
心を豊かに満たす音楽
響きはつながり、羽ばたいてゆく

「中学器楽　音楽のおくりもの」は、教育基本法及び学校教育法の内容や、さまざまな教育課題に対応
すべく、「音楽を愛好する心情を育み、豊かな情操を養う教材と学習を設定する」

「学習の見通しがもて、学びを深める」「先生方と生徒の一人一人に寄り添って、ご授業を支える」。
これら三つの観点を基本方針として編修にあたりました。

１．編修の基本方針

音楽を愛好する心情を育み、
豊かな情操を養う教材と学習を設定しています。

音楽的な見方・考え方を働かせた学習と、楽器の音色や響きを生かした音楽文化と豊かに関
わって学ぶことができる内容にしました。

学習の見通しがもて、学びを深めます。

資質・能力を育むために精選された教材と、各楽器に適した学習の進め方を示すことで、主
体的・協働的な学びを深められるようにしました。

先生方と生徒の一人一人に寄り添って、ご授業を支えます。

さまざまなご授業の実態に応じてお使いいただけるよう、ユニバーサルデザインに配慮し、
学習内容をわかりやすい文言と美しいビジュアルで表現しました。

特色１

特色２

特色３

「学びのチカラで 人と社会を 未来へつなぐ」
自ら問い、考え続け、社会を創っていく子どもたちを育てたい。
そのような思いをこめて、私たちはこの教科書をつくりました。

編 修 趣 意 書
受理番号 学校 教科 種目 学年

105-100 中学校 音楽科 音楽（器楽合奏） 第１～３学年
発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

17 教出 器楽017-72 中学器楽　音楽のおくりもの

（教育基本法との対照表）
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福
ふく

原
はら

 徹
とおる

東
とう

音
おん

瀬
せ

川
がわ

靖
やす

代
よ

バーンスリーの演奏

石
いし

井
い

眞
ま

木
き

 作曲「モノプリズム」の演奏

深
ふか

海
み

さとみ

エイジ・オブ・インライトゥメント管
かん

弦
げん

楽団

大
おお

鼓
つづみ

（左） 望
もち

月
づき

太
た

左
さ

乃
の

小
こ

鼓
つづみ

（右） 望
もち

月
づき

実
み

加
か

子
こ

ボンゴ（右） 小
お

田
だ

もゆる
コンガ（中央） 伊

い
波
ば

 淑
よし

ティンバレス（左） 和
わ

田
だ

 崇
たかし

アパラチアン・
ダルシマーの演奏

世界にはいろいろな楽器があり、楽器の音
ね

色
いろ

（おんしょく）や響
ひび

きを生かした音楽文化があります。

基本的な演奏の仕方を身につけ、表現を工
く

夫
ふう

してみよう！

打楽器
▶p.102

リコーダー
▶p.8－

お囃
はや

子
し

▶p.75  ▶p.96

箏
そう

（こと）
▶p.40－

太
たい

鼓
こ

▶p.58－

三
しゃ

味
み

線
せん

▶p.48－

篠
しの

笛
ぶえ

▶p.22－

弾弾
ひひ

く楽器のく楽器の
仲間たち仲間たち

▶p.56

吹吹
ふふ

く楽器のく楽器の
仲間たち仲間たち

▶p.31

▶p.21

「ブランデンブルク「ブランデンブルク
   協奏曲 第4番」   協奏曲 第4番」

８種類のリコーダーによる合奏団 東
とう

京
きょう

ブロックフレーテ・アンサン
ブル：（左から）クライネソプラニーノ、ソプラニーノ、ソプラノ、アルト、
テノール、バス、グレートバス、コントラバス

▶ … は関連ページを示しています。LETʼS PLAY MUSIC!
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R7中音  教科書【 器楽 】p2（H2）〈検〉2024年1月28日 20：19：52 R7中音  教科書【 器楽 】p3（ 別丁 ）2024年1月28日 20：19：52

リコーダー  ▶p.8 篠笛  ▶p.22 尺八  ▶p.28

音の出る仕組みや
楽器のかまえ方

音色や旋律の
吹き方の特徴

自分が着目したこと

音の出る仕組みや楽器のかまえ方に着目して、音
ね

色
いろ

（おんしょく）や旋
せん

律
りつ

の吹き方の特徴、

自分が着目したことなどを比
ひ

較
かく

しながら整理してみよう。

表現の仕方を調べてみよう  PART-1
吹

ふ

く楽器の音の出し方から、楽器の特
とく

徴
ちょう

をみていこう。

リコーダー

リコーダー

篠
しの

笛
ぶえ

篠笛

尺
しゃく

八
はち

尺八

ブランデンブルク協奏曲第４番から 第１楽章 
長
なが

唄
うた

「越
えち

後
ご

獅
じ

子
し

」
尺八曲「鹿の遠

とお

音
ね

」

J. S. バッハ 作曲

九代 杵
きね

屋
や

六
ろく

左
ざ

衛
え

門
もん

 作曲

作曲者不
ふ

詳
しょう

それぞれの楽器の特徴を踏
ふ

まえて、共通点や相
そう

違
い

点について考えてみよう。
そして気がついたことを友達に 紹

しょう

介
かい

しよう。
話し合おう

聴聴
きき
いてみよういてみよう
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R7中音  教科書【 器楽 】p30　2023年3月14日 13：51：21

ギター  ▶p.32 箏  ▶p.40 三味線  ▶p.48

音の出る仕組みや
楽器のかまえ方

音色や
弾き方の特徴

自分が着目したこと

音の出る仕組みや楽器のかまえ方に着目して、音色や弾き方の特徴、

自分が着目したことなどを比
ひ

較
かく

しながら整理してみよう。

表現の仕方を調べてみよう  PART-2
弾く楽器の音の出し方から、楽器の特徴をみていこう。

ギター

ギター

箏
そう

（こと）

箏

三味線

三味線

アランブラ（アルハンブラ）の思い出
さくら変奏曲
長唄「勧進帳」から 寄せの合方

フランシスコ・タレガ 作曲

宮
みや

城
ぎ

道
みち

雄
お

 作曲

四世 杵屋六
ろく

三
さぶ

郎
ろう

 作曲

それぞれの楽器の特徴を踏
ふ

まえて、共通点や相
そう

違
い

点について考えてみよう。
そして気がついたことを友達に 紹

しょう

介
かい

しよう。
話し合おう

聴いてみよう聴いてみよう

55

三
味
線

R7 中音  教科書【器楽 】p55　2024 年 1 月 17 日 15：14：32

　街中や街角など公共の場所に設置された、誰
だれ

でも自由に弾
ひ
ける状態のピアノのことをストリー

ト・ピアノと呼んでいます。「音楽を通じて人と人
とのつながりを生み出す」という取り組みがきっ
かけで始まった活動です。
　そこでは、弾く人だけでなく通りがかった人も
ともに音楽を楽しむ、素

