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言
語
論
的
・
物
語
論
的
転
回
以
降
の
歴
史
学
界
で
は
、
歴
史
物
語
論
争
や

歴
史
修
正
主
義
な
ど
の
問
題
が
惹
起
し
た
も
の
の
、
構
造
主
義
の
後
景
に
追

い
や
ら
れ
て
い
た
「
主
体
」
の
復
権
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
エ
ゴ
・

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
な
ど
）
に
回
路
が
切
り
拓
か
れ
、
何

よ
り
も
民
衆
社
会
史
研
究
の
深
化
の
可
能
性
が
あ
ら
た
め
て
提
示
さ
れ
て
い

る
。『
現
代
歴
史
学
へ
の
展
望

―
言
語
論
的
転
回
を
超
え
て
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
六
年
）
を
著
し
た
西
洋
史
学
者
の
長
谷
川
貴
彦
も
「
物
語
論
的
転
回

2.0

」（『
思
想
』
一
一
二
七
号
、
二
〇
一
八
年
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
都

市
社
会
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
日
常
的
慣
習
の
構
造
に
規
定
さ
れ
な

が
ら
も
人
々
が
自
身
の
行
為
あ
る
い
は
物
事
の
見
方
を
方
向
づ
け
る
能
動
的

側
面
（
Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
い
う｢

プ
ラ
テ
ィ
ー
ク｣

）
を
有
す
る
こ
と
が
再
度
、

認
識
さ
れ
共
有
さ
れ
て
も
い
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
Ｌ
・
ハ
フ
マ
ン

『
明
治
後
期
日
本
の
下
層
社
会
』

Jam
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こ
う
し
た
可
能
性
と
し
て
の
社
会
史
の
領
域
に
お
い
て
、
本
書
は
、
明
治

後
期
の
都
市
下
層
社
会
の
諸
関
係
を
人
々
の
日
常
的
営
為
に
着
目
し
て
具
体

的
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
に
、
資
料
を
博
捜
し
て
論
じ
た
作
品
で
あ
る
。

著
者
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
Ｌ
・
ハ
フ
マ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
明
治
期
の
日
本

国
内
の
メ
デ
ィ
ア
を
詳
細
に
解
析
す
る
な
か
で
、
そ
の
言
説
か
ら
創
造
さ

れ
る
公
共
性
の
問
題
な
ど
を
明
快
に
論
じ
て
き
た
（C

reating a Public: People 

and Press in M
eiji Japan, U

niversity of H
aw

ai‘i Press, 1997

）。
本
書
も
ま
た
資

本
主
義
社
会
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
都
市
下
層
に
生
き
る
人
々
の
生
活
誌

（
労
働
、
群
衆
、
祝
祭
、
移
動
な
ど
）
の
諸
相
に
注
目
し
、
そ
の
動
態
的
・
主

体
的
な
営
為
を
ト
ー
タ
ル
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
点
か
ら
描
き
出
し
、
さ

ら
に
日
本
国
内
外
の
「
移
動
」
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
構
造
に
も
焦
点
を
あ

て
て
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
。
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本
書
の
構
成
を
概
観
す
る
た
め
に
、
目
次
を
ま
ず
は
列
挙
し
て
お
こ
う
。

「
序
論
」「
１
　

ス
ラ
ム
の
形
成
：
下
層
へ
の
移
動
と
定
着
」「
２
　

賃
労
働
：

製
造
業
と
建
設
業
」「
３
　

賃
労
働
：
運
送
業
と
使
用
人
」「
４
　

生
涯
：
家
庭

内
」「
５
　

影
と
嵐
：
忍
耐
」「
６
　

太
陽
の
輝
き
：
人
生
の
抱
擁
」「
７
　

農
村

に
お
け
る
貧
困
：
比
較
検
討
」「
８
　

貧
困
の
拡
大
：
ハ
ワ
イ
の
砂
糖
農
園
」

「
結
論
」。

　
論
述
の
根
拠
と
し
て
い
る
資
料
は
、
松
原
岩
五
郎
『
最
暗
黒
の
東
京
』

（
一
八
九
三
年
）、
横
山
源
之
助
『
日
本
の
下
層
社
会
』（
一
八
九
九
年
）、
あ

る
い
は
農
商
務
省
『
職
工
事
情
』（
一
九
〇
三
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
お
よ
び
社
会
調
査
書
の
ほ
か
に
、『
時
事
新
報
』『
国
民
新
聞
』

