
特別史跡 三内丸山遺跡から出土し
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前、縄文時代中期の紀元前3000年
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青森県八戸市の風張1遺跡から出土
した国宝『合掌土偶』。正面で手を合
わせる姿勢からその名がついた。縄文
時代後期、紀元前2000年～1000
年前のもの 八戸市教育委員会蔵

岡
本
太
郎
が
発
見
し
た

日
本
の
原
初
的
芸
術

　

呆
け
た
よ
う
に
見
て
い
た
。
な
ん
だ
ろ
う
、

こ
の
異
様
な
姿
形
は
。
い
っ
た
い
何
を
伝
え

た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
…
…
。

　

２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
の
夏
、
岩
木
川
取

材
の
前
に
三
内
丸
山
遺
跡
を
初
め
て
訪
ね
た
。

縄
文
土
偶
の
展
覧
会
「
あ
お
も
り
土
偶
展
」

が
開
か
れ
て
お
り
、
縄
文
時
代
の
土
偶
た
ち

が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た
。

　

今
で
こ
そ
縄
文
土
器
や
こ
れ
ら
土
偶
は
日

本
が
誇
る
べ
き
原
初
的
な
芸
術
と
見
な
さ
れ

て
い
る
が
、
か
つ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

縄
文
土
器
を
芸
術
の
問
題
と
し
て
初
め
て
取

り
上
げ
た
の
は
、「
芸
術
は
爆
発
だ
」
の
フ
レ

ー
ズ
と
万
博
記
念
公
園
に
今
も
残
る
『
太
陽

の
塔
』
で
知
ら
れ
る
岡
本
太
郎
だ
。

　

１
９
５
２
年
（
昭
和
27
）、
太
郎
は
縄
文
土

器
に
触
れ
た
と
き
「
か
ら
だ
じ
ゅ
う
が
ひ
っ

か
き
ま
わ
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

や
が
て
な
ん
と
も
い
え
な
い
快
感
が
血
管
の

中
を
か
け
め
ぐ
り
、
モ
リ
モ
リ
力
が
あ
ふ
れ
、

吹
き
お
こ
る
の
を
覚
え
た
の
で
す
」
と
著
書

『
日
本
の
伝
統
』
に
記
す
。
太
郎
が
発
見
し

た
縄
文
文
化
は
、
今
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

影
響
を
与
え
て
い
る
。

自
分
が
感
じ
た
世
界
を

静
か
に
楽
し
む

　

翻
っ
て
現
代
に
目
を
転
じ
る
と
、
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
一
部
の
芸
術
、
芸
術
活
動
は
不

要
不
急
だ
と
騒
が
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

い
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
展
覧
会
や
ラ
イ
ブ

が
次
々
と
中
止
さ
れ
る
の
を
悲
し
く
思
っ
た

人
た
ち
は
多
い
は
ず
だ
。
無
観
客
で
ラ
イ
ブ

を
行
な
い
、
そ
れ
を
Ｗ
ｅ
ｂ
で
配
信
す
る
ミ

ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
も
現
れ
た
。
み
ん
な
が
芸
術

に
飢
え
て
い
た
。

　

以
前
か
ら
浮
か
ん
で
は
消
え
て
い
た
「
芸

術
と
水
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
編
集
部
が
取
り

組
も
う
と
決
め
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
起
き

た
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

２
０
２
２
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
抑
え
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
「
遠
く
へ
行
き
た
い
」
と
い

う
人
び
と
の
気
持
ち
に
寄
り
添
お
う
と
、
71

号
で
「
南
西
諸
島 

水
紀
行
」
を
、
72
号
で

「
温
泉
の
湯
悦
」
を
企
画
し
、
今
号
は
「
芸

術
が
不
要
不
急
で
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
い

う
思
い
か
ら
企
画
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
芸
術
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

百
科
事
典
に
は
「
独
自
の
価
値
を
創
造
し

よ
う
と
す
る
人
間
固
有
の
活
動
の
一
つ
を
総

称
す
る
語
」
と
あ
る
。
芸
術
文
明
史
家
で
あ

る
鶴
岡
真
弓
さ
ん
の
編
著
『
芸
術
人
類
学
講

義
』
を
ひ
も
解
く
と
、「
ア
ー
トart

」
は
ラ

テ
ン
語
の
「
ア
ル
スars

」
が
語
源
で
、
そ

の
概
念
は
医
術
や
土
木
技
術
な
ど
人
間
が
な

す
あ
ら
ゆ
る
「
技
／
術
」
を
指
し
て
い
た
。

そ
こ
か
ら
特
に
「
限
り
あ
る
生
に
、
限
り
な

い
時
空
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
大
い
な
る
営

み
」
が
芸
術
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。

　

