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私
は
北
川
冬
彦
の
や
う
に
鬱
然
と
し
た
意
志
を
藏
し
て
ゐ
る
藝
術
家
を
私

の
周
圍
に
見
た
こ
と
が
な
い
。

　
そ
れ
は
彼
の
詩
人
的 career 

を
貫
い
て
ゐ
る
。

　
そ
れ
は
ま
た
彼
の
詩
の
嚴
然
と
し
た
形
式
を
規
定
し
て
ゐ
る
。

　
人
々
は
「
意
志
」
の
北
川
冬
彦
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
鍵

が
な
く
て
は
遂
に
彼
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
。

　
彼
は
「
短
詩
運
動
」
「
新
散
文
詩
運
動
」
を
勝
利
に
ま
で
戰
ひ
通
し
て
來

た
。
終
始
一
貫
し
て
。
新
し
い
詩
壇
は
今
や
そ
の
面
目
を
一
新
し
て
ゐ
る
。

韻
文
は
破
壞
さ
れ
た
。
韻
文
的
な
も
の
　
　
古
臭
い
情
緒
　
　
は
姿
を
消
し

て
、
新
し
い
エ
ス
プ
リ
が
隨
所
に
起
つ
た
。
「
表
現
の
單
純
化
」
「
效
果
の
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構
成
」
は
古
い
詩
人
達
の
詩
型
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
。
嘗
て
は
わ
れ
わ
れ
に

親
し
か
つ
た
古
い
歌
ひ
振
り
の
詩
を
今
日
に
於
い
て
省
み
る
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
そ
れ
が
も
う
全
く
讀
め
な
い
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
に
驚
く
。
「
口

説
き
」
は
五
月
繩
く
、
讀
ん
で
し
ま
つ
て
何
等
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
が
な
か
つ
た

こ
と
に
氣
付
く
。
時
代
は
明
ら
か
に
一
新
し
た
の
で
あ
る
。

　
北
川
冬
彦
は
終
始
こ
の
運
動
の
尖
端
に
立
つ
て
戰
つ
て
ゐ
た
。
身
を
も
つ

て
。
彼
は
は
じ
め
か
ら
他
の
人
々
の
や
う
に
一
枚
の
古
い
衣
裳
も
纏
つ
て
は

ゐ
な
か
つ
た
。
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ユ
な
し
で
戰
つ
た
の
で
あ
る
。
最
も
新
し
い
、

「
詩
と
は
思
へ
な
い
も
の
」
で
身
を
曝
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
の
威
力
あ

る
屹
立
は
、
だ
か
ら
い
つ
も
人
々
の
ブ
ツ
ブ
ツ
い
ふ
聲
で
そ
の
脚
も
と
を
洗

は
れ
て
ゐ
た
。
ま
た
彼
は
い
つ
も
最
も
簡
單
な
言
葉
で
彼
の
教
理
を
説
い
て
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ゐ
た
。
同
じ
こ
と
を
繰
返
し
繰
返
し
し
て
云
つ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
自
ら
恃
む

こ
と
に
厚
く
最
も
勇
敢
な
人
々
の
み
の
爲
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
か
く

の
如
く
彼
は
戰
つ
て
來
た
。
身
を
も
つ
て
。
鐵
の
や
う
な
意
志
を
も
つ
て
。

　
彼
の
詩
の
嚴
然
と
し
た
詩
型
が
彼
の
「
意
志
」
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
數
多
の
論
證
を
必
要
と
す
る
や
う
で
あ
る
。

