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『
モ
ダ
ニ
ス
ト
再
考﹇
海
外
編
﹈』の
姉
妹
編
と
な
る
こ
の﹇
日
本
編
﹈で
は
、ヨ
ー
ロッ
パ
で
興
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
と
そ
の
成
果
を
い
ち
は
や
く
移
入
し
て
、日
本

独
自
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
開
花
さ
せ
、さ
ら
に
は
、深
化
・
発
展
さ
せ
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
30
人
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
ま
す
。

―
吉
田
五
十
八
、堀
口
捨
己
、坂
倉
準
三
、丹
下
健
三
を
は
じ
め
、日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
史
に
お
い
て
は
必
ず
そ
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
る
建
築
家
た
ち
に
加
え
、逓

信
省
や
内
務
省
な
ど
に
籍
を
置
い
て
腕
を
振
る
っ
た
組
織
内
建
築
家
、さ
ら
に
は
、研
究
者
や
雑
誌
メ
ディ
ア
で
活
躍
し
た
編
集
者
も
取
り
上
げ
て
、幅
広
い

視
点
で
読
み
直
し
ま
す
。

―
彼
ら
を
中
心
と
し
て
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
今
に
至
る
ま
で
建
築
の
あ
り
方
を
大
き
く
規
定
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、建
築
家
、建
築
史
家
か
ら
美
術
家
ま
で
、21
人
の
多
彩
な
論
者
に
よ
る
読
み
直
し
の
作
業
は
、新
た
な
光
で
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
照
ら
し
出
す
に

と
ど
ま
ら
ず
、わ
れ
わ
れ
の
建
築
を
逆
照
射
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

―
ま
ず
は
自
ら
の
脚
元
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
直
す
こ
と

―
こ
の
作
業
は
、わ
れ
わ
れ
の
未
来
に
対
し
て
も
、こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
視
線
を
投
げ
か

け
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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む
し
ろ
モ
ダ
ニ
ス
ト
に
よ
る
絵
画
の
仕
事
は
、い
ま
現
在
、そ
の
因
習
だ
け
が
、彼

の
作
品
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
絵
画
と
し
て
確
立
し
う
る
よ
う
な
、そ
う
い
っ
た

諸
因
習
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド「
芸
術
と
客
体
性
」﹇
1
﹈

と
り
あ
え
ず
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
態
度
の
規
定
を
、こ
こ
か
ら
は
じ
め
た
い
。

な
ん
と
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
近
代
│
モ
ダ
ン
の
時
代
に
お
い
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム

を
再
読
す
る
こ
と
に
、さ
ほ
ど
意
味
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
行
為
は
、特
に
日
本
近
代
を
対
象
と
す
る
場
合
、よ
く
て
そ
の
お

家
芸
の「
洗
練
」に
加
担
し
て
終
わ
る
。

　そ
も
そ
も「
切
断
」（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）を
成
立
さ
せ
る
そ
れ
よ
り
前
の
基
体
が

存
在
し
て
い
る
。
日
本
の
近
代
建
築
を
成
立
さ
せ
て
い
る
そ
れ
に
つ
い
て
の

注
釈
か
ら
ぜ
ひ
と
も
は
じ
め
る
べ
き
だ
と
思
う
。

 

│
 

彼
は
不
統
一
を
編
纂
の
主
眼
に
置
い
た

亀
裂
の
保
存
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中
村
達
太
郎│

1
8
8
2
年
、工
部
大
学
校
造
家
学
科
を
卒
業
後
、工
部
省
営
繕
局
へ
入
局
し
、1
8
8
7
年
ま
で
皇
居
造
営
に
携
わ
る
。
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
助
教
授
を
経
て
、

1
8
9
4
年
、教
授
。
建
築
学
会
の
会
誌『
建
築
雑
誌
』の
編
集
を
手
が
け
、1
9
0
6
年
、1
人
で
蒐
集
、編
纂
し
た『
日
本
建
築
辞
彙
』を
出
版
。
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い
ば
ら（
茨
）