す
敵
てき
な空間が生まれてい

ます。

　このピアノは、宮城県七
しち
ヶ
が
浜
はま
町で東日本大

震
しん
災
さい
の被

ひ
害
がい
を受け、がれきの中から見つかり

ました。ピアノは修復され、「復興空港ピアノ」
として誰もが演奏できるよう空港に置かれる
ことがあります。� （2022年3月�撮

さつ
影
えい
）

ストリート・ピアノ

エコール・リラ　ストリートピアノ（ 兵
ひょう

庫
ご

県神
こう

戸
べ

市）

仙
せん

台
だい

空港 復興空港ピアノ（宮
みや

城
ぎ

県名
な

取
とり

市）

小
お

城
ぎ

駅（佐
さ

賀
が

県小城市）に
設置されたピアノ

とびら

音楽のチカラで
人と社会を未来へつなぐ

4

R7中音  教科書【 器楽 】p4　2023年3月21日 18：18：19

音楽を愛好する心情を育み、
豊かな情操を養う教材と学習の設定。

楽器の音色や響きを生かした音楽文化と豊かに関わる学び
p.2-3

p.4

特色１

本教科書で出会う和楽器の演奏に
関する写真を掲載。

リコーダーなど表現活動で扱う
楽器と、楽器の背景にある文化
や伝統を考えるページの写真を
掲載。

楽器のカテゴリーごとに、各楽
器の表現の仕方について、音楽
的な見方・考え方を働かせて整
理します。

楽器を通じた人と人とのつなが
りを生み出す取り組みを紹介。

音楽的な見方・考え方を働かせた学習を推進するページ

p.30 p.55

2



A 1

A 2

S 1

S 2

★ ★ ★

カノン１

ソプラノ・リコーダーとアルト・リコーダーは、それぞれ別々に演奏することも、一
いっ
緒
しょ
に合わせて演奏することもできます。

三つのグループに分かれ、初めのグループが23に来たら順番に加わります。何度も繰
く
り返して

演奏できますが、曲を終えるときは、初めのグループが合図をしてそれぞれ★で終わります。

曲想と音楽の構造との関わりを理解したり、他のパートと合わせて演奏する
技能を身につけたりしながら、表現を工

く
夫
ふう
しよう。

左手で吹
ふ

こう②

アルト

アルト

アルト

ソプラノ … 上の音
おん

符
ぷ

を吹く

ソプラノ

ソプラノ

アルト … 下の音符を吹く

曲の雰
ふん

囲
い

気
き

を感じ取りながら演奏しよう。

チャイニーズ・ダンス

左手の運指を身につけて表現しよう。

喜びの歌

曲想を感じ取って合わせて演奏しよう。

家路    p.12 – p.13のまとめの曲

アルト ソプラノ

12 13

リ
コ
ー
ダ
ー

R7 中音  教科書【器楽 】p12　2024 年 1 月 17 日 14：44：04 R7 中音  教科書【器楽 】p13　2024 年 1 月 17 日 14：44：04

左手 右手

…閉じる …開ける

●のあたりで塞ぎます

息下唇

姿勢とかまえ方 　背筋をまっすぐに伸
の
ばします。椅

い
子
す
に座

すわ
る場合は、背もたれに寄りか

かったり、前かがみになったりしないように注意しましょう。

左手の親指を左
の写真のように
するかまえ方も
あります。

左手は人さし指
の付け根と親指
で軽く挟

はさ
むよう

に持ちます。

篠笛：篠笛：福福
ふくふく
原原
はらはら
寛寛
かんかん
瑞瑞
すいすい

●吹いてみよう
　篠笛を吹くときのポイントは、 唇

くちびる
の〈形（引き方）〉

〈歌口に当てる強さ〉〈当てる角度〉の三つです。右の
運指を用いて実際に音を出しながら確

かく
認
にん
しましょう。

同じ運指でも、歌口を塞ぎ気味にする
と音の高さは下がり（❶）、歌口を開
け気味にすると上がります（❷）。

脇
わき
の下を少し開けて、軽く肘

ひじ
を上げる感じでかまえます。笛がほ

ぼ水平になるようにします。右手が下がりやすいので気をつけま
しょう。

歌口を唇で全部塞がないように。息
は笛の中に吹き込

こ
むのではなく、前に

向かって出すイメージです。

人さし指、中指、薬指の指のはらで
塞
ふさ
ぎます。

左手 小指は指のはら、人さし指と中指と
薬指は軽く伸ばした状態で塞ぎます。

右手

口は軽く結び、唇の両
りょう
端
たん
を少し

左右に引いてほほえむような感
じです。
写真のように歌口を下唇の中央
にしっかりと当て、「プー」という
つもりで息を出します。

❶❶ ❷❷

23

篠
笛

R7 中音  教科書【 器楽 】p23　2024 年 1 月 17 日 14：54：47

❶

❸ ❹

❷

三の糸

二の糸
一の糸

リラックスしたよい姿勢とかまえ方のコツ

ばちを持たないときに、左右のてのひらが向かい合うよ
うな形が理想です。

　主な調弦法である本
ほん

調
ちょう

子
し

、二
に

上
あが

り、三
さん

下
さが

りは、一の糸をロ音にすると次のようになります。  実音は1オクターヴ下

　三味線の調弦法は、基準となる音の高さが固定されていない
ので、他の楽器や声と合わせて演奏するときは、それらに応じた
音の高さにする必要があります。本調子の場合、次のように調弦
することがあります。

本調子 二上り 三下り

右手の肘
ひじ

が手首より
下がってしまうのは
よくありません。

　ばちの持ち方は鉛
えん

筆
ぴつ

を使って練習できます。リラックスした無理のない持ち方を確
かく

認
にん

しておきましょう。

調弦法

NO!

三
しゃ
味
み
線
せん
の音

ね
色
いろ
（おんしょく）と奏法との関わりを理解したり、

調
ちょう
弦
げん
や基本的な奏法を身につけたりしながら表現しよう。

50

R7 中音  教科書【 器楽 】p50〈こ〉2024 年 2 月 7 日 19：20：56

先生方と生徒の一人一人に寄り添って、ご授業を支えます。特色３

各楽器に適した学習の進め方で、主体的・協働的な学びに導く

学習内容を、美しいビジュアルとユニバーサルデザインに配慮した紙面で表現

p.12-13

学習の見通しがもて、学びを深めます。特色 2

簡潔な説明文、豊富な
写真、イラストを効果的
に用いています。

題材

活動のポイント

教材名

運指図

オプション教材まなびリンクで
模範演奏を視聴

本題材のまとめの曲

p.50p.23

SAMPL
E

SAMPL
E

SAMPL
E

SAMPLE

3



２．対照表

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

〈教材選定における配慮〉 〇幅広い知識と教養、豊かな情操を培えるように、我が国及び諸外国の音楽か
ら、さまざまな時代や曲種のものを選び、音楽のもつ多様なよさや面白さを
感じ取ることができるように配慮しました。（第１号）