ま
た
少
し
の
論
證
を
も
必
要
と
し
な
い
や
う
で
あ
る
。
私
は
單
に
こ
の
獨
斷

を
掲
げ
る
に
と
ど
め
て
、
次
に
「
戰
爭
」
の
批
評
に
移
る
。
批
評
と
は
云
ふ

も
の
の
私
は
小
説
家
で
あ
つ
て
自
分
の
思
つ
た
こ
と
を
最
も
平
凡
に
披
瀝
す

る
に
過
ぎ
な
い
。

「
戰
爭
」
は
三
つ
の
部
分
に
分
れ
て
ゐ
る
。
　
　
戰
爭
。
光
に
つ
い
て
。
檢

温
器
と
花
そ
の
他
。
こ
の
最
後
の
部
分
は
彼
の
第
二
詩
集
「
檢
温
器
と
花
」
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か
ら
再
録
さ
れ
た
も
の
で
、
私
は
ま
づ
こ
れ
に
數
言
を
費
し
た
後
、
第
三
詩

集
の
第
三
詩
集
た
る
部
分
へ
は
入
つ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
と
思
ふ
。

　
北
川
冬
彦
は
嘗
て
最
も
潔
癖
に
日
本
産
の
文
學
を
う
け
つ
け
な
か
つ
た
詩

人
で
あ
る
。
彼
の
愛
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
、
そ
れ
も
ダ
ダ
以
後
の
人
々
で
あ

つ
た
。
そ
の
代
り
そ
の
愛
し
や
う
は
全
く
一
通
り
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

私
は
屡
々
不
思
議
な
氣
持
に
打
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
そ
れ
ら

の
人
々
に
對
す
る
先
輩
と
し
て
の
尊
敬
や
僚
友
と
し
て
の
友
情
を
、
ま
る
で

そ
れ
ら
の
人
々
が
み
な
東
京
に
住
ん
で
ゐ
る
か
の
や
う
な
「
間
近
さ
」
で
表

現
す
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
、
ジ
ヤ
コ
ブ
、
コ
ク
ト
オ
、
ブ
ル

ト
ン
、
エ
リ
ュ
ア
ル
、
　
　
そ
れ
か
ら
マ
チ
ス
、
ピ
カ
ソ
、
シ
ヤ
ガ
ル
、
ア

ル
キ
ペ
ン
コ
等
々
の
畫
家
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
樣
な
の
で
あ
つ
た
。
「
檢
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温
器
と
花
」
は
な
に
よ
り
も
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
親
和
を
よ
く
あ
ら
は
し
て

ゐ
る
。

　
彼
は
「
檢
温
器
と
花
」
の
後
記
に
、
ジ
ヤ
ン
・
コ
ク
ト
オ
の
所
謂
「
對
象

を
消
化
し
て
、
次
第
に
そ
の
主
宰
す
る
獨
自
の
世
界
へ
連
れ
て
い
く
や
う
な

詩
」
を
意
圖
し
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
全
般
に
つ
い
て
云
は
れ

た
の
で
は
な
い
が
、
た
し
か
に
そ
れ
ら
の
作
品
は
こ
の
詩
集
の
精
髓
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
「
椿
」
「
馬
」
「
爬
蟲
類
」

「
秋
」
な
ど
を
擧
げ
た
い
。

「
椿
」
は Statics 

の
領
域
内
に
あ
つ
た
も
の
を
、
彼
が
は
じ
め
て D

ynam
i

cs 

の
な
か
へ
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

7



　
　
　
　
　
馬

軍
港
を
内
臟
し
て
ゐ
る

　
北
川
冬
彦
の
こ
の
や
う
な
詩
に
な
つ
て
來
る
と
、
軍
港
と
い
ふ
二
字
が
既

に
も
う
軍
港
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
伴
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
内
臟
し
て
ゐ
る
」

で
、
昔
の
人
が
南
蠻
渡
來
の
人
體
解
剖
圖
を
信
じ
た
奇
怪
さ
で
、
馬
が
そ
れ

を
「
内
臟
し
て
ゐ
る
」
眞
實
を
信
じ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の

最
も
短
い
詩
は
最
も
強
い
暗
示
力
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
注
意

さ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
詩
の
構
圖
が
「
物
質
の
不
可
侵
性
」
を
無
視
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
屡
々
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 cubism
 

