
– 49 –

　

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
は
う
さ
ん
く
さ
い
。

　

大
正
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
と
し
ば
し
ば
結
び
付
け

ら
れ
る
の
が
白
樺
で
あ
り
、
そ
の
代
表
者
が
武
者
小
路
実
篤
で
あ
る
。

私
が
白
樺
を
本
格
的
に
読
み
始
め
た
の
は
、
京
大
英
文
の
修
士
の
頃

だ
っ
た
。
柳
宗
悦
、
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤
を
文
庫
本
か
ら
全
集

へ
と
読
み
進
め
た
。
院
生
の
時
に
柳
の
全
集
を
買
い
、
就
職
し
て
仙
台

に
移
っ
て
か
ら
志
賀
の
全
集
を
買
っ
た
。『
柳
宗
悦
』
を
書
い
た
鶴
見

俊
輔
は
、
白
樺
の
人
々
は
十
三
、四
歳
の
頃
の
「
準
拠
集
団
」
で
あ
り
、

「
こ
の
架
空
共
同
体
の
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
の
が
た
の
し
み
だ
っ
た
」
と

振
り
返
る
（「
架
空
の
共
同
体
」）。『
白
樺
た
ち
の
大
正
』
の
著
者
で
あ

る
関
川
夏
央
は
、
生
き
て
い
る
人
が
怖
い
、
だ
か
ら
「
む
か
し
死
ん
だ

人
を
む
し
ろ
友
と
し
て
、
そ
の
逃
避
の
な
か
に
き
わ
ど
く
活
を
見
出
そ

う
と
し
て
い
る
」
と
書
い
た
（『「
た
だ
の
人
」
の
人
生
』）。
鶴
見
と
関

川
は
、
私
の
前
を
歩
く
先
達
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

　
「
大
津
順
吉
」
に
あ
ら
わ
れ
た
ツ
ッ
パ
リ
ぶ
り
と
、
断
絶
し
た
父
子

関
係
を
復
活
さ
せ
つ
つ
も
、
譲
歩
も
妥
協
も
し
な
い
「
和
解
」
の
頑
固

さ
に
、
気
骨
を
感
じ
た
。
合
理
的
で
、
簡
潔
で
、
不
要
な
装
飾
を
削
り

落
と
し
た
志
賀
の
文
体
を
好
ま
し
く
思
っ
た
。
ま
た
、
柳
の
工
藝
論
や

民
藝
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
具
体
性
の
感
覚
に
裏
打
ち
さ
れ
た
文
章

に
魅
力
を
感
じ
た
。
一
方
で
、
最
初
は
ぐ
い
ぐ
い
と
引
き
寄
せ
ら
れ
た

武
者
小
路
に
、
私
は
違
和
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。『
友
情
』
で
「
世

界
的
な
仕
事
を
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
を
見
て
、
十
代
の
私
は
、

そ
う
だ
、
そ
う
だ
、
と
感
激
し
た
が
、
二
十
代
の
私
は
「
世
界
的
な
仕

事
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
と
つ
ま
ず
い
た
。「
す
べ
て
の
人
の
心
は
異

な
る
が
其
間
に
何
か
共
通
な
も
の
が
あ
る
、
自
分
は
そ
れ
を
人
類
と
云

ふ
巨
人
の
精
神
と
云
ひ
た
い
」（「
人
生
に
就
て
」）
と
言
わ
れ
て
も
、

そ
の
「
共
通
な
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
す
る
の
か
、
と
考
え

込
ん
だ
。
Ａ
と
Ｂ
に
「
共
通
な
も
の
」
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
Ｃ
に

も
共
通
す
る
、
と
言
う
た
め
に
は
、
Ｃ
を
き
ち
ん
と
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
Ａ
と
Ｂ
と
Ｃ
に
「
共
通
な
も
の
」
が
確
認
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
Ｄ
に
当
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
。「
共
通
な
も
の
」
が
存
在

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
人
類
と
云
ふ
巨
人
の
精
神
」
と
言
い
切
っ