・・全体

〈教材の配列と扱いにおける配慮〉 〇生徒一人一人がその能力を伸ばし創造性を培えるように、教材の配列や扱い
に配慮しました。（第２号） ・・全体

巻頭
「音楽のチカラで人と社会を未来へ
つなぐ」

〇大震災の被害から修復を経て復興を表すピアノを紹介することで、生命を尊
び環境の保全を意識する手立てとしました。（第４号） ・・p.4

〈演奏の仕方を身につけよう〉 〇身体的に無理なく健やかに楽器を演奏できるように配慮しました。（第１号） ・・p.8－63

〇演奏家からのメッセージを掲載し、個人の価値を尊重するとともに、職業と
しての音楽家を意識できるよう配慮しました。（第２号）

・・p.8、p.22、p.28、
p.32、p.40、p.48、
p.58

〇演奏家からのメッセージが、自他の敬愛を重んずるとともに、公共の精神に
基づいている点を重視しました。（第３号） ・・p.40

○我が国の自然や四季の美しさ、暮らしとの関わりを感じ取れる点を重視しま
した。（第４号、第５号）

・・p.18、p.25、 
p.44－45、p.53

○伝統的な和楽器の音色や響き、奏法や楽曲の特徴などを感じ取れるよう配慮
しました。（第５号）

・・p.22－29、 
p.40－63

〇我が国と西洋の楽器を比較し、音楽文化の共通性と固有性を考える手立てと
しました。（第５号） ・・p.30、p.55

〈合わせて演奏しよう〉 〇合わせて演奏する活動を通して、自他の敬愛と協力を重んずる点を重視しま
した。（第３号） ・・p.64－97

○美しい自然をイメージして演奏することで、環境の保全を意識する手立てと
しました。（第４号） ・・p.72－73

○大震災復興記念事業から生まれた作品を演奏することで、生命を尊び環境の
保全を意識する手立てとしました。（第４号） ・・p.90－91

〈名曲旋律集〉 ○幅広いジャンルの名曲を掲載し、音楽の多様性を感じ取れるようにしました。
（第１号） ・・p.98－101

〈資料〉 ○幅広い知識を身につけられるよう配慮しました。（第１号） ・・p.103－107

4



３．対照表の記載事項以外に特に意を用いた点や特色

専門家による校閲を受け、全ての人にとっての学びを保障する「ユニバーサルデザイン」の観点に立って編修しました。

人権教育への配慮
　人権を尊重し、あらゆる差別やジェンダーなどについても配慮しています。

人権教育・特別支援教育

　ESD・SDGsへ対応した教材を設定し、専門家による校閲を受け、関連する内容のマークで示しました。
　p.31「吹く楽器の仲間たち」では、世界の諸民族とクラシック音楽の楽器を示すことで、平等な世界の実現への意識づけが
図れます。p.56「弾く楽器の仲間たち」では、我が国と世界の楽器を示すことで、平等な世界の実現への意識づけが図れます。

ESD・SDGsへの取り組み

　知識・技能の習得と、思考力・判断力・表現力等の育成を図る〈演奏の仕方を身につけよう〉の部分では、学習評価をする
「まとめの曲」を〈合わせて演奏しよう〉の教材と入れ替えたり、〈合わせて演奏しよう〉の教材を組み合わせたりすることに
より、地域や学校ごとのカリキュラムへの対応が可能です。

今日的な教育課題（カリキュラム・マネジメント）への対応

カラーユニバーサルデザインへの配慮
　紙面全体、文字や図版については、色の組み合わせや濃淡の工夫、また罫線や記号・番号、文字の補助を施
すなど、色覚の多様性を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮しています。

ユニバーサルデザインフォントの使用
　紙面でもデジタル画面でも、見やすく、読みやすいユニバーサルデザインフォントを要所に使用しています。

コンピュータ（タブレット型等）の活用
　発達段階に応じて、コンピュータ（タブレット型等）を効果的に活用できる学習活動を設定しています。

デジタル教科書・教材の発行
　教科書と同内容の学習者用デジタル教科書や、動画や音声などを追加した学習者用デジタル教材及び、指導者用デジタル教
科書（教材）を発行します。

　紙面上の二次元コードを通じた、良質なデジタルコンテンツ（動画、音声、参考資料）の活用により、学習への意欲を高め、
学びを活性化し、確かなものにすることができます。

まなびリンク

見る（動画） 聴く（音声） 知る（資料）

教科書の紙面では、二次元コード中央のピクトグラム「見る」「聴く」「知る」が目印です。
※インターネット環境によって、ご家庭など校外からもアクセスが可能です。

ICTを活用した個別最適な学習への配慮
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箏に対して
斜
なな
め左向きに。

� 生田流箏：石
いし
本
もと
かおり

角
かく

爪
づめ

（生
いく

田
た

流
りゅう

）

箏に対して
正面を向いて。

� 山田流箏：萩
はぎ
岡
おか
由
ゆう
子
こ

丸
まる

爪
づめ

（山
やま

田
だ

流
りゅう

）

右肩
かた
が竜

りゅう
角
かく
の延長線上にくる位置を目安にして座

すわ
ります。

　爪
つめ
で上から押

お
さえるように弾

ひ
きます。弾く位置は竜角から２～３cm離

はな
れたところです。弾いた後は次の弦

げん
に当てて

止め、跳
は
ね上げないようにします。

　手首を安定させるために、薬指を親指で弾く弦の３～４本先の弦にかけます。

薬指は竜角のすぐ内側。小指は竜角のすぐ外側。 薬指は竜角の上。

※4小節めの三の弦を弾いた後は、すぐ5小節めの十の弦に移動して弾きます。

� ※弾く弦は着色してあります。

箏
そう
（こと）の音

ね
色
いろ
（おんしょく）と奏法との関わりを理解したり、

調
ちょう
弦
げん
や基本的な奏法を身につけたりしながら表現しよう。

姿勢とかまえ方

親指による基本的な奏法

角爪
（生田流）

丸爪
（山田流）

平
ひら
調
ぢょう
子
し
（一の弦をホ

●

音で）

「練習曲１」の二分音
おん

符
ぷ

を弾いた後は爪を次に弾く弦に当てて止め、
その弦を弾くまで爪を弦から離さないようにするといいよ。

練習曲１

練習曲１

練習曲2

練習曲２

音の長さの表し方
弦名のみ→四分音符�
弦名の後に　印→１

いっ
拍
ぱく
のばす�

弦名の下に　印→八分音符

〈爪〉〈姿勢とかまえ方〉〈親指による基本的な奏法〉を身につけて表現しよう。

平調子の響
ひび

きを感じ取りながら表現しよう。

を合わせて弾いてみよう。    p.42 – p.43のまとめの曲練習曲１ 練習曲２

42 43

箏
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１．編修上特に意を用いた点や特色

音楽を愛好する心情を育み、
豊かな情操を養う教材と学習を設定しています。

音楽的な見方・考え方を働かせた学習に導く紙面構成

特色１

p.42-43

楽器の名手からの
メッセージ

〈音楽的な見方・
考え方のヒント〉

題材
〈育成を目指す
資質・能力〉

〈音楽的な見方・考え方のヒント〉

本題材のまとめ
〈学習評価をす
る教材〉

活動のポイント

運指が共通の音の例

この小さな８は、実際の音（実音）が１オクターヴ高いことを表します。

ソプラノ

アルト

運
指
が
共
通
の
音

頭
部
管

中
部
管

足
部
管

ジョイント

 0 裏穴
（サムホール）

ジョイント

ウィンドウ

吹き口

エ
ッ
ジ

指
穴（
ト
ー
ン
ホ
ー
ル
）

1

2

3

4

5

6

7

リコーダー リコーダーは息を使って音を出しますが、
歌に似ていて感情や意図を伝えやすい
楽器といえるかもしれません。
私は中学生の頃

ころ

にリコーダー合奏の奥
おく

深さに気づき、フランスでルネサンスや
バロック時代の合奏を学びました。
演奏者同士が息づかいを合わせて、美し
い音色で生き生きとした表現ができた時
の喜びは、本当に感動的です。皆

みな

さんも
ぜひこの感動を味わってみてください。

安
あん

藤
どう

由
ゆ

香
か

　

表現を求めて

ソプラノ・リコーダー アルト・リコーダー

　ソプラノ・リコーダーとアルト・リコーダーは管の長さや太さが異なり、
同じ運指でも音が異なります。次に示した運指で音を出し、どのような
関係になっているか確かめましょう。