『
萬
朝
報
』『
朝
野
新
聞
』
な
ど
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
作
家
の
文

芸
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
分
析
は
、
著
者
の
真
骨
頂
と
も
い
え
る
。

具
体
的
な
叙
述
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市

圏
で
燐マ
ッ
チ寸
工
場
、
紡
績
工
場
、
手
仕
事
、
人
力
車
夫
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
な
ど

の
生
業
を
営
む
多
様
な
貧
民
、
建
設
現
場
な
ど
で
の
日
雇
労
働
者
、
さ
ら
に

皮
革
産
業
な
ど
に
携
わ
る
部
落
民
な
ど
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
し

て
、
時
に
個
々
の
貧
民
の
思
考
や
生
活
実
態
に
ま
で
筆
を
走
ら
せ
る
。
一
方
、

貧
困
な
養
蚕
農
村
か
ら
大
都
市
へ
流
入
す
る
貧
困
層
を
め
ぐ
る
移
動
と
い
う

国
内
動
向
、
さ
ら
に
ハ
ワ
イ
へ
の
移
民
（
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
働
く
貧
し
い

人
び
と
）
な
ど
海
外
動
向
に
つ
い
て
も
叙
述
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
も
な

い
。
そ
こ
に
は
、
貧
し
く
も
旺
盛
な
生
業
に
勤い
そ

し
む
人
々
の
姿
が
動
態
的
に

描
か
れ
て
い
る
。
都
市
下
層
の
生
活
誌
を
多
様
な
社
会
層
の
日
常
的
営
為
か

ら
照
射
し
よ
う
と
す
る
総
合
的
で
俯
瞰
的
な
視
座
の
取
り
方
は
、
昨
今
み
ら

れ
る
、
社
会
空
間
構
造
に
関
す
る
狭
隘
で
些
末
な
分
析
に
偏
り
が
ち
な
一
部

の
都
市
社
会
史
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
本
書
に
通
底
す
る
視
点
を
最
も
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
次
の
フ
レ
ー
ズ
で

あ
る
。「
も
の
づ
く
り
に
携
わ
っ
た
貧
民
た
ち

―
工
場
労
働
者
で
あ
っ
て

も
建
設
現
場
労
働
者
で
あ
っ
て
も

―
が
下
層
社
会
の
生
活
に
つ
い
て
私
た

ち
に
伝
え
て
い
る
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
化
へ
の
進
展
に
お
い

て
は
、
歴
史
的
な
調
査
で
は
示
さ
れ
な
い
暗
黒
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」（p. 67

）。

　
明
治
日
本
の
都
市
下
層
社
会
が
労
働
を
し
て
な
か
っ
た
と
す
る
貧
民
社
会

に
対
す
る
一
種
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
虚
像
を
、
調
査
書
類
だ
け
に
依
拠
す

る
こ
と
な
く
綿
密
な
資
料
の
分
析
に
よ
っ
て
打
破
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る

研
究
成
果
は
、
現
代
社
会
の
貧
困
問
題
に
つ
い
て
も
大
い
な
る
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
（
た
と
え
ば
、「
結
論
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
現
代
日
本
の
社

会
福
祉
＝
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
問
題
な
ど
﹇p. 265

﹈）。
歴
史
研
究
の
成
果
に

よ
っ
て
照
射
さ
れ
得
る
現
代
社
会
の
課
題
（
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

に
対
す
る
社
会
保
障
制
度
の
実
態
）
も
ま
た
重
要
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
下
層
社
会
に
内
在
あ
る
い
は
外
在
す
る
諸
問
題
を
日
本
の
近
代

化
過
程
に
そ
く
し
て
解
明
し
た
本
書
で
は
あ
る
が
、
見
落
と
さ
れ
て
い
る
点

も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
都
市
下
層
社
会
研
究
の
一
端
を
担
っ
て
き
た
と
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自
負
し
て
い
る
評
者
の
視
点
か
ら
具
体
的
に
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
①
窮
民
、
部
落
民
、
日
雇
労
働
者
が
一
括
り
に
「
貧
民
」
と
さ
れ
て
い
て
、