世
界
文
学
に
対
す
る
一
つ
の
態
度

―
「
言
葉
の
お
守
り
的
使
用
法
」
を
手
掛
か
り
に

佐
藤
　
　
光
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て
し
ま
う
世
界
観
は
何
な
の
か
。

　

思
ひ
や
り
の
広
大
無
辺
と
云
ふ
こ
と
は
、
誰
の
心
に
も
な
り
、

誰
の
立
場
に
も
な
つ
て
、
そ
の
心
持
や
気
持
を
察
し
て
、
そ
の
人

の
心
持
や
気
持
の
同
情
す
べ
き
所
を
同
情
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人

類
の
立
場
に
立
つ
こ
と
ゝ
同
じ
で
あ
る
。
他
人
と
自
分
と
は
別
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
人
の
気
持
は
お
互
に
感
じ
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。（
武
者
小
路
実
篤
『
人
生
を
斯
く
考
へ
る
』）

　

私
の
読
書
ノ
ー
ト
に
は
、
こ
の
言
葉
に
対
す
る
当
時
の
感
想
が
残
っ

て
い
る
。
他
人
と
自
分
と
は
別
も
の
で
あ
る
、
他
人
の
心
、
他
人
の
立

場
、
人
類
の
立
場
に
な
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
わ
か
っ
た
つ
も
り
に

な
る
な
、
思
い
上
が
る
な
、
人
の
話
を
聞
け
、
こ
れ
は
家
父
長
的
保
護

者
と
し
て
の
傲
岸
不
遜
が
に
じ
み
出
た
言
葉
で
あ
る
、
と
二
十
代
の
私

の
血
気
盛
ん
な
ロ
マ
ン
派
的
反
抗
の
精
神
が
見
て
と
れ
る
。
改
め
て
読

み
返
し
て
み
る
と
、
力
の
入
り
加
減
に
気
恥
ず
か
し
く
な
る
が
、
ま

あ
、
で
も
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
、
と
思
う
の
で
、

二
十
五
年
前
も
今
も
、
私
は
同
じ
踊
り
を
踊
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
後
、
武
者
小
路
は
「
自
分
が
死
ぬ
方
が
真
理
が
生
き
る
と
か
、

他
の
人
の
生
命
が
本
当
に
生
き
ら
れ
る
と
か
、
人
類
の
生
長
の
為
に
な

る
と
か
云
ふ
時
は
、
そ
ん
な
時
は
滅
多
に
な
い
が
、
生
命
を
す
て
る
べ

き
時
だ
と
云
つ
て
い
ゝ
で
あ
ら
う
」（『
論
語
私
感
』）
と
書
き
、「
こ
ん

な
気
持
の
い
い
、
美
し
い
戦
争
が
、
嘗
て
地
上
に
行
は
れ
た
か
」（『
大

東
亜
戦
争
私
感
』）
と
述
べ
、「
自
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
、
反
つ
て

人
類
を
生
長
さ
す
こ
と
が
出
来
る
人
は
、
死
を
誇
り
に
思
ふ
や
う
に
出

来
て
ゐ
る
」（『
人
生
と
青
年
』）
と
言
っ
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
武

者
小
路
は
戦
争
を
讃
美
す
る
詩
を
続
々
と
発
表
し
、
男
は
海
鷲
、
女
は

結
婚
と
ま
で
言
い
始
め
る
（『
野
菜
讃
』）。
大
正
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
の
代
表
者
が
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

　

鶴
見
俊
輔
は
、
社
会
で
正
の
価
値
を
付
与
さ
れ
た
言
葉
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
無
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

形
式
的
に
は
正
統
性
を
帯
び
、
そ
れ
ゆ
え
に
無
難
に
流
通
す
る
文
章
作

成
術
を
「
言
葉
の
お
守
り
的
使
用
法
」
と
呼
ん
だ
。

言
葉
の
お
守
り
的
使
用
法
と
は
、
人
が
そ
の
住
ん
で
い
る
社
会
の

権
力
者
に
よ
っ
て
正
統
と
認
め
ら
れ
て
い
る
価
値
体
系
を
代
表
す

る
言
葉
を
、
特
に
自
分
の
社
会
的
・
政
治
的
立
場
を
ま
も
る
た
め

に
、
自
分
の
上
に
か
ぶ
せ
た
り
、
自
分
の
す
る
仕
事
の
上
に
か
ぶ

せ
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
。（
鶴
見
俊
輔
「
言
葉
の
お
守
り
的
使

