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「
舞
台
美
術
家
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
仕
事
で
す

力
？
」と

聞
か
れ
て
も
、
べ
つ
に
ガ
ッ
ク
リ
は
し
な
い
。

世
間
の
人
々
に
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
職
業
と

は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

舞
台
で
、
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
仲
間
の
は
す

の
出
演
者
か
ら
、

「
大
変
な
お
仕
事
で
す
ね
。
舞
台
一
杯
の
、
あ
ん
な

大
き
な
絵
を
描
か
れ
る
な
ん
て
l

」

と
、
や
た
ら
に
感
心
さ
れ
た
り
、
労
を
ね
ぎ
ら
わ

れ
た
り
す
る
こ
と
が
、
よ
く
あ
る
の
だ
か
ら
。

「
い
え
、
あ
れ
は
で
す
ね
、
ぼ
く
が
描
く
訳
で
は
な

く
、
大
道
具
画
家
と
い
う
専
門
の
絵
描
き
さ
ん
が
、

描
い
て
く
れ
る
ん
で
す
。
」

畔
妹 嵐r

 
か
河

（舞台美術家）

わ
か
ら
な

随

見
な
け
れ
ば 想

な
が
ら
、

「
て
っ
き
り
、
あ
れ
を
描
い
て
お
ら
れ
る
も
の
と
思

っ
て
、
ず
っ
と
尊
敬
し
て
い
た
の
で
す
が

．． 
」

急
に
ぼ
く
の
株
は
下
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
嘘
を

つ
く
訳
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
し
か
た
が
な
い
。

舞
台
美
術
家
と
い
う
職
業
が
あ
る
こ
と
が
、
世
の

人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
っ
と
な
っ
た
と
い
う

感
が
あ
る
の
で
、
こ
ん
な
機
会
に
は
、
で
き
る
だ
け

面
倒
が
ら
ず
に
、
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

「
建
築
家
と
い
う
人
が
、
直
接
ビ
ル
や
家
を
建
て
る

工
事
を
し
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
設
計
図
が
な
い
と

建
築
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。

舞
台
の
う
え
に
建
て
ら
れ
る
舞
台
装
置
も
、
舞
台
美

術
家
が
描
く
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
初
め
て
製
作
さ

れ
る
訳
で
す
か
ら
」

そ
こ
で
や
や
株
価
か
も
ち
な
お
す
ら
し
い
。

「
と
い
う
と
、
設
計
図
を
描
く
と
か
？
」

「
も
ち
ろ
ん
。
寸
法
が
わ
か
ら
な
い
と
、
製
作
で
き
ま

せ
ん
か
ら
。
図
面
だ
け
で
は
な
く
、
色
を
塗
っ
た
絵

や
、
舞
台
の
各
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
ス
ケ
ッ

チ
な
ど
も
添
え
た
り
し
ま
す
。
そ
札
ぞ
れ
の
舞
台
美

術
家
に
よ
っ
て
、
少
し
方
法
が
違
っ
て
も
、
基
本
的

に
は
み
ん
な
そ
う
し
て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
画
だ
け

で
表
現
で
き
な
い
も
の
は
、
模
型
を
つ
く
っ
た
り
、

な
ん
と
か
し
て
f
こ
ち
ら
の
考
え
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

を
伝
え
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
手
法
を
工
夫
し
て
使

う
わ
け
で
す
。

さ
っ
き
建
築
家
と
似
て
い
る
と
い
い
ま
し
た
が
、

違
う
と
こ
ろ
は
、
製
作
を
し
て
く
れ
る
人
達
に
イ
メ

ー
ジ
も
つ
か
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
、
舞
台
装
置
を
作

建
築
工
事
と
違
っ
て
、
制
作
に
従
事
し
て
く
れ
る

人
達
に
も
、
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
創
造
に
参

加
し
て
も
ら
わ
な
い
と
、
い
い
舞
台
が
創
り
だ
せ
な

い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
図
面
だ
け
で
は
表
現
で
き

な
い
し
、
図
面
通
り
に
つ
く
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
は
、

十
分
で
は
な
い
訳
で
す
。

舞
台
は
舞
台
の
上
で
演
ず
る
人
達
の
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
だ
け
で
は
な
く
、
裏
の
人
達
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
も

作
品
の
成
果
を
左
右
す
る
大
事
な
要
素
で
す
か
ら
」

「
な
る
ほ
ど
、
や
っ
ば
り
大
変
な
お
仕
事
な
ん
で
す
ね

ぇ
」

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
か
大
事
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
か
、

