
辻
つじ

堂
どう

海岸（神
か

奈
な

川
がわ

県）
林
はやし

 古
こ

溪
けい

は，幼少期を過ごした辻堂海岸をイメージして，
「浜辺の歌」を作詞したといわれています。

 「浜
はま

辺
べ

の歌」について成
なり

田
た

為
ため

三
ぞう

は昭
しょう

和
わ

16年から作
曲の教授をしていた東

とう

京
きょう

高等音楽学院（現在の国
くに

立
たち

音楽大学）での弟
で

子
し

に次のように語ったという。
 「この曲は正しく歌われていません。みんなテンポ
が遅

おそ

いんですよ。もっとサラリと歌うとよいのです。」
 「浜辺の歌の成田為三」から

A  M e s s a g e  f o r  Y o u

 

今
日
も
き
の
う
も  

雪
の
空

 

今
日
も
き
の
う
も  
雪
の
空

三 

春
と
聞
か
ね
ば  

知
ら
で
あ
り
し
を

 

聞
け
ば
急せ

か
る
る  

胸
の
思
い
を

 

い
か
に
せ
よ
と
の  

こ
の
頃ご

ろ

か

 

い
か
に
せ
よ
と
の  

こ
の
頃
か

　吉
よし

丸
まる

一
かず

昌
まさ

は，1912年（明
めい

治
じ

45年・大
たい

正
しょう

元年）から
1914年（大正3年）までの間に，全十集75曲の「新作唱
歌」を発表。すべて吉丸の作詞で，作曲は東京音楽学校
（現在の東京芸術大学）卒業の若手を起用した。「早春
賦」はその第三集（1913年2月刊）に掲

けい

載
さい

されている。
 出典「望郷の歌 吉丸一昌」吉

よし

田
だ

 稔
みのる

農
のう

具
ぐ

川
がわ

（長
なが

野
の

県）

「早
そう

春
しゅん

賦
ふ

」が生まれた背景

一 

あ
し
た
浜
辺
を

 

さ
ま
よ
え
ば

 

昔
の
こ
と
ぞ

 

し
の
ば
る
る

 

風
の
音
よ

 
雲
の
さ
ま
よ

 
寄
す
る
波
も

 

か
い
の
色
も

二 

ゆ
う
べ
浜
辺
を

 

も
と
お
れ
ば

 

昔
の
人
ぞ

 

し
の
ば
る
る

 

寄
す
る
波
よ

 

か
え
す
波
よ

 

月
の
色
も

 

星
の
か
げ
も

浜
は ま

辺
べ

の歌

早
そ う

春
し ゅ ん

賦
ふ

一 

春
は
名
の
み
の  

風
の
寒
さ
や

 

谷
の
鶯

う
ぐ
い
す  

歌
は
思
え
ど

 

時
に
あ
ら
ず
と  

声
も
立
て
ず

 

時
に
あ
ら
ず
と  

声
も
立
て
ず

二 

氷
解
け
去
り  

葦あ
し

は
角つ

の

ぐ
む

 

さ
て
は
時
ぞ
と  

思
う
あ
や
に
く

zp.14

zp.16吉丸一昌  作詞／中
なか

田
だ

  章
あきら

  作曲

 林  古溪  作詞／成田為三  作曲

口絵①

A  M e s s a g e  f o r  Y o u

　ふっと目に浮
う

かんだのが水
みず

芭
ば

蕉
しょう

がいっ
ぱい咲

さ

いている風景でした。（群
ぐん

馬
ま

県の）
沼
ぬま

田
た

から片
かた

品
しな

へ行って，片品の戸
と

倉
くら

の入
り口で水芭蕉がいっぱい咲いている風景
を見たことがあったんです。それはもう戦
争が終わる一年二，三か月前のできごと
だと思います。とにかく果てから果てまで
水芭蕉が咲いていまして。何も書けなかっ
た時にふっと浮かび上がったの，水芭蕉
を書いてみようと。（江

え

間
ま

 章
しょう

子
こ

）
 「唱歌のふるさと うみ」から

　この曲は，昭和24年，NHKのラジオ歌
か

謡
よう

として作曲し，放送されました。
　日本語は，抑

よく

揚
よう

が大切なので，言葉を
生かし，正しい日本語に聞こえるように作
曲しました。（中

なか

田
だ

 喜
よし

直
なお

）

浮
う

き島

石
しゃく

楠
な

花
げ

尾
お
瀬
ぜ
ヶ
が
原
はら
の

位置

新潟県

福島県

群馬県

にいがた

ふくしま

水芭蕉

三県にまたがる日本有数の湿
しつ

原
げん

地帯

夏の思い出

一 

夏
が
く
れ
ば  

思
い
出
す

 

