
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。

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

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。

リコーダーzp.4 ‒ 尺八zp.24 ‒篠笛zp.18 ‒

吹く楽器の仲間たち

リコーダー ブランデンブルク協奏曲第４番から 第１楽章 

篠笛 長
なが

唄
うた

「越
えち

後
ご

獅
じ

子
し

」

J.S.バッハ 作曲

九世 杵
きね

屋
や

六
ろく

左
ざ

衛
え

門
もん

 作曲

尺八 尺八曲「鹿の遠
とお

音
ね

」 作曲者不
ふ

詳
しょう

リコーダー 篠
しの

笛
ぶえ

尺
しゃく

八
はち

楽器の背景にある文化や伝統について調べてみよう。

　竹製の縦笛で発
音の仕方はリコー
ダーと似ています。
インドネシアなど
で用いられてきま
した。

　ヨシという植物
で作られる縦笛。
ラテン・アメリカの
アンデス地域で用
いられてきました。
発音の仕方は尺八
と似ています。

スリン

　フラウト・トラヴェ
ルソなど初期のフ
ルートは木製でし
たが，現在は金属
製の楽器が広く使
われています。

　竹製の横笛で北
インドでは古代か
ら用いられてきま
した。体の右側と
左側，どちらにも
かまえることがで
きます。

楽器の構造についても
調べてみよう。

調べる内容； どんな場所で，どんなときに，いつ頃
ごろ

から，
なんのために演奏されてきたのだろう。

何が同じで, 何が違
ち が

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。

ケーナ

フルート

バーンスリー

聴
き

いてみよう
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ギター 箏
そう

（こと） 三
しゃ

味
み

線
せん

楽器の背景にある文化や伝統について調べてみよう。

調べる内容； どんな場所で，どんなときに，いつ頃
ごろ

から，
なんのために演奏されてきたのだろう。

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。

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

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。

ギターzp.28 ‒ 三味線zp.44 ‒箏zp.36 ‒

弾く楽器の仲間たち

ギター アランブラ（アルハンブラ）の思い出

箏 さくら変奏曲

フランシスコ・タレガ 作曲

宮
みや

城
ぎ

道
みち

雄
お

 作曲

三味線 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

四世 杵
きね

屋
や

六
ろく

三
さぶ

郎
ろう

 作曲

　起源はヨーロッパ。
北アメリカ（アパラチ
ア山脈周辺）に持ち
込
こ

まれて改良されま
した。

アパラチアン・ダルシマー

　樺
から

太
ふと

アイヌの楽
器。江

え

戸
ど

時代には
宗
そう

谷
や

（北
ほっ

海
かい

道
どう

）の
アイヌにもありまし
た。5 本の開

かい

放
ほう

弦
げん

を両手で弾きます。

楽器の構造についても
調べてみよう。

　アラブ音楽で重
要な楽器。7世紀
には既

すで

に西アジア
で使われていまし
た。 　中国の楽器。漢

字では「琵琶」と書
きます。右手の指
に爪

つめ

を付けて弾き
ます。

何が同じで, 何が違
ち が

う？ PART-2
弾
ひ

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。

ウード

トンコリ

ピーパー

聴
き

いてみよう
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何が同じで，何が違う？ 
PART-2
弾く楽器について