用
法
に
つ
い
て
」）

　

鶴
見
は
例
と
し
て
、
戦
前
の
日
本
で
用
い
ら
れ
た
「
国
体
」、「
日
本

的
」、「
皇
道
」
を
挙
げ
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」、

「
精
神
的
」、「
民
主
主
義
的
」
と
い
う
表
現
が
お
守
り
言
葉
と
し
て
用
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い
ら
れ
る
、
と
し
た
。
現
在
で
あ
れ
ば
、「
国
際
化
」
や
「
英
語
に
よ

る
発
信
」
な
ど
が
お
守
り
言
葉
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
お
守
り
言
葉
は
、

そ
れ
自
体
が
神
棚
に
置
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
た
め
、
そ
の
実
態
が
吟
味

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
お
守
り
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
言
説

は
、
無
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
無
内
容
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ
に
く
く
な
る
。
お
守
り
言
葉
の
化
け
の
皮

を
剥
が
す
た
め
に
は
、
お
守
り
の
権
威
を
権
威
と
し
て
認
め
な
い
合
理

的
思
考
が
必
要
だ
が
、「
言
葉
の
お
守
り
的
使
用
が
さ
か
ん
な
状
況
は
、

合
理
的
思
索
の
お
と
ろ
え
を
示
す
も
の
」（
鶴
見
前
掲
）
な
の
で
、
様
々

な
外
的
要
因
に
よ
り
、
受
け
取
り
手
は
既
に
思
考
停
止
状
態
に
あ
る
こ

と
が
多
い
。
武
者
小
路
が
用
い
た
「
世
界
的
な
仕
事
」
や
「
人
類
の
意

志
」
も
、
肯
定
的
な
価
値
を
ま
と
い
、
且
つ
具
体
的
な
場
に
根
を
下
ろ

し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
空
虚
な
お
守
り
言
葉
の
一
種
で
あ
る
。

空
虚
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
何
で
も
代
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
一

次
世
界
大
戦
期
に
は
暴
力
の
否
定
と
反
戦
と
が
「
人
類
の
意
志
」
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
は
大
東
亜
共
栄
圏
の
樹
立

が
「
人
類
の
意
志
」
と
な
っ
た
。
で
は
、
反
戦
を
掲
げ
た
武
者
小
路
と

戦
争
支
持
に
転
じ
た
武
者
小
路
と
で
は
、
何
が
違
う
の
か
。

　

兵
役
に
関
す
る
武
者
小
路
と
志
賀
と
の
会
話
が
、
自
伝
的
小
説
『
或

る
男
』
に
出
て
く
る
。

又
或
る
時
、
真
面
目
に
な
つ
て
志
賀
は
云
つ
た
。

 

「
君
は
戦
争
に
と
ら
れ
た
ら
ど
う
す
る
」

 

「
僕
は
ゆ
く
よ
り
仕
方
が
な
い
と
思
ふ
」

 

「
僕
は
殺
さ
れ
る
方
が
本
当
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
」

志
賀
は
さ
う
云
つ
た
。（
武
者
小
路
実
篤
『
或
る
男
』）

　

鶴
見
も
ま
た
同
じ
問
い
に
直
面
す
る
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
海
軍
武
官
府

に
軍
属
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
頃
を
回
想
し
て
、
鶴
見
は
次
の
よ
う
に

言
う
。

　

戦
況
が
わ
る
く
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
島
に
も
空
襲
が
ふ
え
、

島
民
の
蜂
起
、
敵
軍
の
上
陸
が
、
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ら
非
常
事
態
に
そ
な
え
て
軍
事
教
練
が
は
じ
ま
っ
た
。
逃
亡

