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酒
井
直
樹
・
西
谷
修
共
著

『
増
補 〈
世
界
史
〉
の
解
体
：
翻
訳
・
主
体
・
歴
史
』

以
文
社　
二
〇
〇
四
年

  　
「〈
世
界
史
〉
の
解
体
」
と
い
う
壮
大
な
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
本
書
は
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
に
恥
じ
な
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
有
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
決
し

て「
世
界
」の「
歴
史
」に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
書
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん「
歴
史
」

の
問
題
は
繰
り
返
し
徹
底
的
に
議
論
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
「
歴
史
」
と

い
う
言
葉
が
通
常
意
味
す
る
時
系
列
的
な
事
象
に
関
す
る
議
論
で
は
な
く
、
む

し
ろ
諸
事
象
を
「
世
界
の
歴
史
」
と
し
て
語
る
た
め
の
認
識
（
論
）
的
諸
条
件

と
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て

交
わ
さ
れ
た
対
話
の
記
録
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
で
言
わ
れ
て
い
る
〈
世
界
史
〉

の
「
解
体
」
と
は
、〈
世
界
史
〉
が
語
ら
れ
る
た
め
の
可
能
的
経
験
を
問
い
、
そ

の
〈
世
界
史
〉
に
お
い
て
前
提
さ
れ
る
「
世
界
化
」
と
い
う
運
動
の
政
治
性
を

あ
ぶ
り
出
し
、
対
象
化
し
て
歴
史
化
す
る
こ
と
で
、「
現
在
」
の
様
々
な
問
題

を
批
判
的
に
考
察
す
る
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る

　

も
ち
ろ
ん
「
世
界
化
」
も
一
般
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
十
五
世
紀
に
支
配
圏
域
を
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
張
し
た

と
き
に
現
れ
た
「
世
界
化
」
で
あ
り
、
十
九
世
紀
の
帝
国
主
義
列
強
が
植
民
地

の
獲
得
競
争
に
鎬
を
削
る
こ
と
で
現
出
し
た
「
世
界
化
」
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に

近
年
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
一
極
支
配
と
し

て
語
ら
れ
る
冷
戦
後
の
「
世
界
化
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
西
洋
」
が
、
近
代
と

呼
ば
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
非
西
洋
を
「
発
見
」
し
て
支
配
し
つ
つ
他
者
化
す

る
こ
と
で
自
己
確
定
し
、
帝
国
主
義
と
植
民
地
支
配
に
至
っ
た
「
世
界
化
」
が

俎
上
に
上
げ
ら
れ
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
制
度
を
支
え
る
「
西
洋
」
に
始
原
を

持
つ
近
代
の
「
知
」
の
構
造
と
制
度
が
、
原
理
的
か
つ
批
判
的
に
検
証
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

対
話
者
は
酒
井
直
樹
氏
と
西
谷
修
氏
で
あ
る
。
米
国
で
日
本
研
究
に
携
わ
る

酒
井
氏
と
、
日
本
で
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
・
文
学
研
究

に
携
わ
る
西
谷
氏
と
が
、
互
い
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
差
異
を
確
認
し
つ
つ
、
繊
細

な
問
題
を
原
理
的
に
論
じ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
扱
わ
れ
て
い
る
事
柄
は
広
範

囲
か
つ
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
我
々
を
規
定
し
て

い
る
知
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
読
み
解
く
た
め
に
必
要
な
も
の
は
何
な

の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。

　

ま
ず
二
人
の
対
話
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
酒
井
氏
が
「
西
洋
へ
の
回
帰
」

と
呼
ぶ
事
態
で
あ
る
。
世
界
化
と
い
う
事
態
は
、
普
遍
性
を
僭
称
す
る
西
洋
の

非
西
洋
の
支
配
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
、
逆
説
的
に
も
非
西
洋
の
人
々
に
近
代

的
知
を
持
つ
こ
と
や
そ
の
議
論
に
参
入
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
と
り
わ
け

世
界
化
が
一
気
に
進
ん
だ
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
は
、「
近
代
性
」
は
決
し
て

特
定
の
人
種
や
民
族
、
地
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
そ
の
近
代
性
を
「
西
洋
」
の
核
と
し
て
信
奉
し
て
い
た
人
々
は
、
自
ら
の

「
西
洋
」
と
い
う
超
越
性
が
揺
る
が
さ
れ
、「
西
洋
」
の
同
一
性
を
確
認
し
固
執

す
る
と
い
う
反
動
化
が
近
年
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
同
時
に
、
近
代
社
会
が
目
指
す
の
理
念
と
し
て
の
国
民
国
家
概
念
も
揺
る

が
さ
れ
る
事
態
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
二
人
は
指
摘
す
る
。
加
速
化
し
た
世
界



164

書評

化
は
、
各
国
民
国
家
が
も
は
や
自
立
し
た
主
権
国
家
と
し
て
機
能
し
え
な
い
こ

と
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
唯
一
米
国
だ
け
が
そ
の
超
大
国
性

