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『
「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か

　
　
1
歴
史
意
識
の
現
在
と
歴
史
学
－
』

　
本
書
の
表
題
は
、
一
九
六
二
年
の
島
尾
敏
雄
の

講
演
「
私
の
見
た
奄
美
」
に
由
来
し
て
い
る
。

　
各
種
の
日
本
地
図
を
見
ま
す
と
、
種
子
、
屋
久

　
ま
で
は
書
き
入
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
南
の

　
方
は
た
い
て
い
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

　
地
図
の
紙
面
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

　
い
よ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
底
に
そ
こ

　
は
は
ず
し
て
も
い
い
と
い
う
よ
う
な
感
覚
が
残

　
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
奄
美
の
地
図
を

　
書
く
時
に
、
徳
之
島
の
西
の
方
の
鳥
島
を
落
と

　
し
て
い
て
も
平
気
だ
と
い
う
気
持
を
な
く
し
た

　
い
の
で
す
。
と
同
時
に
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
、

　
あ
る
い
は
日
本
人
の
中
で
、
は
じ
つ
こ
の
ほ
う

　
だ
か
ら
、
落
と
し
て
い
い
と
い
う
ふ
う
な
考
え

　
方
を
是
正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

　
え
る
わ
け
で
す
。

　
「
斬
り
捨
て
る
」
の
と
は
対
極
の
思
想
が
表
明

さ
れ
た
こ
の
思
想
を
啓
示
と
し
た
著
者
が
、
「
わ

た
く
し
た
ち
の
歴
史
学
に
は
、
は
た
し
て
「
『
鳥

島
』
は
入
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か

け
、
戦
後
歴
史
学
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
た
の

が
本
書
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
1
　
歴
史
学
の
自
己
点
検
」
に
お
い
て

著
者
は
、
七
〇
年
代
の
半
ば
を
境
に
し
て
、
そ
れ

ま
で
国
民
の
歴
史
意
識
を
啓
発
・
指
導
し
て
き
た

歴
史
学
が
、
国
民
の
い
ま
あ
る
歴
史
意
識
を
受
け

と
め
、
自
己
を
再
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
課
題

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
し
、
そ
う
し

た
中
で
戦
後
歴
史
学
が
ど
の
よ
う
に
方
法
や
視
角

の
自
己
点
検
を
行
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を

様
々
な
著
作
を
取
り
上
げ
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
1
　
「
戦
後
」
意
識
の
現
在
」
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
は
、
「
戦
前
」
と
は
異
な
る
意
味
で
の

「
戦
後
」
を
擁
護
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
よ
う

と
す
る
苦
闘
で
あ
る
。
戦
後
歴
史
学
は
、
「
戦
前
」

へ
の
緊
張
感
を
持
っ
た
「
批
判
と
し
て
の
「
戦
後
」

的
日
本
史
干
し
を
打
ち
た
て
て
き
た
。
し
か
し
、

国
民
の
が
わ
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
「
自
己
肯

定
と
し
て
の
「
戦
後
」
的
日
本
史
像
」
と
も
い
う

べ
き
「
戦
後
」
意
識
（
司
馬
遼
太
郎
を
そ
の
代
表

と
す
る
）
が
出
現
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
六
〇
年

代
以
降
、
「
戦
後
」
意
識
の
消
去
が
政
策
的
に
推

進
さ
れ
、
　
一
定
の
物
質
的
裏
づ
け
を
も
っ
て
進
み
、

歴
史
学
に
お
け
る
「
戦
後
」
意
識
へ
の
固
執
・
擁

護
と
、
国
民
の
側
に
お
け
る
「
戦
後
」
意
識
の
消

滅
と
の
兼
離
が
最
大
の
難
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
す
る
も
の
と
し
て
著
者
が

注
目
し
て
い
る
の
が
「
さ
れ
る
側
」
の
視
点
で
あ

る
。
こ
れ
は
高
度
成
長
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
強
者
」
（
1
1
「
す
る
側
」
）
に
立
つ
よ
う
に
な
っ

た
日
本
人
に
、
そ
の
対
極
の
側
を
照
ら
し
出
す
こ

と
に
な
り
、
さ
ら
に
「
さ
れ
る
側
」
へ
の
視
野
が

ひ
ら
か
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
主
体
性
の
回
復

が
可
能
と
な
る
、
と
し
て
い
る
。
著
者
は
、
そ
の

「
さ
れ
る
側
」
の
視
点
の
造
形
を
多
く
の
著
作
を

引
用
し
な
が
ら
描
き
出
し
て
い
る
。

　
「
皿
　
人
間
論
の
現
在
」
で
は
、
戦
後
に
お
け

る
「
民
主
化
し
か
ら
「
近
代
化
」
へ
の
す
り
替
え
、

管
理
社
会
の
強
化
に
よ
る
精
神
の
疎
外
と
荒
廃
の

進
行
な
ど
が
様
々
な
角
度
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
こ
の
よ
う
に
未
来
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
こ
と

と
結
び
つ
け
て
、
著
者
は
社
会
史
の
譜
代
に
投
げ

か
け
る
意
味
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
が
軸

と
し
て
き
た
「
時
間
」
に
か
わ
り
「
空
間
」
を
設

定
し
、
そ
れ
を
凝
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
　
こ
の
よ
う
な
中
か
ら