●吹
ふ

いてみよう 各部の名
めい

称
しょう

●リコーダーと同じ発音原理の「ふえ」は古代
より世界各地に分布しています。

●ヨーロッパでは15世紀から18世紀前半
（ルネサンスからバロック）に、宮

きゅう

廷
てい

や教
会において、独奏や合奏で使用されるよう
になりました。

●20世紀に入るとリコーダーの特性が見直さ
れ、現在では音楽の多様化とあわせてさま
ざまなジャンルで活

かつ

躍
やく

しています。
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8

左足の太もも、右足の付け根
付近、胸、右肘

ひじ
の内側（少し手

首寄り）にギターが触
ふ
れます。

これらの部分でバランスよく支
えると、左手は弦

げん
を押

お
さえるこ

とに集中できます。

姿勢とかまえ方 　よけいな力を抜
ぬ
き、最低限の力で楽器を支えましょう。

ヘッドの位置は
目の高さくらいに

背筋を伸
の

ばす
右腕
うで

はふわりと
ギターに触

さわ

る

ギター：村治佳織

肩
かた

には力を
入れない

音楽は本当にいろいろなこと
を表現できます。言葉にでき
ない何かを感じ取ることがで
きたり、言葉で表すのとは違

ちが

う自分自身を表現できたりもし
ます。そういうことを楽しめると人
生が豊かになるのではないでしょう
か。私はギターの演奏を通じてお伝
えできたらと思っています。

村
むら

治
じ

佳
か

織
おり

　

伝えたいこと

ギター

●ギターの祖先と考えられる楽器は13
世紀頃

ごろ

まで 遡
さかのぼ

ります。現在のギ
ター（クラシック・ギター）は19世紀
にスペインで改良されたものです。

●クラシック・ギターは20世紀に入る
と、独奏楽器として確立されまし
た。一方、エレクトリック・ギターな
ど、さまざまなタイプのギターが開発
されました。
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32

竜
りゅう
尾
び

柱
じ

竜
りゅう
甲
こう

竜
りゅう
頭
とう

竜
りゅう
角
かく

糸（または弦）

足（猫
ねこ
足
あし
）

磯
いそ

竜
頭

演奏者

低い音

高い音
為
い
巾
きん

斗
と

十

一三 二

各部の名称

弦は、竜頭を右にして座
すわ
った

向こう側から、一、二、三、
四、五、六、七、八、九、十、
斗
と
、為

い
、巾

きん
と呼びます。

弦の数は13本です。

弦
げん

名
めい

私の箏のお稽
けい

古
こ

では技術を磨
みが

くだけ
ではなく、礼

れい

儀
ぎ

と人間性も大事にして
います。例えば、お稽古や演奏の始ま
りと終わりにするお辞儀は「聴

き

いてく
ださい」という気持ちと、「聴いていた
だきありがとうございました」という気
持ちを表しています。
頭と体を使って技術を磨き、心をこめ
て、豊かな人間性で演奏ができるよう
に、基本の練習に取り組みましょう。

深
ふか

海
み

 さとみ　

心をこめて

箏
そう

（こと）

●箏は奈
な

良
ら

時代に雅
が

楽
がく

の楽
器として、唐

とう

（今の中国）
から伝来。雅楽では楽

がく

箏
そう

と
呼ばれています。

●箏全体を 竜
りゅう

の姿にたと
え、各部には竜

りゅう

頭
とう

や竜
りゅう

尾
び

といった名
めい

称
しょう

がつけられ
ています。

40
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二の糸
いと
巻
まき

三の糸巻
一の糸巻

三
しゃ

味
み

線
せん

左手の指で糸を押
お

さえ、右手に持っ
たばちで弾く…この動きの連続が、心
に響く音と、迫

はく

力
りょく

のある旋律をつむ
ぎ出します。三味線の音

ね

色
いろ

（おんしょ
く）には、ひとばちごとに深い味わい

があり、魅
み

力
りょく

があ
ふれています。皆

みな

さんが三味線の魅
力を実感できること
を願っています。
東
とう

音
おん

瀬
せ

川
がわ

靖
やす

代
よ

　

心に響
ひび

く音

姿勢とかまえ方

正座をする場合も椅
い

子
す

に座る場合も、ともに両膝
ひざ

を握
にぎ

り 拳
こぶし

一つ分くらい開き、体全体をリラックスさせて座りましょう。

●膝ゴムを右太もも（右足の付け根と膝
ひざ

頭
がしら

の中間）に置き、その上に三味線の胴
どう

をのせます。
  【ポイント】右太ももを縦割りに見たときの外側に胴をのせるようにしましょう。
●胴は自分の体の方に少し 傾

かたむ
け、ばちを持った右腕

うで
を胴の角にのせます。

  【ポイント】胴の二つの角を、膝ゴムを置いた右太ももとばちを持った右腕で支えましょう。
●棹は二の糸巻の先

せん
端
たん

が頬
ほお

から耳の高さになるようにかまえます。

●三味線は旋
せん

律
りつ

を演奏するとともにリズム楽器として
の役割も果たす、豊かな表現力をもった楽器です。

●三味線を主とする音楽を三味線音楽と呼びます。三
味線音楽には、箏

そう

曲
きょく

と結びついた地
じ

歌
うた

、文
ぶん

楽
らく

と
結びついた義

ぎ

太
だ

夫
ゆう

節
ぶし

、歌
か

舞
ぶ

伎
き

と結びついた長
なが

唄
うた

、
庶
しょ

民
みん

の生活と結びついた端
は

唄
うた

などがあります。
●棹
さお

の太さによって太
ふと

棹
ざお

、中
ちゅう

棹
ざお

、細
ほそ

棹
ざお

に大別され、
それぞれ使用するばちや駒

こま

、糸、弾
ひ

き方が異なります。
●三味線は民

みん

謡
よう

や郷土芸能にも用いられます。

三味線：東
とう

音
おん

味
あじ

見
み

 優
ゆう
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48

太
たい

 鼓
こ

●古
こ

墳
ふん

時代（６世紀前半）の遺
い

跡
せき

から太鼓の埴
はに

輪
わ

が見つかるなど、太鼓は非常に古く
から使われています。

●日本の太鼓は合図や時報、祈
いの

りや祭り、芸能の場などで用いられてきました。現在
も伝統行事の中では、伝統的な奏法と様式を守って演奏されています。大人数で
太鼓の合奏をする形態は、1950年代に地域の伝統芸能をもとに創作されました。

左：小
こ

倉
くら

祇
ぎ

園
おん

太
だい

鼓
こ

 
（小倉祇園 祭

まつり
、福

ふく
岡
おか

県）

右： 綴
つづれ

子
こ

大太鼓 
（綴子神社例

れい
大
たい

祭
さい

、秋
あき

田
た

県）

オーケストラ：シンフォニア・ヴァルソヴィア　指揮：井
いの

上
うえ

道
みち

義
よし

（「モノプリズム」）、ロバート・トレヴィーノ（「飛天遊」）
石
いし

井
い

真
ま

木
き

 作曲「モノプリズム」 松
まつ

下
した

 功
いさお

 作曲「飛
ひ

天
てん

遊
ゆう

」

祭りでの太鼓演奏の例

現代曲の演奏の例

宮
みや

古
こ

平
ひら

塚
つか

古墳（奈
な

良
ら

県）で発
はっ

掘
くつ

された太鼓
の埴輪（全長28cm）

日本の太鼓は大地や自然の音、人の心や
宇宙の広がりまでを表現できる楽器です。
心と体を音とリズムで元気づけ、伝統的な
曲から現代的な曲まで、さまざまな演奏表
現が可能です。心を開き全身を使って、豊
かな響きを打ち鳴らしてみましょう。

林
はやし

 英
えい

哲
てつ

　