聞
く
人
を
妙
に
感
心
さ
せ
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
、

別
に
舞
台
装
置
を
作
る
こ
と
に
か
き
ら
ず
、
ど
ん
な

分
野
の
仕
事
に
で
も
、
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
思
う

の
で
、
照
れ
て
し
ま
う
。

話
を
つ
づ
け
て
い
る
と
、
さ
ら
に
感
嘆
の
声
を
あ

け
ら
れ
る
の
は
、
次
の
あ
た
り
で
あ
る
。

「
舞
台
に
は
、
何
が
出
て
く
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、

日
頃
か
ら
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
心

か
け
、
百
科
辞
典
的
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が

望
ま
し
い
職
業
だ
と
い
え
ま
す
ね
」

百
科
辞
典
と
は
、
少
し
オ
ー
バ
ー
な
表
現
で
は
あ

る
の
だ
が
．
．
．
．
．
．
。
で
も
、
大
ボ
ラ
で
は
な
い
。

例
え
は
、
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
窓
は
ど
う
違
う

か
？
さ
ら
に
同
じ
ド
イ
ツ
の
な
か
で
も
、
地
方
に

よ
っ
て
ど
う
違
っ
か
？
な
ど
の
微
妙
な
こ
と
は
、

必
要
に
迫
ら
れ
慌
て
て
調
べ
よ
う
と
し
て
も
、
間
に

あ
わ
な
い
。
調
べ
に
出
掛
け
る
時
間
の
余
裕
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
遠
く
離
れ
た
土
地
へ
行
く
に
は
大
金
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が
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
気
楽
に
出
来
る
ほ
ど
、
舞

台
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
る
者
は
豊
か
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
も
し
海
外
に
出
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
で
も

あ
れ
ば
、
そ
の
機
会
と
期
間
を
、
徒
や
疎
か
に
は
過

ご
せ
な
い
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
日
本
の
国
内
で
ど
ん

な
に
本
で
調
べ
よ
う
と
し
て
も
、
不
可
能
な
こ
と
を

吸
収
し
、
少
し
で
も
百
科
辞
典
的
人
間
に
近
付
こ
う

と
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
興
味
を
持
ち
歩
き
ま
わ
る
。

そ
れ
は
観
光
旅
行
と
は
違
う
か
ら
、
実
に
シ
ン
ド
イ

旅
で
あ
る
の
だ
が
、
背
景
に
仕
事
か
ら
の
欲
求
が
あ

る
だ
け
に
、
充
実
感
が
そ
れ
を
支
え
て
く
れ
る
。

『
文
化
庁
派
遣
の
在
外
研
修
』
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行

か
せ
て
も
ら
っ
た
期
間
は
、
そ
の
充
実
感
に
満
ち
た

一
年
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

1
9
7
1
年
か
ら

7
2
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
か
ら
十
二
年

も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
実
に
幸
せ
で
あ
っ
た
。

文

化

庁

で

は

、

｀

「
研
修
地
を
一
応
三
箇
所
ぐ
ら
い
に
決
め
て
、
そ
こ
へ

行
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ぼ
く
は
、

「
舞
台
美
術
家
と
し
て
、
海
外
に
研
修
に
出
し
て
も
ら

え
る
の
な
ら
、
各
地
を
歩
き
、
実
際
に
こ
の
目
で
勉

強
し
て
く
る
こ
と
を
許
し
て
頂
き
た
い
。
飢
え
を
癒

す
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
食
べ
、
乾
き
を
癒
す
た
め
に
、

ひ
た
す
ら
水
を
飲
む
、
と
い
う
感
じ
の
旅
を
し
た
い

の
で
す
」

と
い
い
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
。

他
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
一
箇
所
に
定
住
し
て
研
修

を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
も
の
も
あ
る

と
思
う
が
、
舞
台
関
係
の
研
修
は
、
じ
っ
と
動
か
ず

に
一
箇
所
で
、
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
れ
ば
い
い
と
い
う

職
種
で
は
な
い
か
ら
だ
。

幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い

た
だ
け
、
出
発
に
際
し
、
文
化
庁
長
官
が
、

「
固
く
考
え
な
く
て
も
い
い
ん
だ
よ
。
あ
ま
り
各
自

が
勝
手
に
歩
か
れ
て
も
困
る
の
で
、
一
応
の
規
則
を

作
っ
て
あ
る
が
、
研
修
の
本
来
の
意
味
や
目
的
が
生

か
さ
れ
る
の
な
ら
、
む
し
ろ
大
い
に
歩
い
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
。
そ
の
ほ
う
が
、
国
の
出
す
金
も
生
き
る
と

