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上
野
キ
ャ
ン
パ
ス
、
音
楽
学
部
練
習
ホ
ー
ル
館

二
階
の
一
室
の
重
い
扉
を
開
け
る
と
、
そ
こ
に
は

思
わ
ず
目
を
見
張
る
光
景
が
現
れ
る
。
近
代
的
な

建
物
の
中
に
、
清
々
し
く
も
荘
重
な
能
舞
台
が
設

け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
舞
台
真
正
面
の
鏡
板
に
は

老
松
が
、
そ
の
右
手
の
板
に
は
若
竹
が
描
か
れ
、

左
手
か
ら
は
橋
掛
り
が
延
び
る
。
あ
く
ま
で
も
稽

古
用
の
舞
台
と
は
い
え
、
こ
こ
が
大
学
構
内
で
あ

る
こ
と
に
誰
も
が
驚
く
こ
と
だ
ろ
う
。

東
京
藝
大
に
お
け
る
邦
楽
教
育
は
、
一
八
七
九

（
明
治
十
二
）年
、
当
時
の
文
部
省
内
に
設
置
さ
れ

た
音
楽
取
調
掛
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
歴
史
を
も

つ
。藝
大
の
前
身
で
あ
る
東
京
音
楽
学
校
を
経
て
、

一
九
三
六（
昭
和
十
一
）年
に
邦
楽
科
が
誕
生（
能

楽
・
箏
曲
・
長
唄
）。
戦
後
、
新
制
大
学
に
移
行

し
、
音
楽
学
部
が
発
足
し
て
か
ら
も
、
日
本
の
芸

術
系
大
学
で
唯
一
の
邦
楽
科
と
し
て
伝
統
音
楽
の

教
育
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
能
楽
の
四
座
一

流（
観
世
・
金
春
・
宝
生
・
金
剛
・
喜
多
）の
中
で
、

藝
大
で
は
観
世
流
と
宝
生
流
の
専
攻
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
教
員
が
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
。
今
回

取
材
し
た
観
世
流
シ
テ
方
の
関
根
知
孝
教
授
は
藝

大
邦
楽
科
の
卒
業
生
で
も
あ
る
。
関
根
教
授
に
よ

れ
ば
、
能
楽
と
は
ま
ず
演
者
が
「
三
間
四
方
の
舞

台
と
い
う
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
の
空
気
を
、
曲
の
趣

に
染
め
て
い
く
」
の
が
基
本
だ
と
い
う
。

こ
の
日
は
、
普
段
着
物
・
袴
姿
の
仕
舞
で
「
春

日
龍
神
」と「
屋
島
」、能
装
束
を
ま
と
っ
た「
猩
々

（
し
ょ
う
じ
ょ
う
）」
の
授
業
風
景
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
。
関
根
教
授
は
見
台
に
向
か
い
、
張
扇
で

拍
子
を
と
り
な
が
ら
学
生
に
稽
古
を
つ
け
る
。
そ

し
て
、
拍
子
を
と
る
手
を
た
び
た
び
休
め
、
自
身

が
舞
台
に
あ
が
り
形
を
見
せ
る
の
だ
。「
能
楽
は
な

に
よ
り
も
重
心
が
大
事
で
す
。
肩
、
腰
、
股
関
節

藝
大
の
教
員
た
ち
が
、

日
々
の
研
究
や
レ
ッ
ス
ン
に
勤
し
む

「
研
究
室
」
の
な
か
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

な
か
な
か
見
る
機
会
の
な
い

部
屋
を
潜
入
ル
ポ
す
る
。

音楽学部邦楽科
能楽専攻
関根知孝教授

研
究
室
探
訪

第
三
回
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を
意
識
し
な
が
ら
、
し
か
も
形
を
崩
さ
ず
、
無
駄

な
力
を
抜
い
て
舞
う
こ
と
が
必
要
で
す
」。
体
の

軸
の
と
り
方
、
腹
の
す
え
方
、
足
の
運
び
方
な
ど

自
ら
手
本
を
示
す
と
と
も
に
、と
き
に
は
厳
し
く
、

と
き
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
比
喩
を
交
え
な
が
ら
学
生

を
導
い
て
い
く
。

「
謡
の
リ
ズ
ム
、
声
音
、
筋
の
理
解
が
重
要
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
き
れ
い

に
舞
う
の
が
う
ま
い
だ
け
で
は
形
に
な
ら
な
い
こ

と
を
肌
で
感
じ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」。

現
在
、
能
楽
専
攻
の
在
校
生
の
約
六
割
は
能
楽

師
の
家
庭
で
育
ち
、
残
り
の
四
割
は
一
般
の
家
庭

の
出
身
だ
と
い
う
。
小
野
里
泰
輝
さ
ん（
学
部
三

年
生
）は
、
父
親
が
能
楽
師
で
藝
大
邦
楽
科
の
卒

業
生
で
も
あ
る
。
六
歳
か
ら
父
親
や
別
の
能
楽
師

に
も
学
ん
で
い
る
が
、
関
根
教
授
の
指
導
は
よ
り

細
か
く
具
体
的
な
の
だ
そ
う
だ
。「
例
え
話
が
お
も

し
ろ
い
で
す
し
、
ど
の
レ
べ
ル
の
学
生
に
も
分
け

隔
て
な
く
、
根
気
よ
く
稽
古
を
つ
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
」。
馬
場
加
奈
子
さ
ん（
学
部
一
年
生
）

は
、他
大
学
で
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
学
び
、

日
本
の
伝
統
芸
能
・
音
楽
の
ル
ー
ツ
を
探
す
中
で

能
楽
と
出
合
っ
た
。「
関
根
先
生
の
指
導
は
わ
か
り

や
す
い
で
す
し
、
生
活
や
自
然
界
の
全
て
に
目
配

り
を
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
」。

能
楽
は
武
士
の
平
常
時
の
習
練
と
し
て
も
奨
励

さ
れ
た
ほ
ど
の
も
の
で
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に

も
厳
し
さ
が
要
求
さ
れ
る
。「
目
に
映
る
、
心
に
浮
か

ぶ
も
の
を
、
芸
に
取
り
入
れ
る
こ
と
」
は
関
根
教

授
に
と
っ
て
の
師
匠
家
に
あ
た
る
宗
家
、
先
々
代

二
十
四
世
観
世
左
近
の
言
葉
。「
行
住
坐
臥
」
の
言
葉

の
と
お
り
、
能
楽
は
普
段
の
立
ち
居
振
る
舞
い
が
そ

の
ま
ま
舞
台
に
出
て
く
る
と
い
う
が
、
そ
の
奥
深

い
世
界
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
授
業
風
景
だ
っ
た
。
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