広がる響
ひび

き
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58

十一本

八本
七本
六本

三本

一本

手孔（指孔）

左手 右手

…閉じる …開ける

●のあたりで塞ぎます

息下唇

手孔が六つの篠笛もあります。

左手

右手
歌
うた
口
ぐち

手
て
孔
あな
（指

ゆび
孔
あな
）

管
かん
尻
じり

頭

中指
人さし指

薬指

小指薬指中指人さし指

姿勢とかまえ方

各部の名
めい

称
しょう

　背筋をまっすぐに伸
の
ばします。椅

い
子
す
に座

すわ
る場合は、背もたれに寄りか

かったり、前かがみになったりしないように注意しましょう。

左手の親指を左
の写真のように
するかまえ方も
あります。

左手は人さし指
の付け根と親指
で軽く挟

はさ
むよう

に持ちます。

篠笛：篠笛：福福
ふくふく
原原
はらはら
寛寛
かんかん
瑞瑞
すいすい

●吹いてみよう
　篠笛を吹くときのポイントは、 唇

くちびる
の〈形（引き方）〉

〈歌口に当てる強さ〉〈当てる角度〉の三つです。右の
運指を用いて実際に音を出しながら確

かく
認
にん
しましょう。

同じ運指でも、歌口を塞ぎ気味にする
と音の高さは下がり（❶）、歌口を開
け気味にすると上がります（❷）。

脇
わき
の下を少し開けて、軽く肘

ひじ
を上げる感じでかまえます。笛がほ

ぼ水平になるようにします。右手が下がりやすいので気をつけま
しょう。

歌口を唇で全部塞がないように。息
は笛の中に吹き込

こ
むのではなく、前に

向かって出すイメージです。

人さし指、中指、薬指の指のはらで
塞
ふさ
ぎます。

左手 小指は指のはら、人さし指と中指と
薬指は軽く伸ばした状態で塞ぎます。

右手

　右上は、古くから民俗芸能（祭囃子など）に用いられ
てきたもの、右下は三

しゃ
味
み
線
せん
などの楽器と合わせるのに

適した手孔（指孔）が開けられたものです。二つの篠笛
の手孔（指孔）の形と位置に着目してみましょう。

　最も長い笛から順に一本調子（または一本）、二本
調子…十二本調子と呼び、普通は三本調子〜十一本
調子あたりを使い分けます。

●手
て

孔
あな

（指
ゆび

孔
あな

）について

●いろいろな調子の篠笛

口は軽く結び、唇の両
りょう
端
たん
を少し

左右に引いてほほえむような感
じです。
写真のように歌口を下唇の中央
にしっかりと当て、「プー」という
つもりで息を出します。

篠
しの

 笛
ぶえ

篠笛はとてもシンプルなつくりの楽
器で、それが奏法や音

ね

色
いろ

（おんしょ
く）の特

とく

徴
ちょう

を生み出します。最初
は音を出しにくいかも知れません。
でも、あせらずに笛に寄り添

そ

うよう
な気持ちで練習をすれば、きっと応
えてくれます。そして、歌を歌うよう
に吹

ふ

きましょう。笛が皆
みな

さんの友達
になりますように！

� 福
ふく

原
はら

� 徹
とおる

　

歌うように

当社二次元
コード入る

当社二次元
コード入る

❶❶ ❷❷

●篠笛は日本の民
みん

俗
ぞく

芸能とともに誕生し発展
してきたと考えられ、祭

まつり

囃
ばや

子
し

や神
かぐら

楽、長
なが

唄
うた

囃子などに欠くことのできない楽器です。
●篠笛にはいろいろな長さがあり、長いとより
低い、短いとより高い音が出ます。

●篠笛という呼び方は「篠
しの

竹
だけ

という竹を切り
取って作る」ということに由来します。
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22 23

篠
笛

一尺八寸

表 裏

中
なか

継
つ

ぎ

五
ご

孔
こう

（裏
うら

孔
あな

）

管
かん

尻
じり

歌
うた

口
ぐち

四
よん

孔
こう

二
に

孔
こう

一
いち

孔
こう

三
さん

孔
こう

一孔
二孔
三孔

五孔

四孔

音の高さは標準管（一尺八寸管）の場合    ●…閉じる    ○…開ける

乙音域 甲音域

尺
しゃく

 八
はち

当社二次元
コード入る

尺 八：石
いし

垣
がき

征
せい

山
ざん

歌口の先
せん

端
たん

は薄
うす

くて壊
こわ

れや
すいので注意して 扱

あつか
います。

　 唇
くちびる

を軽く閉じ、上唇と下唇の合わ
せ目に歌口の先端を合わせます。

　管尻を下げ、歌口の先端が唇から少
し離

はな
れたあたりがよい角度になります。

息を出して音が鳴って
いるときの唇の状態。
唇は横に強く引いたり
しないようにします。

尺八はタンギングをしないで吹きます。同じ音が連続する※の場合は、四孔をすばやく開閉してくぎります。

❶鼻と口の両方から息を十分に吸い唇を閉じます。
❷四孔と五孔を塞いだ運指で、歌口を当てて息を出し

ます。
❸歌口に当たる息のコントロールや角度を工

く
夫
ふう

して、
尺八がよく鳴るポイントを探してみましょう。

　乙
おつ

音
おん

域
いき

と甲
かん

音域の運指は
基本的に同じです。乙音域は
安定した流れの息をそっと入
れる感じで、甲音域は息のス
ピードを速めて鳴らします。

音の高さは標準管（一尺八寸管）の場合

私は尺八を練習するときに、よけい
な力が体のどこかに入っていないか
注意しています。自分の体と尺八が
一つにつながったような感覚になると
きが一番よい音が出るからです。もち
ろん完全に脱

だつ

力
りょく

してしまうと吹
ふ

けま
せんが、私はふだんから、徹

てっ

底
てい

して
体が力まないようにしています。
� 善

ぜん

養
よう

寺
じ

惠
けい

介
すけ

楽器との一体感

　背筋をまっすぐに伸
の

ばして両脇
わき

を軽く
閉じ、肩

かた
に力が入らないようにしてかま

えます。写真のように左手を上にして持
つ場合、まず右手の中指と親指で一孔と
二孔の間を挟

はさ
んで尺八を支えます。

　指
ゆび

孔
あな

は右手の薬指で一孔、人さし指で
二孔、左手の薬指で三孔、人さし指で四
孔、親指で五孔を塞

ふさ
ぎます。左手の中指

は三孔と四孔の間に置きます。

右手を上、左手を下にしても
かまいません。

姿勢とかまえ方

運指

音の出し方

各部の名
めい

称
しょう

尺八の音
ね
色
いろ
（おんしょく）と奏法との関わりを理解したり、

基本的な奏法を身につけたりしながら表現しよう。

唱
しょう
歌
が
について▶p.27

いろいろな
長さの尺八

●尺八は竹で作られ、最もよく使われる長さが一尺八寸（約54cm）
であったことから、尺八と呼ばれるようになりました。

●独奏の他、箏
そう

（こと）や三
しゃ

味
み

線
せん

との合奏、民
みん

謡
よう

の伴
ばん

奏
そう

楽器としても
活
かつ

躍
やく

します。

尺八の音色を聴
き

き取り、運指を身につけて演奏しよう。

もういいかい

R7 中音  教科書【器楽 】p28　2023 年 3 月 14 日 14：01：26 R7 中音  教科書【器楽 】p29　2023 年 3 月 14 日 14：01：26

28 29

尺
八

p.32 ギター
「伝えたいこと」

p.8 リコーダー
「表現を求めて」

p.22 篠笛
「歌うように」

p.28 尺八
「楽器との一体感」

p.40 箏
「心をこめて」　

p.48 三味線
「心に響く音」

p.58 太鼓
「広がる響き」

編 修 趣 意 書
（学習指導要領との対照表）

受理番号 学校 教科 種目 学年

105-100 中学校 音楽科 音楽（器楽合奏） 第１～３学年
発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