「
人
間
が
人
間
で
あ
ろ
う
と
す
る
動
き
」
も
萌
し

始
め
て
お
り
、
現
代
の
矛
盾
と
課
題
が
「
差
別
」
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介紹

「
人
権
」
と
い
う
枠
組
で
急
速
に
意
識
化
さ
れ
た

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
枠
組
か
ら
、
私
達
は
想
像
力
を
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
、
ま
す
ま
す
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
種

々
の
抑
圧
の
梅
造
が
少
し
で
も
見
え
て
く
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
W
　
日
本
文
化
論
の
現
在
」
で
は
、
戦
後
五

変
を
経
て
現
在
に
至
っ
た
と
著
者
が
考
え
る
日
本

文
化
論
の
新
し
い
特
徴
と
し
て
、
国
際
性
の
強
調
、

未
来
論
と
の
結
合
、
経
済
論
的
視
角
の
優
位
、
皇

室
へ
の
即
自
的
な
収
敏
で
は
な
く
様
々
の
「
原
形
」

を
提
示
し
て
い
る
こ
と
、
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
立
ち
向
か
う
途
と
し
て
、
一
般

論
と
し
て
は
、
広
い
意
味
で
の
運
動
史
研
究
の
視

野
を
持
つ
こ
と
、
国
家
の
側
か
ら
で
な
い
も
う
一

つ
の
日
本
文
化
論
を
提
示
す
る
こ
と
、
の
二
つ
を

挙
げ
、
さ
ら
に
著
者
自
身
の
問
題
と
し
て
、
天
皇

へ
の
こ
だ
わ
り
、
戦
後
民
主
主
義
の
土
台
と
し
て

戦
争
責
任
の
確
認
と
究
閉
を
据
え
る
こ
と
の
二
つ

を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
に
お
い
て
は
、
日
本
社
会
が
抱
え
て
い
る

た
く
さ
ん
の
矛
盾
・
問
題
点
が
様
々
な
視
点
か
ら

繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
あ
ま
り

に
も
大
き
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
著
老
自
身
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
「
逆
風
を
一
挙
に
逆
転
さ
せ
る

機
運
は
、
い
ま
、
た
ぶ
ん
な
い
」
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
本
書
で
著
者
が
提
示
し
て
い
る
視

点
や
枠
組
み
は
こ
れ
ら
の
矛
盾
・
問
題
点
に
立
ち

向
か
う
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
ど
の
よ
う
に
研
究
あ
る
い
は
運
動
を
行
っ
て

い
く
か
は
、
私
達
自
身
（
狭
い
意
味
で
の
歴
史
研

究
者
で
な
く
、
も
っ
と
広
い
範
囲
の
人
々
）
に
突

き
つ
け
ら
れ
た
課
題
と
欝
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で

本
書
は
特
に
若
い
激
代
の
人
達
に
と
っ
て
の
必
読

の
書
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
な
お
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書

は
巻
末
に
あ
る
膨
大
な
掲
載
文
献
索
引
か
ら
で
も

わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
短
文
で
は
紹
介
し
き
れ
な

い
よ
う
な
奥
深
く
多
彩
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

私
の
拙
な
い
文
章
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
本
書
の

価
値
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
。
著

者
お
よ
び
読
者
の
御
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
史
上
で
名
高
い
シ
モ
ン
・

ド
・
モ
ソ
フ
ォ
ー
ル
の
乱
に
か
か
わ
る
二
つ
の
戦

闘
を
研
究
対
象
と
す
る
本
書
は
、
異
色
の
戦
争
史

で
あ
る
。
著
者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー

は
ロ
ソ
ド
ソ
大
学
キ
ソ
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
歴
史

を
教
え
る
気
鋭
の
中
世
史
家
で
あ
り
、
リ
ュ
イ
ス

（一

�
Z
四
年
）
と
イ
ヴ
シ
ャ
ム
（
　
二
六
五
年
）

の
二
つ
の
戦
闘
を
扱
う
本
書
に
お
い
て
、
参
加
者

数
か
ら
は
じ
ま
り
、
戦
闘
勝
刻
、
場
所
、
陣
形
、

行
軍
ル
ー
ト
、
天
候
、
降
伏
場
所
に
至
る
ま
で
、

手
並
く
実
証
し
て
ゆ
く
。
そ
の
際
、
古
地
図
や
方

言
研
究
の
成
果
を
用
い
て
新
解
釈
を
試
み
る
な
ど
、

意
欲
十
分
で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
こ
に
は
、
当
時

の
国
制
に
関
す
る
著
者
の
考
え
方
が
比
較
的
明
瞭

に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
は
通
説
が
君
過
、
あ
る
い
は
軽
視
し
て
い

た
、
諸
史
料
間
の
矛
盾
す
る
点
を
整
理
、
解
決
し

て
ゆ
き
な
が
ら
、
シ
モ
ン
軍
と
国
王
軍
双
方
の
作

戦
と
軍
事
行
動
が
、
決
し
て
偶
然
や
無
思
慮
に
よ
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