
制
作
と
生
成
の
基
層
を
な
す
も
の

︱
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
四
四
年
に
至
る
河
井
寬
次
郎
の
模
索
︱

浪　

波　

利　

奈
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要
旨

　

一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
陶
藝
家
の
河
井
寬
次
郎
（
一
八
九
〇
年
〜
一
九
六
六
年
）
の
制
作
と
思
索
と
は
活
潑
な
相
互
作
用
を
繰
り
返
す
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
は
〈
制
作
に
お
け
る
自
然
〉
─
─
主
体
的
制
作
と
自
然
の
生
成
作
用
と
の
相
即
す
る
境
地
─
─
が
如
何
に
し
て
可
能
か
を
模
索
し
続
け
た
。

こ
の
模
索
を
通
じ
て
、〈
制
作
〉
と
〈
自
然
〉
を
根
柢
に
お
い
て
支
え
る
〈
制
作
と
生
成
の
基
層
を
な
す
も
の
〉
に
彼
は
思
い
到
っ
た
。
本
論
文
で
は
、

一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
半
ば
に
至
る
、
こ
の
〈
一
な
る
も
の
〉
を
め
ぐ
る
河
井
の
制
作
論
的
模
索
を
、
実
際
の
制
作
活
動
と
も
関
連
づ
け
な

が
ら
考
察
す
る
。

　

手
仕
事
を
担
う
職
人
は
、そ
の
制
作
を
下
支
え
す
る
は
た
ら
き
を
身
体
の
内
に
宿
し
て
い
る
。
河
井
は
こ
れ
を
「
か
ら
だ
」
と
称
し
た
。「
か
ら
だ
」
と
は
、

は
た
ら
き
つ
つ
あ
る
生
産
的
な
「
全
体

0

0

（w
hole

）」
で
あ
り
、
畢
竟
、
制
作
を
し
て
「
其
処
か
ら

0

0

0

0

」
派
生
せ
し
め
る
〈
直
観
〉
で
あ
る
。
か
か
る
直
観
の

下
で
作
ら
れ
た
も
の
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
お
の
ず
と
個
差
が
生
ま
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
出
口
は
、
個
々
人
の
「
身
体
」
を
措
い
て
外
に
は
あ
り

得
な
い
の
だ
か
ら
。
時
間
や
空
間
な
ど
の
懸
隔
を
超
え
て
制
作
者
を
包
越
す
る
〈
一
な
る
も
の
〉
が
「
か
ら
だ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
理
的
実
体
と
し
て

の
「
身
体
」
と
は
異
な
る
。

　

制
作
を
司
る
と
い
う
意
味
で
、「
か
ら
だ
」
は
制
作
全
般
の
一
つ
の
規
矩
と
な
る
。
制
作
者
は
素
材
の
内
な
る
〈
形
な
き
形
〉
を
直
観
し
、
そ
れ
を
〈
あ

る
べ
き
形
〉
へ
と
表
現
し
て
ゆ
く
。「
か
ら
だ
」
に
よ
っ
て
、制
作
自
体
の
〈
然
る
べ
き
姿
〉
を
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
制
作
に
お
け
る
自
然
〉

へ
は
直
観
な
く
し
て
到
り
得
ず
、
そ
の
直
観
が
個
か
ら
全
体
へ
、
す
な
わ
ち
個
人
か
ら
〈
制
作
と
生
成
の
基
層
を
な
す
も
の
〉
へ
と
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
、

〈
な
す
こ
と
〉
と
〈
な
る
こ
と
〉
の
あ
わ
い
を
な
す
こ
の
包
越
者
は
、
個
を
通
じ
て
発
現
し
な
い
。
河
井
に
と
っ
て
制
作
は
、
個
性
を
衒
っ
た
制
作
と
は

真
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
す
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
多
く
見
ら
れ
る
河
井
の
模
倣
的
習
作
は
、
過
去
の
制
作
物
を
通
じ
て
、
古
人
の
制
作
態
度
に
思
い
を
致

し
、
自
身
の
制
作
の
〈
然
る
べ
き
姿
〉
を
模
索
す
る
た
め
の
試
行
錯
誤
で
あ
っ
た
。

　

集
落
を
含
め
た
「
自
然
環
境
」、
そ
の
中
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
無
為
の
生
成
作
用
と
、
そ
の
自
然
を
ト
ポ
ス
と
し
て
そ
こ
で
営
ま
れ
る
「
暮
ら
し
」

を
典
型
と
し
た
人
間
の
制
作
作
用
と
は
、
等
根
源
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
河
井
は
集
落
の
景
観
や
雑
器
の
美
を
通
じ
て
考
察
し
て
い
る
。「
自
然
環
境
」

と
「
暮
ら
し
」
の
相
互
作
用
の
函
数
が
集
落
で
あ
り
、そ
こ
に
実
用
雑
器
が
生
ま
れ
る
。「
か
ら
だ
」
を
は
た
ら
か
せ
て
「
自
然
環
境
」
に
即
し
た
「
暮
ら
し
」

を
営
む
こ
と
は
、
制
作
と
生
成
を
包
越
す
る
も
の
に
深
く
抱
か
れ
て
生
き
は
た
ら
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
々
の
営
み
は
み
な
、〈
制
作
と
生
成
の
基
層
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を
な
す
も
の
〉
に
由
来
し
、
そ
こ
へ
と
通
ず
る
の
で
あ
る
。

　

河
井
は
古
今
東
西
さ
ま
ざ
ま
な
制
作
物
に
共
通
の
指
向
性
を
見
出
し
た
。
そ
の
指
向
性
の
先
に
、〈
制
作
に
お
け
る
自
然
〉
が
あ
る
。
古
今
東
西
に
共

通
す
る
こ
う
し
た
あ
り
か
た
か
ら
翻
っ
て
み
る
と
、〈
形
が
成
る
こ
と
〉
を
統
べ
る
〈
一
な
る
も
の
〉
の
作
用
が
見
え
て
く
る
。
河
井
が
こ
の
よ
う
な
視

座
を
得
る
に
至
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
思
想
家
、
富
永
仲
基
の
歴
史
観
を
特
徴
づ
け
る
「
加
上
」
の
原
理
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

地
域
文
化
の
外
形
的
特
殊
性
や
個
性
を
包
越
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
に
お
い
て
〈
あ
る
べ
き
形
〉
を
生
み
出
す
一
な
る
形
成
力
、
こ
れ
こ
そ
が
河

井
の
見
据
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
文
化
統
制
と
い
う
潮
流
に
顕
著
な
〈
文
化
的
特
殊
性
の
均
一
化
〉
は
、

河
井
の
意
に
染
ま
な
か
っ
た
。
地
域
文
化
の
多
様
性
の
捨
象
は
、〈
一
な
る
も
の
〉
の
自
己
形
成
作
用
の
阻
害
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。