こ
う
聞
く
と
「
芸
術
っ
て
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
」
と
感
じ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
。
69
号
「
水

の
余
話
」
で
小
池
俊
雄
さ
ん
が
私
た
ち
に
紹

介
し
て
く
れ
た
画
家
の
富
岡
惣
一
郎
は
「
ト

ミ
オ
カ
ホ
ワ
イ
ト
」
と
名
づ
け
た
白
い
絵
の

具
を
用
い
て
雪
国
を
巡
り
描
い
た
表
現
者
だ

が
、
生
前
こ
う
語
っ
て
い
た
と
い
う
。

「
画
を
難
し
く
考
え
る
こ
と
は
な
い
。
好
き

な
画
を
見
つ
け
、
自
分
な
り
に
感
じ
と
る
世

界
を
静
か
に
楽
し
め
ば
よ
い
」（『
ト
ミ
オ
カ
ホ
ワ

イ
ト
の
世
界
』）

　

昨
夏
、
ト
ミ
オ
カ
ホ
ワ
イ
ト
美
術
館
で
開

催
さ
れ
た
「
生
誕
一
〇
〇
年
記
念 

永と

遠わ

に
」

を
観
た
。「
白
」
の
美
を
追
求
し
、「
白
の
世

界
」
を
表
現
し
つ
づ
け
た
富
岡
は
「
雪
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
が
、
意
外
な
こ
と
に

「
水
」
も
描
い
て
い
た
。

芸
術
と
向
き
合
え
ば

わ
く
わ
く
す
る
日
々
が
訪
れ
る

編
集
部

【文化をつくる】
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富岡惣一郎『田子倉湖・冬A』 提供：南魚沼市トミオカホワイト美術館
この画は水を張った湖ではなく、風に揺れた一瞬の水をとらえた作品と解釈されている

表
現
者
た
ち
の

心
的
な
水
、身
体
的
な
水

　

芸
術
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
あ
る
。
当

セ
ン
タ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
連
載
執
筆
陣

な
ど
水
に
関
心
が
高
い
人
た
ち
に
助
言
を
受

け
た
う
え
で
、
編
集
部
が
取
材
先
や
テ
ー
マ

を
決
め
た
。
自
ら
の
思
い
を
水
に
託
し
作
品

に
し
た
表
現
者
、
日
本
古
来
の
芸
術
を
思
索

し
て
い
る
研
究
者
に
、「
水
は
芸
術
に
と
っ
て
、

あ
な
た
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の

か
」
と
聞
い
た
。
す
る
と
、
表
現
者
た
ち
に

は
原
体
験
と
し
て
「
水
の
記
憶
」
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

水
と
人
に
つ
い
て
「
人
間
を
は
じ
め
と
す

る
哺
乳
類
み
た
い
な
生
命
体
は
、
水
を
自
分

の
体
の
な
か
に
蓄
え
て
、
そ
れ
を
ぴ
っ
ち
り

と
皮
膚
で
覆
い
、
新
陳
代
謝
し
つ
づ
け
て
い

る
」
と
松
浦
寿
輝
さ
ん
は
言
い
、「
人
間
と
は

水
を
皮
膚
で
覆
っ
た
水
袋
の
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
か
」
と
大
小
島
真
木
さ
ん
も
言
う
。

松
浦
さ
ん
は
隅
田
川
を
身
近
な
自
然
と
し
て

育
ち
、
大
小
島
さ
ん
は
幼
少
期
に
家
族
と
湧

水
を
汲
み
に
行
っ
た
思
い
出
を
も
つ
。

　

梶
井
照
陰
さ
ん
は
海
に
囲
ま
れ
た
島
で
暮

ら
し
、
先
人
が
川
の
水
を
引
い
た
田
ん
ぼ
で

稲
を
育
て
、
目
の
前
に
広
が
る
豊
饒
な
る
海

へ
舟
を
こ
ぎ
出
し
魚
を
獲
る
。
松
本
佳
奈
さ

ん
は
実
家
が
か
つ
て
銭
湯
を
営
ん
で
お
り
、

地
下
水
を
沸
か
し
た
大
き
な
風
呂
が
身
近
だ

っ
た
。
湯
に
浸
か
っ
て
元
気
に
な
っ
て
帰
っ

て
い
く
人
び
と
を
番
台
か
ら
見
つ
め
た
。

　