相
互
の
関
連
性
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
部
落
民
の
一
部
に
特

有
な
皮
革
業
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
ま

と
わ
り
つ
く
触
し
ょ
く
穢え

観
や
貴き

賤せ
ん

観
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
る
固
有
の
部
落
差
別
に

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
（
と
く
に
「
そ
う
し
た
状
況
を
も
た

ら
し
た
も
の
は
？
」
で
の
冒
頭
の
記
述
﹇p. 28

﹈）。
そ
れ
ゆ
え
、
被
差
別
民
の

間
で
取
り
結
ば
れ
る
関
係
性
や
差
別
の
相
互
規
定
性
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ

て
お
ら
ず
、
複
層
的
な
「
貧
民
」
の
実
態
が
や
や
単
純
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
被
差
別
民
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
日
本
国
内
で
も
緻
密

な
実
証
研
究
が
す
で
に
多
く
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
研
究
へ
の
一
定

の
コ
メ
ン
ト
と
批
判
も
欲
し
か
っ
た
。

　
②
近
代
都
市
下
層
社
会
に
関
す
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
重
要
な
研
究
に

つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
た
実
証
的
な

論
点
も
ま
っ
た
く
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
都
市
下
層
社
会
の
歴
史
的
な

解
明
に
あ
た
っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
差
別
へ
の
射
程
は
、
す
で
に
一
九
八

〇
年
代
以
降
に
着
手
さ
れ
て
い
る
（
本
書
で
は
、
都
市
の
形
成
と
社
会
的
矛
盾

の
生
成
に
着
眼
し
た
中
川
清
に
よ
る
生
活
構
造
論
に
は
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て
い

る
が
）。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
は
個
別
の
差
別
問
題
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
進
展
し
、
都
市
下
層
全
般
に
も
目
配
り
し
た
研
究
が
実
証
的
に
蓄

積
さ
れ
て
い
く
。
同
時
に
日
系
移
民
問
題
な
ど
海
外
と
の
関
連
に
も
関
心
が

集
ま
り
、
多
く
の
近
代
史
研
究
者
に
よ
っ
て
実
証
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
点
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
な
い
の
も
残
念
で
あ
る
。
総
じ
て
本
書
で
は
、
日

本
に
お
け
る
近
年
の
豊
饒
な
都
市
下
層
社
会
研
究
の
成
果
に
は
ほ
と
ん
ど
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
（
も
と
よ
り
過
去
の
基

本
文
献
に
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
）、
そ
の
要
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
日
本
に
お
け
る
研
究
情
報
の
公
開
や
研
究
成
果
の
発
信
と
い
っ
た
点
に

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
英
語
圏
に
お
け
る
日
本
語
文
献
に
対
す
る
参
照
度

合
い
と
い
っ
た
方
法
論
の
相
違
な
の
か
、
は
た
ま
た
著
者
の
視
座
ゆ
え
な
の

か
、
俄に
わ

か
に
判
断
し
が
た
い
。

　
③
貧
民
が
糊
口
を
凌
ぐ
重
要
な
専
門
性
を
有
し
た
芸
能
（
と
く
に
門
付
芸

や
大
道
芸
な
ど
）
や
宗
教
（
辻
占
い
・
歴
代
な
ど
）
あ
る
い
は
「
や
く
ざ
」
や

「
売
春
婦
」（
要
す
る
に
暴
力
や
性
の
問
題
）
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
貧
民
の
職
業
が
マ
ッ
チ
、
ガ
ラ
ス
、
工
場
労
働
、
人
力

車
夫
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
統
計
上
で
明
確
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
の
依
拠
す
る
資
料
が
、
新
聞
資
料
は
じ
め
横

山
源
之
助
や
松
原
岩
五
郎
な
ど
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、
あ
る
い
は
『
職
工
事

情
』
な
ど
殖
産
興
業
政
策
の
延
長
上
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
職
工
の
労
働
実
態

＝
社
会
問
題
へ
の
改
善
な
ど
を
め
ざ
し
た
社
会
調
査
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
生
産
・
流
通
部
門
か
ら
独
立
し
て
営
ま
れ
る
多
種
多