の
畫
家
の m

otive 

に
な
つ
て
ゐ
る
。
私
は
こ
の affinity 

に
つ
い

て
も
う
暫
く
語
り
度
い
。

　
彼
の
第
一
詩
集
「
三
半
規
管
喪
失
」
の
な
か
に
次
の
や
う
な
詩
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
瞰
下
景

　
　
　
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
の
て
つ
ぺ
ん
か
ら
見
下
す
と

　
　
　
電
車
　
自
動
車
　
人
間
が
う
ご
め
い
て
ゐ
る

　
　
　
目
玉
が
地
べ
た
へ
ひ
つ
つ
き
さ
う
だ

　
高
い
と
こ
ろ
か
ら
下
を
見
た
と
き
の
感
じ
が
こ
ん
な
に
も
生
々
と
表
現
さ
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れ
た
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
生
々
し
さ
は
何
に
よ
る
か
。
そ
れ
は

「
目
玉
が
地
べ
た
へ
ひ
つ
つ
く
」
と
い
ふ
空
間
を
無
視
し
た
表
現
法
の
た
め

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
彼
は
知
覺
、
若
し
く
は
感
覺
の
速
度
を
表
現
し
得

た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
後
來
「
馬
」
等
々
に
達
し
た
端
緒
の
一
つ
が
あ

る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
空
想
と
云
は
ん
よ
り
は
實
感
で
あ
り
、
實
感
で
あ
る
よ

り
は
實
感
を
あ
ら
は
す
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
　
　
そ
し
て
そ
れ
は
最
後
の

段
階
に
達
し
て
、
手
段
そ
の
も
の
か
ら
嘗
て
一
度
も
人
間
の
頭
腦
に
存
在
し

な
か
つ
た
や
う
な
「
實
感
」
を
呼
び
起
す
作
品
を
形
成
す
る
。
「
對
象
を
主

宰
し
て
獨
自
の
世
界
へ
連
れ
て
ゆ
く
」
や
う
な
詩
と
は
畢
竟
こ
の
段
階
の
も

の
を
指
す
に
外
な
ら
な
い
。
北
川
冬
彦
の
「
馬
」
は cubist 

を
聯
想
せ
し
め

る
。
し
か
し
決
し
て
「
故
な
く
し
て
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
の
他
彼
は
多
く
の cubist 

達
を
聯
想
せ
し
め
る
作
品
を
「
檢
温
器
と
花
」

の
な
か
に
書
い
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
「
水
兵
」
「
女
と
雲
」
の
明
る
い
風
景
。

「
薄
暮
」
「
壁
」
の
陰
氣
な
風
景
。
そ
し
て
こ
こ
に
示
さ
れ
た
彼
の
手
法
は

實
に
完
璧
で
あ
る
。

　
北
川
冬
彦
に
も
嘗
て
器
物
愛
好
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
何
を
。
檢
温
器
を
で

あ
る
。
で
は
彼
は
病
氣
で
で
も
あ
つ
た
の
か
。
否
。
「
樂
園
」
「
落
日
」
　

　
こ
の
抒
情
的
な
靜
け
さ
の
な
か
で
、
彼
は
そ
れ
を
愛
す
る
こ
と
を
お
ぼ
え

た
。

「
花
の
中
の
花
」
「
檢
温
器
と
花
」
と
い
ふ
詩
集
の
名
は
「
樂
園
」
や
「
落

日
」
の
な
か
の
檢
温
器
、
そ
れ
か
ら
こ
の
詩
な
ど
か
ら
得
て
來
た
も
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
こ
の
作
品
は
小
説
に
於
け
る
横
光
利
一
を
聯
想
せ
し
め
る
。
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北
川
冬
彦
は
こ
の
詩
を
愛
し
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。

　
紙
數
が
な
い
。
次
へ
は
ひ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
戰
爭
」
及
「
光
に
つ
い
て
」
。
即
ち
「
檢
温
器
と
花
」
以
後
三
年
間
の
勞

