
広
が
り
の
地
域
」
の
、

「
何
を
」
再
生
、
振
興
、
活
性
化
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
、
し
ば
し
ば
利
害
対

立
が
お
こ
る
」（
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、「
地

域
の
再
生
」
そ
の
も
の
が
、
現
実
社
会
の
な

か
で
利
害
対
立
の
争
点
に
な
っ
て
き
た
と
冷

静
に
語
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
善
見
論
文
で
は
「
町
は
ひ
と
り
で

に
「
作
」
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
そ
こ
に
暮

ら
し
生
き
る
人
々
が
「
創
」
っ
て
い
く
も
の

で
あ
る
」（
六
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ

こ
に
は
「
再
生
」
で
は
な
く
「
創
生
」
と
で

も
い
う
べ
き
発
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
特
集
は
「
も
と
も
と
あ
っ

た
地
域
を
再
生
す
る
」
と
い
う
視
点
に
は

立
っ
て
い
な
い
。

　

で
は
、
特
集
が
も
つ
〝
地
域
の
再
生
〟
と

は
、
何
か
。
も
ち
ろ
ん
、
各
論
考
に
よ
る
違

い
は
あ
る
が
、「
人
間
の
生
活
領
域
と
し
て

の
地
域
に
お
い
て
、
人
々
の
生
き
が
い
の
基

盤
に
地
域
歴
史
遺
産
を
据
え
る
」
と
い
う
風

に
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
生
き
が

い
」
と
い
う
言
葉
は
、
岡
田
論
文
・
岡
庭
論

文
で
使
わ
れ
て
い
る
（
二
四
頁
、
二
七
頁
）。

あ
る
い
は
、
善
見
論
文
で
は
「
子
ど
も
た
ち

が
生
き
生
き
と
育
つ
」
た
め
の
も
の
と
し

て
、
地
域
歴
史
遺
産
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
（
六
〇
頁
）。

　

そ
の
う
え
で
、
地
域
歴
史
遺
産
を
活
用
す

る
た
め
に
、
岡
田
・
岡
庭
・
善
見
論
文
で
は

と
く
に
住
民
の
主
体
性
形
成
が
重
視
さ
れ
、

櫻
井
・
大
槻
論
文
で
は
行
政
の
役
割
の
重
要

性
が
主
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
む
ろ
ん
、

ど
の
論
考
も
両
者
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
）。
こ
れ
に
『LIN

K

』
一
号

の
「
大
学
の
役
割
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら

ば
、〈
住
民
・
行
政
・
大
学
の
三
者
に
よ
っ

て
地
域
歴
史
遺
産
を
活
用
し〝
地
域
の
再
生
〟

を
図
る
〉
と
い
う
モ
デ
ル
を
描
く
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
住
民
・
行
政
・
大
学
の
三
者
連
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携
と
い
う
発
想
じ
た
い
は
、
と
り
た
て
て
珍

し
い
も
の
で
も
な
い
。
歴
史
に
限
ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
の
「
地
域
再
生
」
で
理
想
と

さ
れ
る
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
特
集
が

提
起
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
者
連
携
を
前

提
に
し
た
う
え
で
、「
地
域
歴
史
遺
産
に
し

か
で
き
な
い
も
の
」
を
提
示
し
よ
う
と
す
る

点
に
あ
る
。

　

例
え
ば
、
岡
田
論
文
は
「（
地
域
の

―

三
村
注
）「
個
性
」
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

自
ら
が
生
き
て
い
る
生
活
領
域
と
し
て
の
地

域
の
歴
史
的
形
成
過
程
を
知
る
こ
と
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
地
域
の
未

来
像
を
展
望
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」（
二
二

頁
）
と
述
べ
る
。
他
の
論
考
で
も
、
地
域
歴

史
遺
産
が
、（
当
然
だ
が
）「
歴
史
的
に
蓄
積

さ
れ
て
き
た
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ

の
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し

て
ま
た
、「
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も

の
」
に
は
、
文
字
史
料
や
遺
物
に
と
ど
ま
ら

ず
、
景
観
・
自
然
を
も
そ
の
な
か
に
含
み
込

む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
櫻
井
論
文

が
い
う
よ
う
に
「
歴
史
文
化
の
調
査
と
い
う

と
、
身
近
な
時
代
や
身
の
回
り
の
こ
と
を
捨

象
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
」（
四
七

頁
）
と
い
う
現
状
か
ら
し
て
も
、
改
め
て
強

調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

＊

　

さ
て
、
特
集
の
意
義
を
以
上
の
よ
う
に
理

解
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
射

程
と
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

特
集
が
持
つ
意
義
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
歴
史
文
化
が
人
々
の
「
生
き
が
い
」
に

