
三
渓
園
と
い
う
場
─
芸
術
は
我
々
の
写
し
鏡

　

私
は
普
段
、
ゲ
ー
ム
の
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
働
い

て
い
る
。
だ
が
最
近
は
、
趣
味
で
行
っ
て
い
た
文
学
や
書
籍

に
ま
つ
わ
る
発
信
に
反
響
を
頂
戴
し
、
大
好
き
な
作
家
さ
ん

と
対
談
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
こ
う
し
て
原
稿
を
書
か
せ

て
も
ら
え
た
り
し
て
い
る
。

　

今
回
は
、
こ
う
し
て
自
分
の
可
能
性
を
広
げ
て
く
れ
た
、

あ
る
実
業
家
の
精
神
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
。

　

神
奈
川
県
横
浜
市
に
三
溪
園
と
い
う
庭
園
が
あ
る
。
四
季

折
々
の
花
鳥
、用
途
と
季
節
に
沿
っ
た
名
建
築
、丘
も
泉
も
森

林
も
あ
っ
て
、そ
の
上
、東
京
湾
ま
で
臨
め
る
と
い
う
、お
よ

そ
景
観
の
美
で
無
い
も
の
は
無
い
ほ
ど
の
名
所
で
あ
る
。
造

成
し
た
の
は
、戦
前
の
実
業
家「
原
富
太
郎（
号
は
三
溪
）」だ
。

帝
国
蚕
糸
の
社
長
や
横
浜
興
信
銀
行
の
頭
取
を
務
め
、
横
浜

「
推
し
」て
、
知
る
べ
し

─
三
溪 

・
原
富
太
郎
に
学
ぶ「
推
し
」の
美
学

時の調べ

を
中
心
に
日
本
経
済
を
動
か
し
た
大
実
業
家
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
と
同
時
に
、
原
に
は
芸
術
愛
好
家
の
一
面
も
あ
っ
た
。

芸
術
を
愛
し
、せ
っ
せ
と
買
い
集
め
、数
千
点
は
く
だ
ら
な
い

一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
い
た
。さ
ら
に
、横
山
大
観
、小
林
古

径
と
い
っ
た
画
家
や
ノ
ー
ベ
ル
賞
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
ら
と
交
わ

り
、三
溪
園
に
招
い
て
は
芸
術
談
義
に
花
を
咲
か
せ
た
と
い
う
。

　

さ
か
の
ぼ
れ
ば
か
つ
て
は
、
原
の
他
に
も
、
益
田
孝
や
松

方
幸
次
郎
、
川
崎
正
蔵
な
ど
、
大
実
業
家
で
あ
り
な
が
ら
、

芸
術
を
深
く
愛
し
た
魁
傑
が
い
た
。
彼
ら
の
共
通
点
は
、
自

分
の
目
を
信
じ
、
対
象
に
惜
し
み
な
い
愛
と
財
産
を
注
ぎ
込

ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
原
と
親
交
の
あ
っ
た
美
術
評
論
家
の
矢

代
幸
雄
は
、
原
の
芸
術
へ
の
態
度
を
こ
う
語
る
。「
原
さ
ん

の
成
す
と
こ
ろ
、
す
べ
て
厳
格
に
己
が
体
験
の
基
盤
に
立
ち
、

他
人
は
何
と
言
お
う
と
も
、
自
分
は
こ
う
思
う
、
と
い
う
確

信
の
根
拠
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
人
生
の
上
に
も
、

美
術
の
上
に
も
、
あ
れ
ほ
ど
の
大
い
な
る
結
果
を
生
ん
だ
（
注
１
）」。

書
評
家

渡わたな
べ辺
祐すけざ

ね真
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こ
の
言
葉
は
、
批
評
家
の
小
林
秀
雄
に
よ
る
「
考
え
る
」
論

を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
小
林
は
「
考
え
る
と
は
、
物
に
対
す
る

単
に
知
的
な
働
き
で
は
な
く
、
物
と
親
身
に
交
わ
る
事
だ
。

物
を
外
か
ら
知
る
の
で
は
な
く
、
物
を
身
に
感
じ
て
生
き
る
、

そ
う
い
う
経
験
（
注
２
）」、

だ
と
説
い
た
。
つ
ま
り
、
真
に
対
象
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
原
や
小
林
の
よ
う
に
、
対
象
に
躊
躇

な
く
没
頭
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

現
代
に
お
い
て
、
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
を
持
っ
て
、
芸
術
に

向
き
合
っ
て
い
る
人
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
各
人
の
自
由
に
受
容
す
れ
ば
い
い
で

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
そ
の
自

由
が
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
同
時
に
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
芸
術
と
は
、
芸
術
家
に
よ
っ
て
の
み
作
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
受
容
者
に
よ
る
評
価

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
芸
術
家
に
影
響
を
与
え
る
。
換
言
す

れ
ば
、
芸
術
を
支
持
し
、
金
銭
を
投
じ
る
我
々
受
容
者
も
間

「
推
し
」こ
そ
芸
術
に
対
す
る 

真
摯
な
姿
勢
を
築
く
鍵

　