を
背
景
に
自
己
充
足
的
な
国
民
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
自
家
撞
着
的
に
遂
行
し

て
お
り
、
自
ら
の
宗
主
国
性
の
責
任
と
歴
史
を
否
認
し
続
け
る
日
本
は
、
米
国

の
欲
望
に
追
従
し
、
自
ら
の
差
別
的
な
国
民
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
迫
的
に

固
執
す
る
こ
と
で
世
界
化
に
対
応
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
世
界
化
と
そ
の
反
動
と
し
て
の
「
西
洋
へ
の
回
帰
」
や
国
民
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
を
批
判
的
に
分
析
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
る
の
が
「
翻

訳
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
翻
訳
さ
れ
る
言
語
は
「
言
語
」
と
い

う
一
般
性
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
排
他
的
な
種
差
を
持
つ
下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
的
に
は
、
ま
さ
に
世
界
化
の
過
程
に

お
い
て
、
翻
訳
と
い
う
行
為
が
そ
う
し
た
種
差
を
生
み
出
し
つ
つ
、
言
語
の
一

般
性
と
い
う
認
識
枠
組
み
を
も
相
即
的
に
創
出
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

近
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
言
語
に
代
表
さ
れ
る
文
化
的
種
差
性
は
「
西
洋
」

が
僭
称
す
る
普
遍
性
の
反
照
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
翻
訳
は
、
た
だ
普
遍
性
の
レ
ジ
ー
ム
に
奉
仕
す
る
消
極
的
で
透
明
な
作
業
で

は
な
く
、
異
質
な
も
の
の
接
合
や
編
成
が
、
主
体
の
変
容
を
賭
け
て
繰
り
広
げ

ら
れ
る
多
重
的
な
分
節
の
場
と
し
て
あ
り
う
る
の
だ
が
、
ひ
と
た
び
「
制
度
」

と
な
れ
ば
、
翻
訳
は
先
述
し
た
種
差
的
な
言
語
間
の
転
換
と
し
て
だ
け
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
翻
訳
が
原
初
に
持
っ
て
い
た
様
々
な
問
題
や
多
元
性
は
忘

却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
翻
訳
」
の
歴
史
性
・
制
度
性
に
着
目
す
る
と
き
、
翻
訳
は
た
だ

言
語
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
日
本
を
含
む
非
「
西
洋
」
が
経
験
し
た

世
界
化
一
般
の
問
題
へ
と
接
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
国
家
の
理
念
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
、「
西
洋
」
に
お
い
て
誕
生
し
た
近
代
性
を
ど
の
よ
う
に
翻

訳
し
て
移
植
す
る
か
は
、
非
西
洋
諸
国
の
近
代
化
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
と

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
そ
う
し
た
「
翻
訳
」
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

と
し
て
戦
前
の
日
本
の
思
想
、
と
く
に
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
の
哲
学
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
非
西
洋
に
お
い
て
西
洋
を
越
え
た
普
遍
性
を
希
求
し
た
哲
学
の
そ

の
可
能
性
と
不
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
原
理
的
な
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
哲
学
か
ら
文
学
、
世
界
政
治

か
ら
移
民
問
題
、
宗
教
や
世
俗
化
の
問
題
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ク
レ
オ
ー
ル
、

そ
し
て
国
民
教
育
の
問
題
な
ど
へ
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
議
論

は
、「
現
在
」
に
強
く
介
入
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
強
く
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る

た
め
、
こ
う
し
た
小
文
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
ほ
ど
示
唆
に
富
む
論
点
が
数
多

く
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
刺
激
的
な
対
話
が
可
能
に
な
っ
た
の
も
、
単

に
二
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
差
異
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
近
代
」
が
持

つ
そ
れ
自
身
の
制
度
を
内
破
し
つ
つ
更
新
し
て
い
く
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
賭
け
る

酒
井
氏
と
、
近
代
化
に
よ
っ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
て
き
た
人
間
の
社
会
性
や
属
性

に
視
点
を
置
き
つ
つ
近
代
性
を
捉
え
返
そ
う
と
す
る
西
谷
氏
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
米
国
と
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
を

軸
に
語
ら
れ
る
本
書
の
〈
世
界
史
〉
と
「
世
界
化
」
の
問
題
は
、そ
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
が
変
わ
れ
ば
、
ま
た
異
な
る
容
貌
を
見
せ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
本
書

に
お
け
る
対
話
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
拘
束
性
は
、
決
し
て
議
論
の
限
定
性
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
展
開
さ
れ
て
い
る
様
々
な
議
論
に
、様
々
な
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
位
置
す
る
も
の
が
介
入
出
来
る
べ
く
、
徹
底
し
た
対
話
性
へ
と
開
か
れ
て

お
り
、そ
う
し
た
意
味
で
も
、本
書
は
〈
世
界
史
〉
の
解
体
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。

（
李
孝
徳
）