作
で
あ
る
。

　
私
は
彼
の
こ
の
三
年
間
を
深
い
感
慨
な
し
に
は
回
想
す
る
こ
と
が
出
來
な

い
。
彼
は
生
き
死
に
の
苦
し
み
を
經
て
生
き
て
來
た
。

「
絶
望
の
歌
」
。
こ
れ
こ
そ
は
モ
ニ
ユ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
一
種
人
に
迫

る
鬼
氣
を
持
つ
た
作
品
は
彼
の
陷
つ
た
絶
望
の
深
さ
を
示
し
て
ゐ
る
。
恐
ら

く
こ
れ
ほ
ど
彼
の
愛
し
且
つ
憎
む
作
品
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
は
死

な
ず
に
生
き
て
來
た
。
骨
を
刻
む
や
う
に
詩
を
作
り
な
が
ら
。

「
絶
望
の
歌
」
や
「
肉
親
の
章
」
は
第
二
詩
集
以
後
彼
の
示
し
た
一
つ
の
轉
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向
で
あ
つ
た
。
人
は
彼
の
詩
が
「
小
説
の
や
う
に
な
つ
た
」
と
云
つ
た
。
彼

は
こ
の
形
式
に
彼
の
恐
ろ
し
い
苦
悶
を
盛
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

「
腕
」
（26

頁
）
の
白
癡
の
や
う
な
笑
ひ
。
無
題
（18

頁
）
及
び
無
題
（27

頁
）
の
夢
魘
。
人
は
こ
れ
ら
の
詩
の
な
か
に
も
彼
の
苦
悶
を
讀
ま
ね
ば
な
ら

ぬ
。
さ
る
に
し
て
も
こ
の
「
腕
」
の
大
膽
な
手
法
は
全
く
驚
嘆
に
値
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
品
及
び
「
機
械
」
「
空
腹
に
つ
い
て
」
な
ど
は
第
二
詩
集
以

後
の
彼
の
詩
の
主
流
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
に
「
光
に
つ
い
て
」

の
難
解
な
一
群
の
詩
へ
は
ひ
つ
て
ゆ
く
。
私
は
そ
れ
へ
は
ひ
る
前
に
こ
れ
ら

の
間
に
介
在
し
て
ゐ
る
傍
流
的
な
も
の
を
調
査
し
整
理
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。

「
萎
び
た
筒
」
「
剃
刀
」
な
ど
は
「
三
半
規
管
喪
失
」
的
な
も
の
で
あ
る
。
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前
者
の
キ
タ
ナ
さ
、
「
剃
刀
」
の
痲
痺
的
痛
覺
。
共
に
彼
の
第
一
詩
集
か
ら

生
き
殘
つ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
も
こ
の
キ
タ
ナ
さ
を
愛
し
て
ゐ
る
。

「
ラ
ッ
シ
ュ
・
ア
ワ
ア
」
も
「
風
景
」
も
「
檢
温
器
と
花
」
的
な
も
の
で
あ

る
。

「
菱
形
の
脚
」
「
砂
埃
」
「
花
」
の
三
つ
の
「
支
那
風
景
」
は
「
光
に
つ
い

て
」
な
ど
と
竝
行
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
休
息
的
な
愉
し

さ
が
彼
を
と
ら
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
人
を
し
て
微
笑
ま
し
め
る
。
秀
れ
た
作

品
で
あ
る
。
菱
形
の
脚
の
間
に
見
え
て
ゐ
る
風
景
、
女
の
姿
を
か
く
し
て
し

ま
ふ
砂
埃
、
心
憎
い
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
私
は
「
光
に
つ
い
て
」
へ
は
ひ
ら
う
。

　
彼
は
こ
れ
ら
の
詩
に
於
い
て
「
絶
望
の
歌
」
以
後
の
更
に
深
い
精
神
的
苦
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悶
の
時
期
を
經
て
ゐ
る
。
彼
の
詩
は
難
解
に
な
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
つ
の

極
點
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち
彼
が
自
己
の
主
觀
の
な
か
に
苦
し
む
こ
と
の
、

こ
れ
が
最
後
の
姿
な
の
で
あ
る
。
さ
う
私
は
考
へ
る
。

「
光
に
つ
い
て
」
の
な
か
に
は
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
噛
み
割
り
難
い
數
多
の