い
う
も
ん
で
す
。
定
住
し
な
い
で
歩
き
回
る
に
は
、

金
が
足
り
な
い
か
も
し
ら
ん
が
」

と
、
い
っ
て
下
さ
っ
た
。

確
か
に
、
旅
を
し
移
動
す
る
と
、
出
費
が
多
く
、

キ
ッ
カ
ッ
タ
。
で
も
、
そ
の
辛
さ
を
上
回
る
多
く
の

収
穫
が
あ
っ
た
。

帰
国
後
十
年
を
と
っ
く
に
越
え
た
が
、
今
な
お
、

『
文
化
庁
在
外
研
修
』
の
と
き
の
旅
で
得
る
こ
と
が
で

き
た
知
識
が
、
生
か
さ
れ
る
機
会
が
多
く
、
そ
の
た

ぴ
に
感
謝
の
念
を
新
た
に
し
て
い
る
。

最
近
の
例
で
は
、
『
リ
リ
ー
・
マ
ル
レ
ー
ン
』
と
い

ぅ
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
都
市
が
、

二
十
場
面
も
出
て
く
る
舞
台
の
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し

た
時
な
ど
、
そ
の
感
を
強
く
し
た
。

登
場
す
る
主
役
の
、
ラ
ラ
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
い

う
人
物
は
、
実
在
の
人
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
実

際
に
点
々
と
し
て
い
る
。
舞
台
装
置
で
そ
れ
を
表
現

す
る
こ
と
が
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
を
表
す
の
に
、
各
国
各
地
の
窓
や
ド
ア

の
形
の
違
い
で
表
現
す
る
方
法
を
と
っ
た
。

お
か
げ
で
評
判
も
よ
く
、
任
を
果
た
せ
た
よ
う
だ

が
、
も
し
、
あ
の
一
年
間
歩
か
な
い
で
、
じ
っ
と
し

て
い
た
ら
、
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
ろ

う
と
思
う
。
ま
た
、
せ
っ
か
く
の
『
在
外
研
修
』
も

成
果
を
結
実
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
大
袈
裟
に
い

う
と
貴
重
な
国
家
予
算
の
無
駄
遣
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
も
思
っ
゜

『
文
化
庁
の
在
外
研
修
制
度
』
は
、
諸
外
国
で
も
感

心
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
文
化
行
政
の
一
っ
で
あ
り
、

我
が
国
が
自
慢
で
き
る
制
度
で
あ
る
。

ぼ
く
が
、
最
近
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
せ
っ
か
く
の
制
度
が
、
各
種
の
ジ
ャ
ン
ル
を

問
わ
ず
、
一
律
に
研
修
地
を
一
箇
所
に
固
定
さ
せ
、

ょ
動
か
れ
て
は
困
る
」

と
い
う
、
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
聞

い
た
こ
と
だ
。

『
移
動
を
禁
止
す
る
』
と
い
う
の
は
『
派
遣
員
の
実

態
掌
握
と
管
理
責
任
上
の
問
題
』
や
『
観
光
旅
行
と

誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
』
と
、
い
う
こ
と
な
ど
の

配
慮
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。

し
か
し
そ
れ
は
、
研
修
員
の
自
覚
に
強
く
訴
え
る

こ
と
で
、
防
げ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

ぽ
く
自
身
の
こ
と
で
考
え
て
み
る
と
『
在
外
研
修
』

の
お
か
げ
で
、
い
ま
の
仕
事
が
出
来
て
い
る
部
分
が
、

あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
、
運
用
の
面
で
も
、
こ
の
制

度
に
、
も
っ
と
新
し
い
生
命
を
吹
き
込
ん
で
欲
し
い

と
、
思
う
こ
と
切
で
あ
る
。

『
文
化
庁
の
在
外
研
修
』
で
、
“
各
国
を
歩
く
こ
と

の
効
用
”
に
疑
問
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
実
際
の
舞

台
を
見
て
頂
く
他
は
な
い
。

幸
い
『
リ
リ
ー
・
マ
ル
レ
ー
ン
』
が
再
演
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
三
月
か
ら
日
本
各
地
を
巡
演

し
、
東
京
へ
は
六
月
に
帰
っ
て
く
る
。
是
非
そ
れ
を

見
て
頂
き
た
い
と
思
う
。
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0
今
月
の
三
日
に
恒
例
の
秩
父
夜
祭
を
見

る
機
会
を
得
ま
し
た
。
埼
玉
県
西
部
の
秩

父
盆
地
に
三
百
年
来
伝
わ
る
お
祭
り
で
、

大
き
な
山
車
が
町
並
み
を
曳
き
廻
わ
さ
れ

る
の
が
呼
び
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〇
豪
華
に
飾
ら
れ
た
二
十
ト
ン
を
超
え
る

鉾
や
屋
台
が
木
の
車
輪
を
軋
ま
せ
て
古
い

町
家
や
パ
チ
ン
コ
屋
な
ど
の
軒
す
れ
す
れ

に
通
る
と
、
道
端
や
民
家
の
二
階
を
埋
め

尽
し
た
観
衆
か
ら
大
き
な
拍
手
が
わ
き
ま

し
た
。

〇
お
神
酒
を
頂
き
な
が
ら
地
元
の
古
老
か

ら
祭
り
の
保
存
す
る
苦
労
を
伺
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
人
々
の
熱
意
に

支
え
ら
れ
な
が
ら
、
土
地
の
生
活
に
深
く

根
ざ
し
た
笠
鉾
、
屋
台
は
京
都
祇
園
祭
の

山
鉾
や
飛
騨
高
山
祭
の
御
車
山
な
ど
と
共

に
国
の
重
要
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
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