17 教出 器楽017-72 中学器楽　音楽のおくりもの
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特色 2
学習指導要領に示された知識や技能を確実に習得できる構成や配列

学習の見通しがもて、学びを深めます。

＊

＊

　タンギングとは、息を舌で止めたり（図A）、出したり（図B）する基本的な奏法です。適切なタンギングを用
いると、生き生きとした表現が可能になります。
　リコーダーのタンギングは、“ t

トゥ

u” や “d
ドゥ

u”といった発音を使います。図Cのように、音域や音のイメージに
よって使い分けるとよいでしょう。

表現の目的によっ
て、低音域の発音
を中音域に用いる
こともあります。

図A 図B 図C
t

ト

o t
トゥ

u t
ティ

i

d
ド

o d
ドゥ

u d
ディ

i

r
ロ

o r
ルー

u r
リー

i

低音域 中音域 高音域

� かたい

�やわらかい

パターン 1

パターン2

タンギング

一つの音で吹
ふ

いてみよう 左手で吹こう①

ソプラノ

ソプラノアルト

アルト

＊ 「しりとり歌」は、各小節の最後の音と次の小節の最初の音が同じで、しりとりのようにつながっています。

リコーダーの音
ね
色
いろ
（おんしょく）と奏法との関わりを理解したり、

タンギングや左手を使った基本的な奏法を身につけたりしながら表現しよう。

　ソプラノ・リコーダーで演奏する場合は、　　　　　  の音で吹いてみよう。

タンギングに注意して、  ＝69から   ＝92ぐらいまでのさまざまな速度で演奏しよう。

リズム d
デ

e ゴー

「リズム de ゴー」を音を変えて演奏を楽しもう。

の音で吹いてみよう。アルト

の音で吹いてみよう。ソプラノ

の音で吹いてみよう。アルト の音で吹いてみよう。ソプラノ

三つの音で左手の運指を身につけよう。

しりとり歌    p.10 – p.11 のまとめの曲

… フレーズ（▶p.15）のくぎりやブレスをする位置を示します。

運指
アルト

運指
ソプラノ

アルト

ソプラノ

10 11

リ
コ
ー
ダ
ー

R7 中音  教科書【器楽 】p10　2024 年 1 月 17 日 14：44：04 R7 中音  教科書【器楽 】p11　2024 年 1 月 17 日 14：44：04

リコーダー（アルトの場合）

A 1

A 2

S 1

S 2

★ ★ ★

カノン１

ソプラノ・リコーダーとアルト・リコーダーは、それぞれ別々に演奏することも、一
いっ
緒
しょ
に合わせて演奏することもできます。

三つのグループに分かれ、初めのグループが23に来たら順番に加わります。何度も繰
く
り返して

演奏できますが、曲を終えるときは、初めのグループが合図をしてそれぞれ★で終わります。

曲想と音楽の構造との関わりを理解したり、他のパートと合わせて演奏する
技能を身につけたりしながら、表現を工

く
夫
ふう
しよう。

左手で吹
ふ

こう②

アルト

アルト

アルト

ソプラノ … 上の音
おん

符
ぷ

を吹く

ソプラノ

ソプラノ

アルト … 下の音符を吹く

曲の雰
ふん

囲
い

気
き

を感じ取りながら演奏しよう。

チャイニーズ・ダンス

左手の運指を身につけて表現しよう。

喜びの歌

曲想を感じ取って合わせて演奏しよう。

家路    p.12 – p.13のまとめの曲

アルト ソプラノ

12 13

リ
コ
ー
ダ
ー

R7 中音  教科書【器楽 】p12　2024 年 1 月 17 日 14：44：04 R7 中音  教科書【器楽 】p13　2024 年 1 月 17 日 14：44：04

＊

A 1

A 2

＊
右手の動きに注意。

＊
右手の動きに注意。

右手を使う低い音を吹
ふ
くときは、息の出し方（スピード）を緩

ゆる
やかにします。

� を練習して低い音に慣れたら「うみ」「アメージング・グレイス」「凱
がい
旋
せん
の行進曲」を吹いてみましょう。

「ソナタ�K.331」へ進むときは も練習します。 は右手の動き（＊の部分）に注意しましょう。

リコーダーの音
ね
色
いろ
（おんしょく）と奏法との関わりを理解したり、

右手で低い音を表現する奏法を身につけたりしながら表現しよう。

右手を加えてみよう アルト

フレーズ
について

アルト

アルト

アルト

アルト

　ソプラノ・リコーダーで演奏する場合は、 p.100（名曲旋律集のページ）を見てください。ソプラノ

練習２練習1

練習1

練習2 練習2

息の出し方を工
く

夫
ふう

して表現しよう。

うみ練習1

拍
はく

やフレーズを感じ取って、息の出し方を工夫して表現しよう。

アメージング・グレイス練習1

低い音を表現する奏法を身につけよう。

凱旋の行進曲練習1

フレーズを感じ取って、ブレスの位置を工夫して表現しよう。

ソナタ Ｋ.３３１練習2

   p.14 – p.15のまとめの曲❶

   p.14 – p.15のまとめの曲❷

①

②

　旋律のまとまりのことをフレーズと
いいます。例えば　と　のように、
ブレスの位置を工夫してフレーズを
変えると、曲の印象も変わります。

②①

まとめの曲❶と❷は、どちらかを選んで演奏してみましょう。

アルト

R7 中音  教科書【器楽 】p14　2023 年 3 月 15 日 14：24：08 R7 中音  教科書【器楽 】p15　2023 年 3 月 15 日 14：24：08

14 15

リ
コ
ー
ダ
ー

★ ★ ★

　サミングは、裏穴を塞
ふさ
いだ状態からする①の場合は🅐🅐の方法を、親指が裏穴から離

はな
れた位置からする②の

場合は🅑🅑の方法を用いるなど、使い分けが可能です。

親指を少しずらす方法 爪を立てる方法

　おなかが膨
ふく
らむぐらいまで吸い込

こ
んだ

息は、みぞおちのあたりでしっかりと支え、
最後までむらなく吐

は
き出せるようにしましょ

う。この呼吸法を腹式呼吸といいます。
　ソプラノ・リコーダーでは１オクターヴ上の音で練習してみよう。

カノン２優
やさ

しき流れ

曲想と音楽の構造との関わりを理解したり、サミングや息のコントロールなどの技能を
身につけたりしながら、曲にふさわしい表現を工

く
夫
ふう
しよう。

サミング アルト

アルト

アルト

ソプラノ

ソプラノ

アルトソプラノ

息のコントロールについて 息を吐き出すときは、
一定の量を一か所に

� 集めるように意識します。

🅐🅐 🅑🅑　サミングとは、親指で裏穴（サムホール）の開きぐあい
を操作することです（数字は 、記号は で表します）。 
サミングには🅐🅐と🅑🅑のように二つの方法があります。
🅐🅐は親指を少しずらす方法、🅑🅑は爪