資
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
意
義
が
も
つ
射
程
は
、〈「
地

域
の
再
生
」
が
「
産
業
振
興
」「
観
光
資
源

の
発
見
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
〉
を
、
い

か
に
打
破
し
て
い
け
る
か
と
い
う
点
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
い
。

　
「
地
域
の
再
生
」
と
い
え
ば
、
地
域
経
済

の
危
機
を
前
提
と
し
て
、「
ま
ず
第
一
に
地

域
経
済
の
再
生
で
あ
る
」
と
い
う
文
脈
で
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
た
と
え

ば
大
型
商
業
施
設
の
誘
致
や
外
形
的
な
「
レ

ト
ロ
化
」
な
ど
に
よ
っ
て
集
客
を
図
り
地
域

経
済
再
生
を
目
指
す
方
策
が
あ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、「
地
域
力
」
と
い
う
よ
う
な
フ
レ
ー

ズ
で
、地
域
に
あ
る
も
の
を
「
再
発
見
」
し
、

産
業
や
観
光
の
振
興
に
結
び
つ
け
て
い
く
議

論
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
仮
に
「
地
域
経
済
再

生
論
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
地
域
経
済
が
危
機
的
状
況
に

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
特
集
の

各
所
で
も
そ
の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
地
域
経

済
再
生
論
」
と
特
集
と
で
は
、
そ
の
再
生
の

論
理
が
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
「
地
域
経
済
再
生
論
」
は
、
そ
の
方
策
は

様
々
だ
が
、
い
か
に
し
て
市
場
経
済
の
な
か

で
地
域
経
済
を
立
て
直
す
か
と
い
う
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
発
想
が
も
つ
陥
穽
は
、
そ
れ

が
あ
い
も
変
わ
ら
ず
「
経
済
的
に
成
功
し
た

地
域
」
と
「
不
成
功
で
あ
る
地
域
」
を
截
然
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と
切
り
分
け
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、

た
と
え
経
済
的
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
中

長
期
的
に
は
、
将
来
の
産
業
構
造
の
変
化
や

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
展
開
に
よ
っ
て
は
、
ま

た
し
て
も
同
じ
よ
う
な
苦
境
に
立
た
さ
れ
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
地
域
経
済
再
生
論
」
が
持
つ

最
大
の
問
題
は
、
地
域
経
済
を
活
性
化
し
て

地
域
を
再
生
す
る
つ
も
り
が
、
実
は
そ
れ
自

身
が
市
場
主
義
原
理
の
な
か
で
の
方
策
で
あ

る
が
ゆ
え
に
地
域
経
済
を
苦
境
に
追
い
や
っ

た
市
場
主
義
原
理
的
観
念
を
さ
ら
に
強
化
し

て
し
ま
う
と
い
う
、
き
わ
め
て
不
合
理
な
帰

結
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
点
に
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
地
域
再
生
」
の
鍵
は
、

ど
う
や
っ
て
市
場
主
義
原
理
的
観
念
を
無
効

化
し
て
い
く
か
と
い
う
風
に
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
特
集
で
は
、
地
域
を
歴
史
文
化
に

よ
っ
て
生
き
が
い
の
あ
る
も
の
と
と
ら
え
直

し
て
〝
地
域
の
再
生
〟
を
め
ざ
す
と
い
う
論

理
に
な
っ
て
い
る
。
経
済
再
生
に
つ
い
て
は

語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
あ
く
ま
で

「
そ
の
次
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
」
に

過
ぎ
な
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
地
域
再
生
」の
鍵
は
、

い
か
に
し
て
市
場
主
義
原
理
的
観
念
を
無
効

化
し
て
い
く
か
と
い
う
風
に
問
い
を
立
て
直

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、

「
経
済
再
生
」
を
直
接
目
指
さ
ず
に
歴
史
文

化
に
よ
っ
て
〝
地
域
の
再
生
〟
を
試
み
る
考

え
方
は
、
市
場
主
義
原
理
的
観
念
を
無
効
化

し
た
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
の
、
ひ

と
つ
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
り
う
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ

が
、
特
集
の
も
つ
可
能
性
と
い
え
よ
う
。

＊

　

最
後
に
、
歴
史
文
化
が
持
つ
課
題
に
つ
い

て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

な
に
よ
り
も
、
歴
史
文
化
は
万
能
で
は
な

い
。
地
域
に
あ
る
問
題
を
す
べ
て
解
決
し
て

く
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
歴

史
文
化
は
苦
境
に
あ
る
地
域
社
会
を
〝
再

生
〟
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
産
業
・
観
光
を
振
興
し
よ
う
と

す
る
考
え
方
を
即
座
に
排
除
す
る
も
の
で
も

な
い
。

　