は
る
か
な
尾お

瀬ぜ  

遠
い
空

 

霧き
り

の
な
か
に  

う
か
び
く
る

 

や
さ
し
い
影か

げ  

野
の
小こ

径み
ち

 

水み
ず

芭ば

蕉し
ょ
う

の
花
が  

咲さ

い
て
い
る

 

夢
み
て
咲
い
て
い
る  

水
の
辺ほ

と

り

 

石し
ゃ
く

楠な

花げ

色い
ろ

に  

た
そ
が
れ
る

 

は
る
か
な
尾
瀬  

遠
い
空

二 

夏
が
く
れ
ば  

思
い
出
す

 

は
る
か
な
尾
瀬  

野
の
旅
よ

 

花
の
中
に  

そ
よ
そ
よ
と

 

ゆ
れ
ゆ
れ
る  

浮う

き
島
よ

 

水
芭
蕉
の
花
が  

に
お
っ
て
い
る

 

夢
み
て
に
お
っ
て
い
る  

水
の
辺
り

 

ま
な
こ
つ
ぶ
れ
ば  

懐な
つ

か
し
い

 

は
る
か
な
尾
瀬  

遠
い
空

zp.14

 尾瀬ヶ原

 江間章子  作詞／中田喜直  作曲

口絵①

一 

春
の
う
ら
ら
の 

隅す
み

田だ

川が
わ

 
の
ぼ
り
く
だ
り
の 

船ふ
な

人び
と

が

 
櫂か

い

の
し
ず
く
も 

花
と
散
る

 

な
が
め
を
何
に 

た
と
う
べ
き

二 

見
ず
や
あ
け
ぼ
の 
露つ

ゆ

浴あ

び
て

 

わ
れ
に
も
の
言
う 
桜さ

く
ら

木ぎ

を
 

見
ず
や
夕
ぐ
れ 

手
を
の
べ
て

 

わ
れ
さ
し
ま
ね
く 

青あ
お

柳や
ぎ

を

三 

錦に
し
き

お
り
な
す 

長ち
ょ
う

堤て
い

に

 

く
る
れ
ば
の
ぼ
る 

お
ぼ
ろ
月

 

げ
に
一
刻
も 

千
金
の

 

な
が
め
を
何
に 

た
と
う
べ
き

花

隅田川（東
とう

京
きょう

都）

z口絵②, p.12

武
たけ

島
しま

羽
は

衣
ごろも

  作詞
滝
たき

  廉
れん

太
た

郎
ろう

  作曲

左 明
めい

治
じ

時代の隅田川の様子。
　「花」は1900年（明治33年）に作曲されました。
下 武島羽衣自筆の「花」の歌

か

碑
ひ

（隅田公園）。

左左 明
めい

　「花」は1900年（明治33年）に作曲されました。
下 武島羽衣自筆の「花」の

口絵①

歌唱共通教材  掲載学年

「浜辺の歌」辻堂海岸（神奈川県） 「早春賦」農具川（長野県）

「花」
現在と明治時代の
隅田川（東京都）

「夏の思い出」尾瀬ヶ原

1年

2・3上

2・3下

音楽を愛好する心情を育てます3

わが国の自然や四季の美しさ
わが国の自然や四季，文化，そして日本語の美しさを味わえる歌唱共通教材は，
楽曲ゆかりの地を巻頭から美しいビジュアルで表しました。

中学音楽の特色

1年

２・３年 上

２・３年 下

「夏の思い出」「赤とんぼ」

「浜辺の歌」「早春賦」「花の街」

「花」「荒城の月」

うたう
歌唱

16 17

SAMPLE



打
ち
も
の

弾ひ

き
も
の

吹ふ

き
も
の

中
国

朝ち
ょ
う

鮮せ

ん

半
島

日
本

　東北地方に伝わる三味線
で，民謡の伴

ばん

奏
そう

の他に独奏や
重奏などで演奏することがあ
ります。棹

さお

が太く，ばちを弦
げん

に
打ちつけるようにして弾くなど
の特

とく

徴
ちょう

があります。

津
つ

軽
が る

三
じ ゃ

味
み

線
せ ん

　沖
おき

縄
なわ

や奄
あま

美
み

で伝統的に使
われてきた楽器で，中国の
三
サン

弦
シエン

に由来します。

三
さ ん

線
し ん

郷土の民
み ん

謡
よ う

に用いられる楽器  zp.30

　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楽
器と考えられています。篠竹
という竹を切り取って作るの
で篠笛と呼ばれます。