つめ
を立てる（第一関節

を曲げる）方法で、サミングを必要とする音と、その前の
音との関係によって使い分けてもよいでしょう。隙

すき
間
ま

の開
き方によって音程や音

ね
色
いろ

（おんしょく）が変化するので、
自分の音をよく聴

き
いて、親指の操作を調節しましょう。

サムのひとりごと

曲想を感じ取って表現を工夫しよう。

誰
だれ

も知らない私の悩
なや

み    p.16 – p.17のまとめの曲�❶

曲想を感じ取って表現を工夫しよう。

レヴェル・プレイン    p.16 – p.17のまとめの曲�❷

� まとめの曲❶と❷は、どちらかを選んで演奏してみましょう。
まとめの曲❷と入れ替えが可能な曲▶p.64「もみじ」（AA）、p.65「故

ふる

郷
さと

」（AA）

サミングを身につけて、曲の雰
ふん

囲
い

気
き

を感じ取って演奏しよう。

まとめの曲❶と入れ替
か

えが可能な曲▶p.66「故
こ

郷
きょう

の人
ひと

々
びと

」（SS）

16 17

リ
コ
ー
ダ
ー

R7 中音  教科書【器楽 】p16　2024 年 1 月 17 日 14：44：04 R7 中音  教科書【器楽 】p17　2024 年 1 月 17 日 14：44：04

①左手を使った三つの音の運指と、
タンギングを身につけます。　 
p.10-11

③右手を加えた運指で、低い音を表
現する奏法を身につけます。　
p.14-15

②左手を使った音を五つに広げ、他の
パートと合わせて演奏する技術を身
につけながら、表現を工夫します。　
p.12-13

④サミングや息をコントロールする
技術を身につけながら、曲にふさ
わしい表現を工夫します。　
p.16-17

SAM
PLE

SAMPL
E

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPL
E

SAMPL
E

SAMPLE

SAMPLE

2



第①弦

第②弦

第③弦

第④弦

第⑤弦

第⑥弦

（レ）

2
3

4 3
1

2
1

2
3

2
3

S
（またはA）

金子健治　作曲

　p.81「どこかの街で 不思議な旋律 PART-２」の旋律と合わせてストローク奏法で弾いてみよう。
　この旋律に合うリズム・パターンを工夫してみよう。

コードを押
お

さえよう

ストローク奏法

　p.36のコードの押さえ方とリズム・パターンを参考に、コードをストローク奏法で弾きます。
　旋律は歌、またはリコーダーで演奏してみましょう。

チューニングを変えて不思議な響きを体験してみよう！

　次の音に合わせてチューニングをし、開放弦のままストローク奏法で弾いてみましょう。

　いくつかの音が同時に鳴ることをコード（和音）といいます。コードネームは、英語の音名（Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ａ、Ｂ）
と数字などを組み合わせた、各コードの構成音を表す記号のことです。

　左手でコードを押さえ、右手で何本かの弦を同時に弾くことをストローク奏法といいます。
　一般的にクラシック・ギターでは指を、フォークギターではピックを使って弾きます。

G　ジー Ｃ　シーＤ7　ディー・セブンス Em　イー・マイナー

親指と人さし指で「OK」のような形をつくって弾く場合

親指で弾く場合

一つのコードに対して、いろいろな押さえ方があります。また、用いるコードのつながり方によって次のコードに移り
やすい運指を用いる場合があります。

深めてみよう

p.34のチューニングと
比べて、どのような
感じがするかな？

または（ジー・メイジャー） または（シー・メイジャー）

ダウン・ストローク

アップ・ストローク

アップ・ストローク

ダウン・ストローク ピックと持ち方

ストローク奏法で用いるリズムパターンの例

… ダウン・ストローク …アップ・ストローク
どこかの街で　不思議な旋律PART-２

曲想と音楽の構造との関わりを理解したり、ストローク奏法を身につけたりしながら、
曲にふさわしい表現を工

く
夫
ふう
しよう。

… 弾
ひ

かない弦
げん

　　… 弾かなくてもよい弦

… 二分音
おん

符
ぷ

を１
いっ

拍
ぱく

とした二 拍
びょう

子
し

コードと旋
せん

律
りつ

の響
ひび

きを感じ取って演奏しよう。

カントリー・ロード p.36 – p.37のまとめの曲

36 37

ギ
タ
ー

R7 中音  教科書【器楽 】p36　2024 年 1 月 17 日 15：02：46 R7 中音  教科書【器楽 】p37　2024 年 1 月 17 日 15：02：46

2 3

1

三味線

打楽器

①

②

三の糸
二の糸
一の糸

曲の背景を理解してふさわしい表現を工
く

夫
ふう

しよう。

長
なが

唄
うた

「勧
かん

進
じん

帳
ちょう

」から 寄せの合
あい

方
かた

Let’s
Try!

この曲をはじめ、日本の伝統音楽は伝承の仕方によって、 
音やリズム、唱歌が異なる場合があります。

1は　＝100ぐらいで弾
ひ

き始めますが、
2、3に向かって少しずつ速くします。

三味線の最後の音はハジキで弾きます。
ここでは人さし指ではじきます。

①は大
おお

鼓
つづみ

（「おおかわ」とも読みます）、
②は小

こ
鼓

つづみ
による演奏をもとに構成したも

のです。①はウッドブロックなど、②はボン
ゴなどを用いて演奏してもよいでしょう。
①の 唱

しょう
歌
が

で四分音
おん

符
ぷ

のチョ、ツ、チョンは
大きい音を、八分音符のス、チリ、ツは小さ
い音を表しています。②の唱歌でタ、カラ
は高い音を、ポン、ポ、トトは低い音を表し
ています。

速度……

ハジキ…

打楽器…

本
ほん

調
ちょう

子
し

75

R7中音  教科書【 器楽 】p75　2023年3月15日 14：48：04

Let's Play!
Let's Try!

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 斗
と
為
い
巾
きん

箏
そう
（こと）1

箏2

	で示した音はピッツィカート（▶p.89）で弾
ひ
いてもかまいません（右手の薬指ではじきます）。

主旋
せん

律
りつ

の表れ方を確かめ、曲想を味わいながら表現を工
く

夫
ふう

しよう。

こきりこ節Let’s
Try!

縦
たて
譜
ふ
による楽譜 p.87

民
みん
謡
よう
調子

84

R7中音  教科書【 器楽 】p84　2023年3月15日 14：59：50

A１

A２

タンギングや音域に応じた音の出し方に注意して、表現を工
く

夫
ふう

しよう。

サザエさんLet’s
Try!

76

R7中音  教科書【 器楽 】p76　2023年3月15日 14：48：04

林
はやし

 英
えい

哲
てつ

　作曲・構成

構成を工
く

夫
ふう

し、全体の響
ひび

きを感じ取って合わせて演奏しよう。

千の海
かい

響
きょう

 望
のぞみ

の章Let’s
Try!

打ち出し

地
じ

拍
びょう

子
し

一
いち

番
ばん

頭
がしら

締
しめ
太
だい
鼓
こ

太鼓２

太
たい
鼓
こ
1

（トレモロ）…両手で速く刻むように打ちます。

…掛
か
け声のみ
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S２
（またはA）

低音

S１

※ トリルの吹
ふ

き方

全体の響
ひび

きを感じ取って、合わせて表現しよう。

春（「四季」から）Let’s
Try!
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Let's Try!

