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で
す
が
。

理
数
系
科
目
と
し
て
の
「
音
楽
」

ム
ー
シ
ケ
ー
が
ラ
テ
ン
語
の
ム
シ
カ

（m
usica

）
に
引
き
継
が
れ
た
際
、
そ
の

意
味
は
、
基
本
的
に
は
「
音
楽
」
と
訳
せ

る
も
の
の
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
は
ま
た
違

っ
た
方
向
に
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

一
つ
は
、
ム
シ
カ
が
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
大
学
で
学
ば
れ
た
標
準
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
で
あ
る
七
自
由
学
科
（septem

 artes 

liberales.

今
日
の
大
学
の
教
養
課
程
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
ー
ツ
の
語
源
）
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で

す
。
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
作
曲
や
演
奏

が
教
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
は
、
何
が
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
音
律
計
算
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
音
律
と
は
、
ド
レ
ミ

フ
ァ
…
…
の
各
音
の
高
さ
の
厳
密
な
決
め

行
為
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

当
初
は
「
コ
ロ
ス
」（
コ
ー
ラ
ス
の
語
源
）

と
い
う
集
団
の
行
う
「
コ
レ
イ
ア
」（
コ

レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
の
語
源
）
と
呼
ば
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
紀
元
前
五
世
紀
の
詩
人
ピ
ン

ダ
ロ
ス
に
お
い
て
初
め
て
、
諸
技
芸
の
女

神
群
ム
ー
サ
イ
に
因
み
、「
ム
ー
シ
ケ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
ム
ー
シ
ケ
ー
は
、
儀
式
的
活
動

か
ら
完
全
に
娯
楽
的
活
動
へ
と
変
容
し
て

い
く
う
ち
に
、
音
楽
や
文
芸
や
演
劇
や
舞

踊
に
分
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、

今
で
い
う
音
楽
が
「
ム
ー
シ
ケ
ー
」
の
名

を
引
き
継
い
だ
の
で
す
。
こ
の
頃
の
楽
譜

で
唯
一
完
全
な
も
の
と
し
て
、《
セ
イ
キ

ロ
ス
の
ス
コ
リ
オ
ン
》
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

今
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
、

墓
碑
銘
と
し
て
刻
ま
れ
た
歌
詞
や
文
字
譜

の
写
真
、
演
奏
を
簡
単
に
見
聞
き
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
ど
の
よ

う
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
か
は
想
像
ま
か
せ

「
音
楽
」
は
、
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
明
治
維
新
で
日
本
に
入
っ

て
き
た
英
語
のm

usic

（
独
語
で
あ
れ
ば

M
usik

）
の
訳
語
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

実
は
、
そ
れ
以
前
は
「
楽
」
の
一
文
字
で

今
い
う
音
楽
を
表
し
て
い
た
の
で
す
。

で
は
、m

usic

の
語
源
は
ど
う
か
。
そ

れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
ム
ー
シ
ケ
ー

（n
q
y
v
klh́

）」
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
で
も
、

少
な
く
と
も
初
期
の
ム
ー
シ
ケ
ー
は
、
決

し
て
「
音
楽
」
と
は
訳
せ
な
い
よ
う
な
表

現
行
為
で
し
た
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
音

楽
的
要
素
も
含
ん
で
い
ま
し
た
が
、
詩
や

演
劇
や
踊
り
の
要
素
も
含
ん
で
い
た
か
ら

で
す
。
さ
し
ず
め
、
総
合
芸
術
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

確
か
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ム
ー
シ
ケ
ー

は
近
代
の
オ
ペ
ラ
の
モ
デ
ル
に
も
な
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
要
素
を
総
合

し
た
と
い
う
よ
り
は
、
未
分
化
の
ま
ま
分

か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
儀
式
由
来
の
表
現

他
方
、
音
楽
そ
の
も
の
で
な
く
、「
音

楽
」
と
い
う
概
念
の
始
ま
り
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
い

つ
頃
か
ら
、
音
を
人
の
注
意
を
引
く
よ
う

人
為
的
に
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
を
、

「
音
楽
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
音
楽
そ
の
も

の
と
は
違
っ
て
、
文
字
で
書
か
れ
た
資
料

が
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
今
日
、
私
た
ち
日
本
人
の
い
う

ん
。例

え
ば
、
何
ら
か
の
呪
術
や
儀
式
に
お

い
て
、
ラ
ス
コ
ー
や
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
よ
う

な
壁
画
が
炎
に
照
ら
さ
れ
揺
れ
動
く
中
、

な
に
が
し
か
の
音
も
利
用
さ
れ
、
そ
れ
が

音
楽
の
起
源
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は

興
味
深
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
壁
画
と

違
っ
て
、
そ
の
時
の
音
は
も
う
何
万
年
も

前
に
消
え
去
っ
て
い
て
、
今
で
は
夢
想
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

音
楽
と
「
音
楽
」
の
始
ま
り

音
楽
の
始
ま
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
音
声
言
語
同
様
、
音

は
消
え
去
る
の
み
で
、
遺
物
と
し
て
残
り

ま
せ
ん
。
今
ま
で
音
楽
の
起
源
と
し
て
、

言
語
、
信
号
、
労
働
、
模
倣
、
求
愛
、
呪

術
等
い
ろ
ん
な
説
が
考
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、
直
接
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、 私
た
ち
が
毎
日
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
音
楽
。

人
類
は
い
つ
音
楽
と
出
会
い
、 そ
し
て
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
と
、 そ
こ
に
は
壮
大
な
ド
ラ
マ
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

音
楽
の
歴
史
と
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
沖
野
成
紀
さ
ん
に
綴
っ
て
も
ら
っ
た
。
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か
つ
て
音
楽
は
理
数
系
科
目
だ
っ
た

音
楽
は
宇
宙
と
つ
な
が
っ
て
い
る
⁉