篠
し の

笛
ぶ え

　両面の皮をひもで締
し

め合う構造
です。皮の張り具合を調整して，演
奏種目や曲目などに合った音の高
さや音

ね

色
いろ

（おんしょく）にします。

締
し め

太
だ い

鼓
こ

　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。

尺
しゃく

八
は ち

　皮を胴に鋲
びょう

で留めた構
造の太

たい

鼓
こ

で，大太鼓や鋲打
ち太鼓とも呼ばれます。

長
な が

胴
ど う

太
だ い

鼓
こ

　当
あた

り鉦
がね

やチャンチキとも呼
ばれ，右手に持った角

つの

撞
しゅ

木
もく

（鹿の角を先
せん

端
たん

に付けた打
ち棒）で打ちます。

鉦
か ね

　ヴァイオリンは擦
さつ

弦
楽器（ヴァイオリン，ヴィ
オラ，チェロ，コントラバ
ス）の中で最も小さく，
最も高い音の出せる楽
器です。

ヴァイオリン 　ヴィオラは基本的に
はヴァイオリンと同じ構
造ですが，ヴィオラのほ
うが大きく，より低い音
に調弦します。

ヴィオラ

　コントラバスはオー
ケストラの低音域を受
けもちます。演奏すると
きは立つか，座面の高
い椅

い

子
す

に浅く腰
こし

かけて
弾きます。

コントラバス

弦
げ ん

楽
が く

アンサンブルに用いられる楽器  zp.61

　チェロはヴィオラより
1オクターヴ低く調弦し
ます。エンド･ピンを使っ
て床

ゆか

に立て，椅子に腰
かけて演奏します。

チェロ

で留めた構

日本とアジアのこと

　朝鮮半島に伝わる弦楽器で，12本の絹
糸の弦を，爪を付けずに演奏します。歌や
チャンゴと呼ばれる太鼓とともに演奏するこ
とがあります。

カヤグム（伽
か

耶
や

琴
き ん

）

　箏は，雅
が

楽
がく

に用いる楽器として伝わって
きたものが始まりで，時代や作曲者によって
さまざまな発展をしてきました。弦の数は13
本が一

いっ

般
ぱん

的ですが，現在では17本，20本，
25本などの弦をもつ箏もあります。

箏
そ う

（こと）

　中国に伝わる弦楽器です。現在はナイロ
ンを巻いた金属製の21本の弦を用いるこ
とが多く，両手に付けた爪

つめ

で演奏します。

グージォン（古
こ

箏
そ う

）

 zp.63

箏，グージォン，カヤグムは，ともに弦の本数に応じて柱
じ

があります。形や素材の違
ちが

いはありますが，どれも取り外すことができます。

口絵③ 口絵④

さまざまな舞
ぶ

台
たい

芸術

オペラ
Opera

 zp.32 ‒36

アイーダ

ミュージカル
Musical

 zp.52

ウエストサイド物語

バレエ
Ballet

 zp.36 ‒37

ジンジュ
〈京

きょう

劇
げ き

〉

Beij ing Opera

 zp.52

ボレロ

白鳥の湖

西
さい

遊
ゆう

記
き

 z2・３上 p.32

能
Noh

z2・３上 p.59 ‒63

勧
かん

進
じん

帳
ちょう

義
よし

経
つね

千
せん

本
ぼん

桜
ざくら

羽
は

衣
ごろも

文
ぶ ん

楽
ら く

Bunraku

 zp.42 ‒43

歌
か

舞
ぶ

伎
き

Kabuki

 zp.38 ‒41
 zp.44 ‒45

口絵③ 口絵④

学習
資料

郷土の民謡に用いられる楽器／
弦楽アンサンブルに
用いられる楽器／
日本とアジアのことは，
楽器の紹介にとどまらず，
日本・西洋・アジアの音楽文化までを
俯瞰することができます。

さまざまな舞台芸術では，
日本・西洋・アジアの
さまざまな舞台芸術を一望できます。

巻末
2・3下

巻末
1年

音楽を愛好する心情を育てます3

ワイドなビジュアル図鑑
鑑賞教材の学習資料（巻末）は，折込を利用した3ページ構成でワイドなビジュアル図鑑です。
多様な情報を見渡せ，学ぶ楽しさが広がってゆきます。

中学音楽の特色
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