様
な
生
業
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
は
、
本
書
だ
け
で
は
な
く
日

本
の
都
市
下
層
社
会
研
究
全
般
に
問
わ
れ
て
い
る
課
題
で
も
あ
る
。
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④
本
書
が
対
象
と
す
る
一
八
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
〇
〇
年
初
頭
は
、

い
わ
ゆ
る
世
紀
転
換
期
で
あ
る
。
国
民
国
家
論
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

時
期
は
、
日
清
戦
後
経
営
お
よ
び
日
露
戦
後
経
営
を
経
験
し
て
、
日
本
社
会

に
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
な
ど
人
種
論
、
血
統
論
が
流
布
し
て
い
く
時
期
と

合
致
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
（
言
説
）
な
ど
を
背
景
に
ス
ラ
ム
や

部
落
な
ど
に
対
し
て
あ
ら
た
な
差
別
の
指
標
と
な
る
「
細
民
」「
特
殊
（
種
）

部
落
」
な
ど
が
登
場
し
て
く
る
が
、
本
書
で
は
こ
う
し
た
社
会
状
況
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
貧
困
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
明
確

な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
随
所
に
垣
間
見
え
る
が
、
当
該
社
会
に
お
け
る
差

別
構
造
と
い
っ
た
視
点
は
か
な
り
弱
い
よ
う
に
思
う
。

　
⑤
最
後
に
、
本
書
の
対
象
時
期
が
「
明
治
後
期
」
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
や
や
的
外
れ
で
無
い
も
の
物
ね
だ
り
と
も
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
当
該
期
と
近
世
後
期
（
江
戸
時
代
）
や
近
代
初
期
（
明
治

前
期
）
と
の
相
違
点
が
明
確
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
窮
乏
す
る
農
村
か
ら
都

市
へ
の
流
入
は
近
世
に
も
存
在
し
た
し
（
い
わ
ゆ
る
「
帳
ち
ょ
う

外は
ず

れ
」
な
ど
）、
木

賃
宿
な
ど
で
の
「
口く
ち

入い
れ

」
に
よ
っ
て
商
家
へ
奉
公
し
た
り
、
浮
浪
状
態
で
都

市
に
滞
留
す
る
場
合
は
「
野
非
人
」
狩
り
な
ど
に
よ
っ
て
「
抱
か
か
え
非ひ

人に
ん

」（「
長
ち
ょ
う

吏り

」
と
も
）
の
手
下
へ
と
編
入
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
近

代
初
頭
に
は
、
そ
う
し
た
被
差
別
民
は
司
法
組
織
（
官
僚
機
構
）
へ
と
再
編

さ
れ
て
い
き
、
そ
の
過
程
で
被
差
別
民
が
排
除
（
と
く
に
警
察
機
構
か
ら
の

疎
外
）
さ
れ
る
事
態
が
生
起
す
る
。
断
絶
し
た
時
間
認
識
よ
り
は
前
時
代
の

要
素
が
い
か
に
し
て
当
該
期
へ
組
み
込
ま
れ
て
い
く
か
と
い
う
視
座
の
方
が
、

歴
史
的
考
察
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
時
代
通
底
的
な
要
素
・
要
件
の
変
容
や

持
続
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
対
象
に
設
定
し
た
時
期
の
固

有
性
や
独
自
性
が
か
え
っ
て
明
確
に
な
り
、
そ
う
し
た
性
格
の
歴
史
的
転
換

点
を
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
前
後
の
時
代
を
射
程
に
入
れ

た
見
取
り
図
も
概
略
で
も
よ
い
の
で
欲
し
か
っ
た
。

　
以
上
、
意
欲
的
作
品
に
接
し
た
こ
と
で
抱
い
た
疑
問
を
羅
列
し
て
み
た
に

す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
課
題
は
、
私
も
含
め
日
本
の
都
市
下
層
社

会
研
究
者
も
ま
た
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
。
本
書
の
成
果

を
い
か
に
批
判
的
に
継
承
し
て
い
く
か
と
い
っ
た
宿
題
は
、
ま
さ
に
私
た
ち

の
側
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。