今
日
、ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、芸
術
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢

を
築
き
上
げ
る
鍵
と
な
る
の
は
、「
推
し
」で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
。
流
行
語
大
賞
に
も
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た「
推
し
」

と
は
、
支
持
す
る
芸
能
人
や
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を

熱
狂
的
に
尊
ぶ
感
覚
を
意
味
す
る
。
横
川
良
明
は
、
応
援
と

峻
別
し
て「
推
し
」を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。「
第
三
者

に
推
し
の
良
さ
を
語
り
、
あ
わ
よ
く
ば
好
き
に
な
っ
て
も
ら

い
た
い
。
こ
の
布
教
精
神
が
、
自
己
完
結
型
の「
応
援
」
と

は
異
な
る
熱
狂
を
生
ん
で
い
る
の
で
す
（
注
４
）」。
好
き
な
対
象
に

対
し
て
、
本
気
で
愛
と
金
銭
を
注
ぐ
こ
と
。
そ
の
時
に
は
、

原
の
よ
う
に
自
分
の
全
存
在
を
賭
け
る
。
恥
な
ど
要
ら
な
い
。

そ
の
結
果
、
自
分
に
も
、
対
象
に
も
、
共
鳴
し
て
く
れ
る
人

に
も
、
ひ
い
て
は
芸
術
全
体
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
。
何
か

を
本
気
で「
推
す
」こ
と
は
、
自
己
を
世
界
に
投
じ
、
自
分
と

世
界
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
変
え
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
推
し
を
取
り
込
む
こ
と
は
自
分
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
だ
。

諦
め
て
手
放
し
た
何
か
、
普
段
は
生
活
の
た
め
に
や
り
す
ご

し
て
い
る
何
か
、
押
し
つ
ぶ
し
た
何
か
を
、
推
し
が
引
き
ず

り
出
す
。（
中
略
）あ
た
し
は
あ
た
し
自
身
の
存
在
を
感
じ
よ

う
と
し
た
（
注
５
）」

　

２
０
２
１
年
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
『
推
し
、
燃
ゆ
』
を

読
む
と
、
そ
ん
な
「
推
す
」
こ
と
の
力（
と
、
そ
の
危
険
性

ま
で
も
）を
感
じ
ら
れ
る
。
同
時
に
、
か
つ
て
ゲ
ー
ム
や
読

書
に
没
頭
し
て
い
た
日
々
を
思
い
出
す
。
誰
し
も
が
不
安
定

な
10
代
の
頃
の
私
も
、「
推
し
」
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
、

自
分
を
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
今
、
そ
の
恩
返
し
を
少
し
ず

つ
始
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

略
歴

１
９
９
２
年
生
ま
れ
。
東
京
都
出
身
。

東
京
の
ゲ
ー
ム
会
社
で
シ
ナ
リ
オ
ラ

イ
タ
ー
と
し
て
働
く
傍
ら
、
文
筆
家

と
し
て
活
動
。Y

ouT
ube

チ
ャ
ン

ネ
ル
「
ス
ケ
ザ
ネ
図
書
館
」
で
の
発

信
も
行
っ
て
い
る
。

著
作
に
『
本
棚
が
イ
ギ
リ
ス
の
麦
畑

に
思
え
た
と
き
』（
幻
冬
舎plus

）、

俵
万
智
の
全
歌
集
を
「
徹
底
的
に
読

む
」（『
短
歌
研
究
』２
０
２
１
年
６

月
号
）、「
純
喫
茶
で
名
文
を
」（
ポ

ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
ケ
ム
ー
ル
」）な
ど

が
あ
る
。

（
注
１
）�矢
代
幸
雄『
藝
術
の
パ
ト
ロ
ン
』

（
中
公
文
庫
、
２
０
１
９
年
）

（
注
２
）�小
林
秀
雄『
考
え
る
ヒ
ン
ト
２
』

（
文
春
文
庫
、
２
０
０
７
年
）

（
注
３
）�ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｄ
・
グ
ラ
ン
プ

『
名
画
の
経
済
学
』
や
海
野
弘

『
パ
ト
ロ
ン
物
語
』に
詳
し
い
。

（
注
４
）�横
川
良
明『
人
類
に
と
っ
て「
推

し
」
と
は
何
な
の
か
、
イ
ケ
メ

ン
俳
優
オ
タ
ク
の
僕
が
本
気
出

し
て
考
え
て
み
た
』（
サ
ン
マ
ー

ク
出
版
、
２
０
２
１
年
）

（
注
５
）�宇
佐
見
り
ん『
推
し
、燃
ゆ
』（
河

出
書
房
新
社
、
２
０
２
０
年
）

接
的
な
作
り
手

と
言
え
る
。
即

ち
、
芸
術
は

我
々
の
写
し
鏡

な
の
だ
。
歴
史

上
、
パ
ト
ロ
ン

や
メ
セ
ナ
活
動

と
い
っ
た
芸
術

の
支
援
が
、
芸

術
に
一
定
の
方

向
性
を
与
え
た

の
は
そ
の
傍
証

で
あ
る
（
注
３
）。

撮影：渡辺祐真三溪園
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