そ
も
そ
も
「
地
域
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の

対
象
と
な
る
範
囲
は
実
に
多
様
で
、
町
内
会

や
近
世
村
レ
ベ
ル
の
ミ
ク
ロ
な
地
域
か
ら
地

方
都
市
、
果
て
は
国
際
的
な
エ
リ
ア
に
い
た

る
ま
で
文
脈
に
応
じ
て
様
々
に
用
い
ら
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、「
で
は
ど
の
レ

ベ
ル
な
ら
ば
歴
史
文
化
が
〝
再
生
〟
を
も
た

ら
す
の
か
」
と
い
う
問
い
が
向
け
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
岡

田
論
文
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
本
源
的
に

は
、
社
会
的
動
物
と
し
て
の
人
間
の
生
活
領

域
」（
七
頁
）
が
最
も
機
能
す
る
可
能
性
が

高
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
他
の
レ
ベ
ル
の
地
域
の
〝
再

生
〟
に
、
歴
史
文
化
は
寄
与
し
な
い
の
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
機
能
す
る
か
も
し

れ
な
い
し
、
機
能
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
、

と
曖
昧
に
答
え
る
し
か
な
い
。
と
い
う
よ
り
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は
、
機
能
の
仕
方
を
緻
密
に
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
小
文
で
述
べ
た
か
っ
た
の
は
、
歴

史
文
化
が
市
場
主
義
原
理
的
観
念
を
無
効
化

し
う
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
歴
史
文
化
に
対
し
、

あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
地
域
で
、
経
済
再
生
も

含
ん
だ
様
々
な
問
題
を
解
決
で
き
る
と
い
う

全
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
歴
史
文
化
原
理
的

観
念
」
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
言
い
た

か
っ
た
の
は
、
歴
史
文
化
を
経
済
再
生
と
い

う
難
問
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
用
い
る
の

で
は
な
く
、
歴
史
文
化
に
よ
っ
て
難
問
そ
の

も
の
を
無
効
化
し
て
し
ま
え
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
の
方
途
が
課
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
課

題
と
し
て
、
歴
史
文
化
が
な
ぜ
〝
地
域
の
再

生
〟
を
担
え
る
の
か
、と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
集
で
は
な
い
が
、

村
井
論
文
が
地
域
史
が
「
複
数
の
物
語
に
開

か
れ
て
い
る
」（
一
一
一
頁
）
と
い
う
観
点

か
ら
問
題
に
し
て
い
る
。

　

村
井
論
文
は
「「
地
域
の
再
生
」
を
め
ぐ

る
理
論
的
課
題
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
が
、

尼
崎
市
富
松
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組

み
に
触
れ
て
お
り
、「
地
域
の
再
生
」
を
理

論
と
実
践
に
弁
別
せ
ず
考
察
し
た
と
い
う
意

味
で
興
味
深
い
。

　

村
井
論
文
が
い
う
よ
う
に
、
地
域
史

―

こ
れ
を
歴
史
文
化
と
置
き
換
え
て
も
い
い
と

思
う

―
が
「
開
か
れ
て
い
る
」
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
文
化
が
多
様
な

人
々
の
参
入
を
可
能
に
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
形
成
で
き
る
、
と
い
う
論
理
は
わ
か
る
。

し
か
し
、
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
無
限

の
開
放
性
」
が
、
更
新
さ
れ
続
け
る
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
地
域
住
民
の
共
同
性
を

担
保
し
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て

く
る
。

　

共
同
性
と
は
、空
間
的
概
念
で
も
あ
る
が
、

時
間
的
概
念
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定

の
時
間
「
物
語
」
を
共
有
す
る
こ
と
で
は
じ

め
て
現
実
に
成
立
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
歴
史
文
化
が
無
限
に
解
放
さ

れ
更
新
さ
れ
続
け
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
人
と
人
が
歴
史
文
化
を
結
節
点
と
し
て
つ

な
が
っ
た
瞬
間
、
ま
た
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て

し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
、
個
々
の
人
間
ど
う
し
の
関
係

だ
け
で
な
く
、
ど
の
レ
ベ
ル
に
「
地
域
」
を

設
定
す
る
か
と
い
う
境
界
線
に
つ
い
て
も
、

常
に
引
き
直
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
空
間
の
共
同

性
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

固
定
化
は
排
除
を
生
み
、
流
動
化
は
拡
散

を
招
く
。
生
滅
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
い

「
歴
史
文
化
」と
、一
定
の
時
間
と
空
間
の「
共

有
」
を
必
要
と
す
る
共
同
性
を
め
ざ
す
現
実

と
を
、
い
か
に
折
り
合
わ
せ
て
い
く
か
。
地

域
連
携
の
理
論
と
実
践
は
、
そ
の
ア
ポ
リ
ア

と
の
苦
闘
で
あ
り
、
し
か
し
ア
ポ
リ
ア
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
考
察
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。