p.52
器楽

唱
しょう

歌
が

について

　「祭囃子」（zp.22）に表記された「チ ヒャイ ヒャイ トロ」や「天 テレ ツク ツク」といった言葉は唱歌と呼ばれ，
楽器の音をまねしたものです。唱歌は，旋

せん

律
りつ

や奏法を覚えたり伝えたりするために用います。

三×（3×）は，二の運
指から右手中指を
反らせて，手

て

孔
あな

を少
し開けます。

子
こ

守
もり

歌
運指を確かめ，曲想を生かして演奏しよう。

祭
まつり

囃
ば や

子
し

締
しめ

太
だい

鼓
こ

を聴
き

きながら合わせて演奏しよう。

　三×は二と三の間
の高さの音，3×は
2と3の間の高さの
音を表します。

新しい音  三×，3×

 ●●○○二（2） ●●●  ●○○○三×（3×） ●●● 

実際に唱歌を
唱えてみましょう。

尺
しゃく

八
はち

唱歌

唱歌の例

三味線の場合は口
くち

三
じゃ

味
み

線
せん

ともいいます。

 唱歌で使う言葉は伝承の仕方によって異なる場合があります。

zp.25

箏（こと） zp.40箏
そう

（こと） zp.40 三
しゃ

味
み

線
せん

zp.49

 三の糸
 二の糸
 一の糸

唱歌

太鼓 zp.59

 右手
 左手
唱歌

 音の高さは八本調子の場合

 音の高さは八本調子の場合

 締太鼓

 篠
しの

笛
ぶえ

唱歌

締太鼓の唱
しょう

歌
が

（zp.23）で天
てん
，テ，レ，ケと表されている音

おん
符
ぷ
は強く打ちます。ツ，クと表されている音符は弱く打ちます。

スと表されている音符は打つ動作のみで，音は出しません。

3×が続く場合（＊）は右手人さし指を軽く打ってくぎります。
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篠
笛

唱
しょう

歌
が

について

　「祭囃子」（zp.22）に表記された「チ ヒャイ ヒャイ トロ」や「天 テレ ツク ツク」といった言葉は唱歌と呼ばれ，
楽器の音をまねしたものです。唱歌は，旋

せん

律
りつ

や奏法を覚えたり伝えたりするために用います。

三×（3×）は，二の運
指から右手中指を
反らせて，手

て

孔
あな

を少
し開けます。

子
こ

守
もり

歌
運指を確かめ，曲想を生かして演奏しよう。

祭
まつり

囃
ば や

子
し

締
しめ

太
だい

鼓
こ

を聴
き

きながら合わせて演奏しよう。

　三×は二と三の間
の高さの音，3×は
2と3の間の高さの
音を表します。

新しい音  三×，3×

 ●●○○二（2） ●●●  ●○○○三×（3×） ●●● 

実際に唱歌を
唱えてみましょう。

尺
しゃく

八
はち

唱歌

唱歌の例

三味線の場合は口
くち

三
じゃ

味
み

線
せん

ともいいます。

 唱歌で使う言葉は伝承の仕方によって異なる場合があります。

zp.25

箏（こと） zp.40箏
そう

（こと） zp.40 三
しゃ

味
み

線
せん

zp.49

 三の糸
 二の糸
 一の糸

唱歌

太鼓 zp.59

 右手
 左手
唱歌

 音の高さは八本調子の場合

 音の高さは八本調子の場合

 締太鼓

 篠
しの

笛
ぶえ

唱歌

締太鼓の唱
しょう

歌
が

（zp.23）で天
てん
，テ，レ，ケと表されている音

おん
符
ぷ
は強く打ちます。ツ，クと表されている音符は弱く打ちます。

スと表されている音符は打つ動作のみで，音は出しません。

3×が続く場合（＊）は右手人さし指を軽く打ってくぎります。
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篠
笛

タンギングと言葉，
タンギングと響きの関係について，
発展的に考察するページにつながります。

「何が同じで，何が違う？」のページでは，吹く楽器と弾く楽器について共通性と固有性を考え，
特徴を理解することができるように書き込み欄を設けたり，
自分の考えなどをまとめ「話し合おう」によって協働的な活動が展開できるように工夫しました。
こうした学習活動は，生徒の思考力・判断力・表現力等の育成を促し，深い学びにつながります。

唱
しょう

歌
が

について
「さくらさくら」は
箏と三味線では
唱歌が全く異なることが
わかります。

p.23
器楽

何が同じで，何が違う？ 
PART-1
吹く楽器について

p.26
器楽

音楽文化の理解が深まります2

口
く ち

唱
しょう

歌
が

（唱歌）／
深い学び〈共通性と固有性〉
学習指導要領「第３指導計画の作成と内容の取扱い」，配慮事項２（６）を受け，
和楽器を扱う教材には口唱歌（唱歌）を表記した他「唱歌について」ページを新設しました。

中学器楽 の特色

音楽的な見方・考え方を活用して，
自分なりの考えをまとめます

「祭囃子」
（篠笛と締太鼓の合奏）

p.22
器楽
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