特色 3

豊富な写真とキャラクター
（イラスト）を用いた解説。

学習に役立つ情報を集めたウェ
ブサイト〈まなびリンク〉では、
模範演奏を視聴できます。

学びを深めるための活動

さまざまな楽器で多様な音楽を表現できる合奏教材を掲載

わかりやすく整理されたデザインで表現活動への意欲を向上

例：「寄せの合方（三味線とお囃子）」「サザエさん（アルト・リコーダー）」「春（ソプラノ・リコーダー）」
　　「こきりこ節」（箏）「千の海響 望の章（太鼓）」

p.75 p.76

p.84

p.79

p.90

p.36-37

先生方と生徒の一人一人に寄り添って、ご授業を支えます。

SAMPLE

SAMPLE

SA
MP
LE

SA
MP
LE

SA
MP
LE

SA
MP
LE
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検討の観点と内容の特色

観点 内容の特色（該当箇所掲載）

知識及び技能の習得
・・教科書前段〈演奏の仕方を身につけよう〉では、各楽器、原則見開き左上に題材を表しました
（p.10－21、p.24－25、p.28－29、p34－39、p.42－45、p.50－53、p.60－63）。

思考力、判断力、表現力等の育成
・・教科書前段〈演奏の仕方を身につけよう〉では、各楽器、原則、見開きごとに「まとめの曲」を

示し、表現の工夫を見て取れるよう配慮しました（p.10－11、p.24－25、p.28－29、p.34－
35、p.42－43、p.52－53他）。

主体的・協働的で深い学び
・・生徒が主体的・協働的に学習を進め、すすんで学び合うための活動「表現の仕方を調べてみよう」

を示しました（p.30、p.55）。

系統性
・・中学校3年間を通して、学習指導要領に示された知識や技能の確実な習得を目指し、教科書前段

を〈演奏の仕方を身につけよう〉に、後段は合奏を主体とした表現活動〈合わせて演奏しよう〉
としました。

配列・分量 ・・精選された教材を適切に扱える分量で、〈題材〉〈活動のポイント〉と合わせて配列しました。

演奏の仕方を身につけよう
（リコーダー～太鼓）

・・習得を目指す知識・技能と教材の難易度が適合するように配慮しました（p.8－p.63）。
・・箏では表現活動から創作につながる教材を示しました（p.46）。

合わせて演奏しよう
・・さまざまな楽器で多様な音楽を表現できるようにしました（p.64－97）。
・・構成を工夫したり、即興的に旋律を創作したりする教材を掲載しました（p.72、p.74、p.81、

p.96）。

伝統・文化の尊重 ・・我が国の伝統音楽の特徴と多様性について配慮しました。

国際理解
・・我が国の楽器と諸外国の楽器について、楽器の背景にある文化や伝統、流通や貿易との関わり、材

質との関わり、生活様式との関わりについて考える教材を示し、国際理解が深まるよう配慮しま
した（p.31、p.56－57）。

生活や社会とのつながり
・・音楽を通じて人と人とのつながりを生み出す取り組みを紹介し、生活と社会のつながりについて

考えられるよう配慮しました（p.4）。

教育基本法との対応
・・第二条第１号～第５号に適合するように編修しています（教育基本法との対照表をご参照くださ

い）。

ICT機器の活用
・・紙面に掲載した二次元コードで、生徒の使用する端末からインターネットを使って容易に閲覧で

きる動画・音声・参考資料をウェブサイト〈まなびリンク〉に用意しています。

特別支援教育・ユニバーサルデザイン
・・専門家による校閲を受け、全ての人にとっての学びを保障する「ユニバーサルデザイン」の観点

に立って編修しました。

ESD・SDGsへの取り組み
・・我が国と世界のさまざまな楽器を示すことで、平等な世界の実現について意識できるようにしま

した（p.31、p.56－57）。

文字、印刷、製本
・・文字は見やすさを第一義に、字体、字間、行間に配慮しました。
・・印刷は鮮明さと見やすさを、製本は長期の使用に十分に耐えられることを第一義に取り計らいま

した。
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２．対照表

教材 該当箇所

Ａ 表現 Ｂ 鑑賞 共通事項
他教科
との

関連等

(1)歌唱 (2)器楽 (3)創作 (1)教材 (1)

ア
イ ウ

ア
イ ウ

ア
イ

ウ
ア イ

ア イ
ア イ ア イ ア イ ア イ ア イ ア イ ウ ア イ ウ

〈演奏の仕方を身につけよう〉リコーダー p.8～21 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ブランデンブルク協奏曲（鑑賞） p.21 ○ ○ ○ ○

〈演奏の仕方を身につけよう〉篠笛 p.22～26 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　長唄「越後獅子」（鑑賞） p.30 〇 〇 〇 ○ ○

〈演奏の仕方を身につけよう〉尺八 p.28～29 ○ ○ ○ ○ ○

　尺八曲「鹿の遠音」（鑑賞） p.30 〇 〇 〇 ○ ○

〈演奏の仕方を身につけよう〉ギター p.32～39 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　カントリー・ロード（歌唱） p.37 〇 〇 〇 ○ ○ 英語

　アランブラの思い出（鑑賞) p.55 〇 〇 ○ ○

〈演奏の仕方を身につけよう〉箏 p.40～47 ○ ○ 〇 〇 ○ ○

　さくらさくら、荒城の月（歌唱） p.44、p.45 〇 〇 〇 ○ ○

　「荒城の月」の前奏をつくってみよう
　（創作） p.46 〇 〇 〇 ○ ○

　さくら変奏曲（鑑賞） p.47 〇 〇 〇 ○ ○

〈演奏の仕方を身につけよう〉三味線 p.48～54 ○ ○ ○ ○ ○

　さくらさくら（歌唱） p.53 〇 〇 〇 ○ ○

　長唄「秋色種」から 虫の合方、
　長唄「鞍馬山」から セリの合方、
　長唄「勧進帳」から 寄せの合方
　（鑑賞）

p.54、p.55 〇 〇 〇 〇 ○ ○

〈演奏の仕方を身につけよう〉太鼓 p.58～63 ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play! もみじ p.64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play! 故郷 p.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play! 故郷の人々 p.66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play! シチリアーナ p.67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play! カントリー・ロード p.68～p.69 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 英語

　Let's Play! 木星 p.70～p.71 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play! 
　一番星みつけた／夜空を見上げて p.72～p.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Play!
　どこかの街で 不思議な旋律 PART-1 p.74 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try!
　長唄「勧進帳」から　寄せの合方 p.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! サザエさん p.76 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! 風のとおり道 p.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! 風笛 p.78 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! 春 p.79 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! ホール・ニュー・ワールド p.80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try!
　どこかの街で 不思議な旋律 PART-2 p.81 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! さくらさくら（箏二部） p.82～p.83 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! こきりこ節 p.84～p.85 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! もののけ姫 p.88～p.89 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! 千の海響 望の章 p.90～p.91 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! ライディーン p.92～p.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try!
　ジョイフル コンビネーション１、２ p.94～p.95 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　Let's Try! 
　楽器と唱歌によるパッチワーク p.96～p.97 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　名曲旋律集 p.98～p.101 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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（「類型」欄の分類について）
１… 学習指導要領上、隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても、当該学年等の学習内容と直接的な系統性がある

ものを含む）とされている内容
２…学習指導要領上、どの学年等でも扱うこととされていない内容

ページ 記述 類型 関連する学習指導要領の内容や内容の取扱いに示す事項 ページ数

31 吹く楽器の仲間たち ２

〇内容の取扱い　２-（３）-イ
各学年の「A表現（２）器楽」の指導

（上記の項目では、指導上の必要に応じて用いる楽器について記されてい
るが、本コーナーでは、管楽器及び世界の諸民族の楽器の、背景にある文
化や伝統、構造について調べる学習とした。）

１

56 弾く楽器の仲間たち ２

〇内容の取扱い　２-（３）-イ
各学年の「A表現（２）器楽」の指導

（上記の項目では、指導上の必要に応じて用いる楽器について記されてい
るが、本コーナーでは、我が国と世界の楽器の形に着目し、「流通、貿易」

「材質」「生活様式」の観点で調べる学習とした。）

２

合 計 ３

編 修 趣 意 書
（発展的な学習内容の記述）

受理番号 学校 教科 種目 学年

105-100 中学校 音楽科 音楽（器楽合奏） 第１～３学年
発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

17 教出 器楽017-72 中学器楽　音楽のおくりもの
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