一
方
、
水
に
触
れ
た
こ
と
で
認
識
が
変
わ

っ
た
と
語
る
の
は
大
橋
エ
リ
さ
ん
と
小
田
香

さ
ん
だ
。
大
橋
さ
ん
は
グ
ラ
ス
の
水
が
震
え

る
様
を
音
が
生
ま
れ
る
瞬
間
と
と
ら
え
る
。

小
田
さ
ん
は
ユ
カ
タ
ン
半
島
に
点
在
す
る
泉

「
セ
ノ
ー
テ
」
に
潜
り
、
自
分
が
ど
こ
に
い

る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
感
覚
に
陥
り
な
が

ら
撮
影
し
つ
づ
け
、
水
へ
の
畏
敬
の
念
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

身
体
を
通
じ
て
水
と
触
れ
る
こ
と
は
、
表

現
者
の
内
面
に
変
化
を
呼
び
起
こ
す
。

日
本
古
来
の
芸
術
と

水・水
辺
が
示
す
も
の

　

数あ
ま
た多

あ
る
日
本
古
来
の
芸
術
か
ら
は
「
浮

世
絵
」
と
「
俳
句
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
連れ
ん

歌が

か
ら
俳は
い

諧か
い

、
俳
諧
連
歌
か
ら
俳
句
へ
。
青

木
亮
人
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
俳
句
の

歴
史
は
興
味
深
い
。
徐
々
に
裾
野
が
広
が
っ

て
い
く
と
同
時
に
、「
型
」
に
は
ま
っ
て
新
鮮

味
を
失
う
と
、
松
尾
芭
蕉
や
正
岡
子
規
の
よ

う
な
破
壊
者
が
現
れ
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
観

を
つ
く
り
直
し
て
俳
句
は
息
を
吹
き
返
す
。

そ
れ
は
、
俳
句
に
限
ら
ず
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ

る
も
の
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

梅
雨
、
夕
立
、
驟し
ゅ
う
う雨
な
ど
雨
の
表
現
が
多

彩
な
こ
の
国
で
、
暮
ら
し
の
な
か
の
さ
さ
や

か
な
出
来
事
に
目
を
と
め
、
感
じ
た
こ
と
を

た
っ
た
十
七
字
で
詠よ

む
―
―
日
々
を
丁
寧
に

生
き
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
俳
句
に
強
い
興

味
を
抱
い
た
。

　

川
、
海
、
池
な
ど
水
辺
を
多
く
描
い
た
江

戸
時
代
の
浮
世
絵
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
、

特
に
印
象
派
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
藤
澤

紫
さ
ん
が
指
摘
し
た
よ
う
に
浮
世
絵
が
庶
民

の
平
穏
な
日
常
を
描
い
て
い
た
か
ら
だ
。

　

逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
は
、
18
世
紀
ま

で
名
も
な
き
庶
民
な
ど
描
か
な
か
っ
た
そ
う

だ
。
１
８
６
７
年
（
慶
応
３
）
に
開
か
れ
た
パ

リ
万
国
博
覧
会
な
ど
を
通
じ
て
浮
世
絵
が
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ゴ
ッ
ホ
、
マ
ネ
、
モ

ネ
と
い
っ
た
印
象
派
の
画
家
た
ち
が
傾
倒
し

て
い
く
。
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
初
頭
に

か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ

た
日
本
文
化
の
流
行
は
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」

と
呼
ば
れ
る
。
日
本
人
と
し
て
誇
ら
し
い
が
、

本
質
は
そ
こ
で
は
な
い
。

　

巻
頭
言
「
ひ
と
し
ず
く
」
の
執
筆
を
依
頼

し
た
千
住
博
さ
ん
は
、
著
書
『
芸
術
と
は
何

か
』
で
浮
世
絵
の
影
響
を
受
け
た
印
象
派
の

作
品
が
の
ち
に
日
本
へ
逆
輸
入
さ
れ
た
こ
と

を
「
同
じ
人
間
と
し
て
の
真
実
味
を
伝
え
、

宗
教
も
思
想
も
哲
学
も
超
え
、
人
間
と
し
て

共
感
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
当
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氷柱から溶け落ちる一滴の水を捉えた写真。表現者たちの
作品と話に触発された編集部の一人が撮った

然
」
と
記
す
。
ほ
ん
と
う
に
い
い
も
の
は
国

境
を
越
え
て
伝
わ
っ
て
い
く
。

「
水
」を
切
り
口
に

対
話
し
た
表
現
者
た
ち

　