と
い
う
こ
と
を
何
度
も
私
は
考
え
て
見
た
が
、
そ
の
行
動
計
画
を

成
功
さ
せ
る
だ
け
の
実
力
を
自
分
が
も
っ
て
い
な
い
と
あ
き
ら
め

た
。
劇
薬
の
か
た
ま
り
を
手
に
い
れ
、
い
つ
も
、
も
っ
て
歩
く
こ

と
に
し
た
。
ど
ん
な
場
合
に
も
、
人
を
殺
さ
ず
、
早
目
に
自
分
が

死
ぬ
こ
と
、
こ
れ
だ
け
が
自
分
に
で
き
る
こ
と
と
思
っ
た
。（
鶴

見
俊
輔
「
戦
争
の
く
れ
た
字
引
」）

　

志
賀
と
武
者
小
路
と
鶴
見
の
言
葉
の
重
み
は
、
徴
兵
制
の
あ
る
社
会

を
想
像
し
な
け
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
。
徴
兵
制
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は

お
そ
ら
く
不
充
分
で
あ
り
、
殺
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
場
所
に
送
ら
れ
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て
、
そ
こ
で
人
を
殺
せ
と
命
令
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
否
応
な
し
に
巻
き

込
ま
れ
る
こ
と
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
下
り
て
い
っ
て
、
初
め
て
彼
ら

の
言
葉
が
持
つ
切
実
さ
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
反
戦
の

意
志
表
明
を
熱
烈
に
行
っ
た
頃
の
武
者
小
路
は
、
殺
し
合
い
の
場
に
引

き
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
当
事
者
と
し
て
、
具
体
的
な
状
況
を
想
定

し
て
言
葉
を
紡
い
で
い
た
。
だ
か
ら
、
武
者
小
路
の
「
人
類
の
意
志
」

は
、
当
初
、
暴
力
の
否
定
と
反
戦
を
体
現
し
、
す
べ
て
の
才
能
と
生
命

が
生
き
る
世
界
を
希
求
し
た
。
こ
の
日
常
生
活
の
感
覚
と
当
事
者
意
識

を
失
っ
た
時
、
武
者
小
路
は
土
砂
崩
れ
を
起
こ
し
た
よ
う
に
、
戦
争
讃

美
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
め
り
こ
ん
だ
。

　

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
柳
の
言
葉
は
、
武
者
小
路
と
好
対

照
を
成
す
。

だ
が
国
際
主
義
は
、
と
か
く
美
し
い
夢
に
走
つ
て
実
際
を
忘
れ
る
。

各
国
の
特
色
ま
で
な
く
し
て
一
色
に
な
る
と
い
ふ
や
う
な
ら
私
は

反
対
す
る
。
各
々
の
も
の
が
各
々
の
独
創
に
活
き
る
こ
と
の
み
が
、

他
人
を
尊
敬
す
る
真
の
余
裕
を
産
む
の
だ
と
考
へ
る
。
お
互
が
寄

与
し
合
つ
て
こ
そ
世
界
の
文
化
は
進
む
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意

味
で
日
本
は
日
本
の
も
の
を
世
界
に
提
供
し
た
い
。（
柳
宗
悦
「
日

本
を
愛
す
る
」）

　
「
日
本
を
愛
す
る
」
と
い
う
表
題
は
、
当
時
の
時
局
を
反
映
し
て
い

る
が
、
内
容
は
排
他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
程
遠
い
。「
国
際
主

義
は
、
と
か
く
美
し
い
夢
に
走
つ
て
実
際
を
忘
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、

武
者
小
路
を
意
識
し
た
牽
制
球
と
も
読
め
る
が
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん

で
よ
い
か
ど
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
柳
は
「
各
々
の
も
の
が
各
々

の
独
創
に
活
き
る
こ
と
」
を
主
軸
に
据
え
た
。
そ
の
具
体
的
な
現
れ
が

民
藝
品
で
あ
り
、
柳
の
言
葉
は
、
形
も
色
も
材
質
も
異
な
る
一
つ
一
つ

の
モ
ノ
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。「
各
々
の
も
の
が
各
々
の
独
創
に
活