曲
線
相
會
シ
テ
生
ジ
タ
ル
角
点
ヲ
イ
フ
。
加
州﹇
2
﹈辺
ニ
テ
ハ
之
ヲ「
い
が
」ト
称

ス
。（
英cusp

）。図
ノ
一
ハ
唐か
ら
は
ふ

破
風
ノ
茨
ニ
シ
テ
、二
ハ
窓
ノ
か
す
ぷ
ナ
リ
。
孰
（
い
ず
）レ

モ
尖
端
ヲ
有
ス
ル
ヲ
見
ル
ベ
シ
。
蓋
（
た
だ
）か

す
ぷ
ノ
語
源
ハ
尖ポイ
ン
ト端

ノ
意
義
ヲ
有
ス

ル
羅ラテ
ン典

語
ニ
シ
テ
、い
ば
ら
ニ
モ
其
意
義
ア
リ
。
地
方
ニ
ヨ
リ
毛イ
ガ毬

ト
称
ス
ル
モ

亦
（
ま
た
）

同
一
義
ヨ
リ
出
タ
ル
語
ナ
リ
。
然
（
し
か
）ル

ニ
星
霜
ヲ
経
ル
ニ
従
ヒ
、漸
々
原
意
ヲ

逸
ス
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
茨
モ
亦
其
例
ニ
洩
レ
ズ
。
即
チ
図
ノ
三
及
ビ
四
ノ
如
シ
。

三
ハ
徳
川
時
代
ノ
唐
破
風
ニ
見
ル
コ
ト
ア
ル
茨
ニ
シ
テ
、四
ハ
十
五
世
紀
ノ
某
窓
ニ

設
ケ
タ
ル
か
す
ぷ
ナ
リ
。
何
レ
モ
尖
端
ヲ
有
セ
ズ
、全
ク
原
義
ヲ
失
イ
タ
ル
形
ナ
ル

ヲ
見
ル
ベ
シ
。

い
ま
あ
た
う
か
ぎ
り
、そ
の
表
記
を
再
現
し
て
み
た﹇
図
1
﹈（
出
典
：『
日
本
建

築
辞
彙
』、括
弧
付
の
ル
ビ
、ま
た
句
読
点
は
引
用
者
に
よ
る
、以
下
同
じ
）。
そ
の
辞

書
は
、い
ろ
は
順
な
の
で「
い
ば
ら
」か
ら
は
じ
ま
る
。
中
村
達
太
郎
1
人

に
よ
っ
て
蒐
集
、編
纂
さ
れ
た『
日
本
建
築
辞
彙
』﹇
3
﹈（
以
下
、辞じ
い彙

と
す
る
）

は
、い
わ
ゆ
る「
日
本
建
築
」
だ
け
に
つ
い
て
の
辞
書
で
は
な
か
っ
た
。
伝
統

的
な
日
本
建
築
か
ら
、当
時
の
西
洋
式
建
築
の
部
位
ま
で
の
4
0
0
0
語

弱
の
建
築
関
連
用
語
を
並
べ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
の
日
本
建
築
の
辞
彙

で
あ
る
。

　中
村
は
、明
治
15
年
工
部
大
学
校
を
卒
業
し
同
20
年
ま
で
皇
居
造
営

に
携
わ
っ
た
後
は
、帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
と
し
て
、以
来
専
任
の
教

育
・
研
究
者
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
辰
野
金
吾
が
建
築
意
匠
を
、伊
東
忠

太
が
建
築
史
を
専
門
的
に
担
当
し
た
の
に
比
較
し
て
、中
村
は
そ
の
他
の

領
域
を
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
こ
な
し
た
。
中
村
は
、現
在
で
は
ま
っ
た
く
忘
れ

ら
れ
た
存
在
と
いっ
て
よ
い
が
、今
に
い
う
建
築
環
境
学
や
材
料
学
、構
法
、

施
工
、建
築
法
規
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
事
実
上
の
創
始
と
見
な
す
評

価
も
あ
る
。
ま
た
明
治
期
の
ほ
と
ん
ど
を
通
じ
て『
建
築
雑
誌
』の
編
集
委

員
を
も
任
じ
て
い
た﹇
4
﹈。
中
村
は
、自
ら
の
行
為
を
ひ
と
つ
の
専
門
領
域

と
し
て
閉
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
建
築
の
外
延
に
お
い
て
、ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
い
ま
だ
自
律
し
て
い
な
い
領
域
を
探
し
だ
し
、そ
れ
に
い
く
ば
く
か

の
学
的
な
整
理
を
加
え
た
。
こ
の
非
理
念
的
な
性
格
が
、彼
の
特
徴
と
い

え
ば
特
徴
で
あ
る
。
彼
の
著
し
た
技
術
書
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
が
、そ
れ

ら
の
中
で
も
辞
彙
は
も
っ
と
も
興
味
深
く
、豊
か
な
情
報
に
満
ち
て
い
る
。
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図1：『日本建築辞彙』
「いばら」の項より

　辞
彙
は
、1
9
0
6（
明
治
39
）年
に
初
版
が
出
さ
れ
、い
く
た
び
も
の
改

訂
を
経
て
、中
村
の
死
後
も
戦
後
ま
で
版
を
重
ね
た
。
絶
版
後
は
、特
に

「
日
本
建
築
」に
関
係
す
る
実
務
者
、研
究
者
の
間
で
は
、何
世
代
に
も

わ
た
っ
て
複
写
さ
れ
続
け
て
き
た
。
私
の
も
の
は
、
も
う
、
だ
い
ぶ
か
す
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
。
日
本
初
の
本
格
的
な
建
築
辞
書
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