特
集
を
通
じ
て
、
た
く
さ
ん
の
芸
術
作
品

に
接
し
た
。
生
き
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
、
私

た
ち
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
向
か
う
の
か

―
―
ふ
だ
ん
突
き
詰
め
て
考
え
な
い
こ
と
を

考
え
さ
せ
ら
れ
る
、
豊
か
な
時
間
だ
っ
た
。

　

川
は
止
め
る
こ
と
な
く
流
れ
ゆ
く
時
間
を
、

そ
し
て
生
き
て
い
る
実
感
を
も
た
ら
す
存
在

だ
と
語
っ
て
く
れ
た
松
浦
さ
ん
。
小
説
『
川

の
光
』
を
読
み
返
し
て
ネ
ズ
ミ
一
家
の
冒
険

に
わ
く
わ
く
し
た
。
光
が
跳
ね
て
き
ら
き
ら

し
た
川
の
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。

　

大
小
島
さ
ん
の
公
開
制
作
を
伴
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
訪
ね
た
編
集
部
は
、
人
間
以
外
の

何
か
に
な
り
き
っ
て
、
人
間
に
向
け
て

「D
ear H

um
an

」
で
始
ま
る
手
紙
を
書
き

残
し
た
。
大
小
島
さ
ん
の
作
品
は
、
や
さ
し

く
、
時
に
厳
し
い
ま
な
ざ
し
で
、「
考
え
る
こ

と
を
や
め
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
」
と
私
た
ち
に

語
り
か
け
て
く
る
。
も
う
一
度
こ
の
世
界
を

見
つ
め
直
そ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　

海
を
渡
る
風
や
震
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

波
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
、
と
話

す
梶
井
さ
ん
。
佐
渡
を
離
れ
、
あ
ら
た
め
て

写
真
集
『
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
』
を
め
く
る
と
、
波
を

撮
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
実
は
一
瞬
と
し
て

同
じ
も
の
は
な
い
自
然
の
儚
さ
、
尊
さ
、
美

し
さ
を
撮
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

あ
か
ら
さ
ま
に
水
を
映
さ
な
く
て
も
水
の

気
配
が
色
濃
く
漂
う
松
本
さ
ん
の
映
画
『
マ

ザ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
』。
そ
の
静
か
で
優
し
い

世
界
に
浸
っ
た
。
流
れ
に
身
を
任
せ
な
が
ら

も
自
分
の
気
持
ち
に
正
直
に
生
き
て
い
る
人

た
ち
の
そ
ば
に
は
、
決
ま
っ
て
水
が
寄
り
添

っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
あ
た
り
ま
え
す

ぎ
て
忘
れ
そ
う
だ
け
れ
ど
大
切
な
こ
と
を
、

こ
の
映
画
は
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

独
学
で
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
の
演
奏
を
習
得
し

た
大
橋
さ
ん
の
ク
リ
ス
マ
ス
ラ
イ
ブ
で
聴
い

た
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
の
音
色
は
美
し

か
っ
た
。
一
つ
の
音
が
水
の
力
も

借
り
て
膨
ら
ん
で
い
く
と
同
時
に
、

別
の
音
が
重
な
る
。
夢
見
心
地
に

な
る
よ
う
な
、
何
と
も
言
え
な
い

心
地
よ
さ
を
感
じ
る
。
演
奏
の
合

間
に
そ
っ
と
指
を
水
に
浸
す
動
作

を
、
大
橋
さ
ん
は
「
祈
り
に
似
た

行
為
」
と
口
に
し
た
。

　