 Sym
bol 

と M
etaphor 

が
あ
る
。
そ
の
間
に
、
傷
つ
い
た
魚
が
深
く
水
中
に

沒
し
て
、
と
き
ど
き
そ
の
苦
し
ん
で
ゐ
る
身
の
在
所
を
キ
ラ
・
キ
ラ
、
と
光

ら
す
や
う
に
、
生
命
、
死
、
光
明
の Sym

bol 

が
閃
め
く
。

「
皮
膚
の
經
營
」
「
戀
愛
の
結
果
」
「
灰
」
は
暫
時
私
に
は
不
可
解
で
あ
る
。

「
光
に
つ
い
て
」
の
六
齣
の
詩
も
僅
か
に
そ
の
片
鱗
が
理
解
出
來
る
に
と
ど

ま
る
。
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壁
の
う
へ
の
蟻
の
凍
死
、
焔
の
つ
ら
ら
。

　
こ
の
一
行
の
詩
は
私
を
し
て
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
「
秋
の
歌
」
の
一
節
を
思

ひ
出
さ
し
め
る
。

　
　
冬
の
す
べ
て
は
私
の
身
内
に
迫
つ
て
來
る
。
　
　
そ
れ
は
、
苦
痛
、
憎

　
　
惡
、
戰
慄
、
強
ひ
ら
れ
た
苦
役
や
恐
怖
。

　
　
そ
し
て
極
地
の
う
へ
の
か
の
北
方
の
太
陽
の
や
う
に
、

　
　
私
の
心
臟
は
直
ぐ
に
も
一
箇
の
石
と
な
つ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
、
凍
結

　
　
し
灼
然
せ
る
。
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勿
論
彼
の
念
頭
に
こ
の
詩
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
契
合
に
驚

く
。
し
か
も
こ
の
詩
は
最
後
の
凝
結
を
示
し
て
ゐ
る
。

「
花
」
「
人
間
」
「
光
に
つ
い
て
」
（50

頁
）
の
三
つ
の
詩
も
解
し
難
い
。

そ
し
て
私
は
こ
れ
ら
の
謎
の
や
う
な
詩
を
總
括
し
て
再
び
さ
き
の
獨
斷
を
繰

り
返
す
。
即
ち
こ
の
難
解
な
形
式
は
彼
の
主
觀
の
究
極
の
表
現
で
あ
る
。
こ

の
究
極
の
表
現
は
ま
た
最
後
の
表
現
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
自
己
の
主
觀
の
な

か
に
苦
し
む
こ
と
を
こ
れ
ら
の
詩
を
も
つ
て
終
り
と
す
る
で
あ
ら
う
と
。

「
戰
爭
」
「
大
軍
叱
咤
」
「
壞
滅
の
鐵
道
」
「
鯨
」
「
腕
」
「
腕
」
な
ど
は

明
ら
か
に
彼
の
目
の
前
に
展
け
た
新
し
い
視
野
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
階

級
で
あ
る
。
彼
は
自
己
を
苦
し
め
る
も
の
の
正
體
に
突
き
當
つ
た
。
そ
れ
を

認
識
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
詩
集
「
戰
爭
」
の
も
つ
最
も
大
い
な
る
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意
義
で
あ
る
。
私
は
彼
の
「
意
志
」
が
こ
の
道
を
ど
の
や
う
に
今
後
進
ん
で

ゆ
く
か
を
見
守
ら
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
最
も
深
い
關
心
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。

　
　
眼
の
中
に
は
劍
を
藏
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
背
の
上
の
針
鼠
に
は
堪
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
太
陽
に
は
不
斷
の
槍
を
投
げ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
腕
」
よ
り
）

　
然
り
！
　
病
床
の
な
か
に
詩
集
「
戰
爭
」
を
う
け
と
つ
て
私
の
感
動
は
激

し
い
。
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（
昭
和
四
年
十
二
月
）
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