1
0
0
年
に
国
内
で
発
行
さ
れ
た
類
書
の
う
ち
で
、こ
れ
だ
け
の
命
脈
を

保
っ
て
き
た
も
の
も
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
現
在
流
通
し
て
い
る
建
築
辞
書

の
、少
な
く
と
も
そ
の「
日
本
建
築
」に
関
す
る
項
目
を
照
ら
し
合
わ
せ
る

こ
と
も
無
意
味
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
こ
の
辞
彙
を
引

き
写
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
優
れ
た
辞
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、中
村
は
そ
の
序
の

中
で
、奇
妙
に
も
、こ
う
書
い
て
い
る
。

説
明
の
繁
簡
区
々
に
し
て
、│
見
統
│
を
欠
き
居
る
如
く
に
見
ゆ
る
な
ら
ん
が
、其

不
統
一
な
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
余
の
注
意
し
た
る
こ
と
で
あ
る
。
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つ
ま
り
不
統
一
に
す
る
こ
と
が
、彼
の
こ
こ
で
の
主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ

の
表
記
は
、確
か
に
、「
い
ば
ら
」の
項
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、錯
綜
し
て

い
る
。
西
欧
の
類
義
語
が
引
き
当
て
ら
れ
、そ
れ
ら
の
意
味
の
変
容
も
併

せ
て
指
摘
さ
れ
る
。
い
ば
ら
は
、む
し
ろ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

「
い
ば
ら
」
な
の
だ
、と
で
も
い
い
た
げ
で
あ
る
。

　な
ぜ
不
統
一
な
建
築
辞
書
が
、か
よ
う
な
命
脈
を
保
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
中
村
の
い
う
不
統
一
に
こ
そ
、
そ
の
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
い

く
つ
か
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
う
え
で
、私
た
ち
は
再
び
こ
の
辞
書
に
立
ち
戻
っ

て
み
た
い
。

 

│

 

モ
ダ
ン
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
わ
け
て
考
え
た
ほ
う
が
い
い

近
代
世
界（
モ
ダ
ン
）に
は
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ご
く
一
般
的

な
そ
の
図
式
と
し
て
、2
つ
の
解
釈
を
採
用
し
て
み
た
い
。
ひ
と
つ
は
I・

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
い
う
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム（M

odern W
orld System

）

と
、
も
う
ひ
と
つ
は
B・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
国
語
に
よ
る
認
識
空
間
の

公
定（N

ational Printed Language

）を
主
軸
と
し
た
近
代
・
国
民
国
家
論

で
あ
る
。

　前
者
は
、単
一
の
分
業
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
広
大
な
領
域
で
、
そ
の
内

部
に
複
数
の
文
化
体
を
包
含
す
る
世
界
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
近
代
像
で

あ
る
。
近
代
世
界
は「
国
家
」
を
単
位
と
し
て
動
く
の
で
は
な
く
、国
家

間
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
シ
ス
テ
ム（
構
造
体
）を
な
し
て
い
る
、と

す
る
説
で
あ
る
。
15
│
16
世
紀
に
お
け
る
西
欧
の
世
界
帝
国
か
ら
資
本

主
義
化
を
第
一
波
と
し
、19
世
紀
に
お
い
て
世
界
の
大
半
が
組
み
込
ま
れ

た
と
い
う
。

　そ
し
て
後
者
に
お
け
る
、18
世
紀
後
半
か
ら
成
立
し
は
じ
め
た
国
民
国

家
と
は
、同
じ「
時
間
」「
空
間
」
を
共
有
す
る「
我
々
」（
国
民
）が
い
る
と
感

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
共
有
さ
れ
た
空
間
の
下
部
構
造
に
、

国
民
的
出
版
語
が
あ
る
。
つ
ま
り
時
の
権
力
に
よ
っ
て
公
定
さ
れ
た
言
語

の
専
一
に
よ
っ
て
こ
そ
、国
家
を
成
立
さ
せ
る
空
間
は
生
ま
れ
た
。
た
と
え

ば
新
聞
を
に
ぎ
わ
す
、さ
ま
ざ
ま
な
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、互
い
に

な
ん
の
脈
絡
も
な
い
は
ず
な
の
に
、そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
共
時
性
が
感
じ
ら

れ
て
し
ま
う
こ
と
自
体
が
、す
で
に
特
定
の
空
間
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
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