那
須
の
山
麓
で
「
水
庭
」
の
石

の
椅
子
に
座
り
、
渓
流
の
せ
せ
ら

ぎ
と
池
と
池
の
間
を
流
れ
る
パ
イ

プ
か
ら
の
水
音
に
耳
を
澄
ま
せ
、

物
思
い
に
耽
っ
た
。「
水
庭
」
の
１
６
０
も
の

池
は
、
か
つ
て
水
田
だ
っ
た
土
地
の
記
憶
を

つ
な
ぐ
。
川
や
海
と
比
べ
る
と
池
は
静
的
で
、

記
憶
を
積
み
重
ね
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　

ユ
カ
タ
ン
半
島
北
部
に
点
在
す
る
泉
「
セ

ノ
ー
テ
」
は
時
々
人
を
呑
み
込
む
う
え
、
死

体
が
上
が
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
底
に
沈
ん

だ
人
を
魚
が
つ
い
ば
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の

魚
を
親
と
す
る
稚
魚
は
そ
れ
を
体
内
に
蓄
え

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
映
画
『
セ
ノ
ー

テ
』
の
小
田
さ
ん
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
か
ら
そ

ん
な
妄
想
が
広
が
っ
た
。
今
は
日
本
各
地
の

地
下
を
撮
り
つ
づ
け
て
い
る
。
遠
い
国
の
神

話
的
な
泉
の
次
は
、
身
近
な
異
空
間
を
ど
の

よ
う
に
生
々
し
く
と
ら
え
て
く
れ
る
の
か
、

そ
こ
に
も
水
が
流
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
水
を
切
り
口
に
作

品
に
つ
い
て
表
現
者
に
尋
ね
る
と
、
秘
め
た

思
い
や
創
作
に
対
す
る
姿
勢
、
哲
学
が
浮
き

彫
り
に
な
る
こ
と
だ
。
皆
、
真
摯
に
こ
ち
ら

の
問
い
に
答
え
て
く
れ
た
し
、
聞
く
側
に
と

っ
て
は
水
と
い
う
切
り
口
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
よ
り
深
く
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

「
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
他
者
に
伝
え
た
い
」

と
い
う
思
い
か
ら
芸
術
は
生
ま
れ
る
。
千
住

さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
芸
術
は
人
間
同

士
の
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

今
を
生
き
る
私
た
ち
の

芸
術
と
の
向
き
合
い
方

　

再
び
岡
本
太
郎
の
言
葉
を
借
り
る
。
作
品

の
前
に
立
ち
、
誰
の
作
な
の
か
を
気
に
し
て
、

巨
匠
の
も
の
だ
と
知
る
と
感
心
し
た
ふ
り
な

ど
し
な
く
て
い
い
、
芸
術
が
わ
か
ら
な
い
と

馬
鹿
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
な
ど

し
な
く
て
い
い
と
太
郎
は
説
く
。「
そ
れ
ら
の

作
品
を
自
分
の
生
き
る
責
任
に
お
い
て
、
じ

っ
と
見
つ
め
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
も
。
他

の
多
く
の
表
現
者
も
、
芸
術
に
知
識
は
い
ら

な
い
、
た
だ
自
分
が
感
動
す
る
か
ど
う
か
、

心
惹
か
れ
る
か
ど
う
か
で
い
い
と
言
う
。

『
水
の
文
化
』
の
読
者
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら

芸
術
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
人
も
い
れ
ば
、

ち
ょ
っ
と
苦
手
と
い
う
人
も
い
る
と
思
う
け

れ
ど
、
水
に
は
関
心
が
高
い
は
ず
。
芸
術
に

親
し
ん
で
い
る
人
な
ら
ば
、
自
分
の
好
み
で

は
な
い
分
野
に
触
れ
る
と
き
に
水
を
入
口
に

し
て
は
ど
う
か
。
苦
手
意
識
の
あ
る
人
な
ら

ば
、
手
始
め
に
水
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
に

触
れ
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
新
し
い
生
き
方

が
見
つ
か
る
と
い
う
と
大
げ
さ
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
が
変
わ

る
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
。

　

そ
れ
ま
で
誰
も
芸
術
と
は
思
わ
な
か
っ
た

縄
文
土
器
に
触
れ
衝
撃
を
受
け
た
岡
本
太
郎

の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
触
れ
て
刺

激
を
受
け
、
モ
リ
モ
リ
と
力
漲み
な
ぎる

こ
と
を
感

じ
て
、
未
だ
来
な
い
「
未
来
」
を
夢
想
し
た

い
。
同
じ
作
品
を
見
て
友
人
と
語
り
合
え
ば
、

他
者
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
と
同
時
に
つ

な
が
り
も
生
む
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
個
々
が
孤

立
し
が
ち
で
、
分
断
社
会
と
呼
ば
れ
る
混
沌

と
し
た
今
の
時
代
を
生
き
る
た
め
の
知
恵
や

力
や
支
え
に
な
る
は
ず
だ
。

　

芸
術
が
不
要
不
急
？ 

と
ん
で
も
な
い
！ 

い
ろ
い
ろ
な
芸
術
作
品
を
見
て
、
聴
い
て
、

触
れ
て
、
た
ま
に
自
分
で
も
何
か
を
試
み
て
、

わ
く
わ
く
す
る
毎
日
を
過
ご
し
た
い
。

【文化をつくる】
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