き
る
こ
と
」
の
個
別
事
例
の
集
積
が
、
日
本
民
藝
館
だ
っ
た
。
個
別
事

例
と
し
て
の
モ
ノ
を
基
盤
と
し
て
、
民
藝
と
い
う
概
念
が
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
れ
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、

茶
碗
や
湯
呑
み
が
割
れ
る
音
に
、
柳
は
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
、
鶴
見
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
を
と
ら
え
直
す
。

　

自
分
自
身
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
つ
き
あ
っ
て
い
る
誰
彼
と
世

界
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
人
び
と
と
を
む
す
び
つ
け
て
考
え
る
こ
の

考
え
方
の
中
に
は
、
地
域
が
世
界
に
む
す
び
つ
く
と
い
う
、
逆
説

的
な
構
造
が
あ
っ
て
、
観
念
の
順
位
と
し
て
は
け
た
は
ず
れ
の
よ

う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
う
い
う
感
じ
方
が
、
私
た
ち
の
中
に
自
然

に
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
観
念
的
な
も
の
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

土
地
の
文
化
か
ら
世
界
の
文
化
に
む
か
う
、
こ
の
動
き
は
、
私
た

ち
の
日
常
生
活
の
リ
ズ
ム
の
中
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
世
界
国
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家
と
い
う
架
空
の
わ
く
の
中
で
考
え
る
種
類
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
と
向
い
あ
う
も
う
一
つ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
芽
で

す
。（
鶴
見
俊
輔
『
戦
争
と
は
何
だ
ろ
う
か
』）

　

世
界
市
民
や
同
胞
や
協
同
な
ど
の
理
念
か
ら
、
倫
理
規
範
を
下
ろ
し

て
く
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
日
常
生
活
の
経
験
に
支

え
ら
れ
た
自
他
共
生
思
想
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
は
、
個
別
事
例
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
て
い

く
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
、
文
学
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学

の
よ
う
な
思
考
実
験
か
ら
、
詩
と
い
う
形
式
で
表
現
さ
れ
た
感
情
の
ほ

と
ば
し
り
に
い
た
る
ま
で
、
資
料
の
宝
庫
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。

　

私
は
、
言
葉
の
向
こ
う
に
、
人
と
時
代
と
社
会
を
見
る
。
一
人
一
人

の
声
か
ら
、
時
代
と
社
会
を
逆
照
射
し
、
生
き
抜
く
た
め
の
指
針
と
な

る
よ
う
な
も
の
を
取
り
出
し
た
い
。
だ
か
ら
、
私
の
文
学
研
究
は
、
歴

史
研
究
と
い
う
形
を
と
る
。
私
が
求
め
て
い
る
も
の
は
、
体
系
的
な
イ

ズ
ム
で
は
な
く
、
断
片
的
な
知
恵
で
あ
る
。
そ
れ
は
断
片
的
で
あ
っ
て

か
ま
わ
な
い
。
相
互
矛
盾
が
出
て
き
た
ら
、
折
り
合
い
の
付
け
方
を
考

え
れ
ば
よ
い
。
断
片
的
な
知
恵
を
い
く
つ
も
い
く
つ
も
並
べ
る
こ
と
で
、

応
用
範
囲
の
広
い
自
家
製
の
事
例
集
が
で
き
あ
が
る
。
こ
の
事
例
集
は

十
人
十
色
の
事
例
集
で
あ
り
、
作
り
手
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
異

な
る
。
共
通
点
よ
り
相
違
点
に
目
を
向
け
た
い
。
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら

で
あ
る
こ
と
に
、
居
心
地
の
良
さ
を
見
る
仕
組
み
を
探
り
た
い
。
世
界

文
学
と
い
う
観
点
か
ら
、
人
類
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
文
学
観
や
価
値

観
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
例
集
の
作
成
を

依
頼
し
て
み
た
い
気
も
す
る
が
、
そ
れ
は
飛
行
機
に
向
か
っ
て
歩
け
、

と
言
う
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

世
界
文
学
と
い
う
概
念
は
、
こ
う
し
て
私
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
行
く
。


