
音楽I

爪
　流派によって演奏に用いる爪
の形が異なります。

和楽器のしらべ

　箏は，奈良時代に中国から雅楽の楽器とし
て伝わり，のちに寺院音楽や声楽（「越

え
天
てん

楽
らく

今
いま

様
よう

」など）の伴奏で使われました。江戸時
代に八

やつ
橋
はし

検
けん

校
ぎょう

（1614 〜 85）が，今日の箏曲
の基礎を築いたとされています。その後，主
として関西で発達した生田流と，江戸で創始
された山田流に分かれました。

黒
くろ

川
かわ

真
ま

理
り

箏
そう

（こと）を弾こう

　曲や音域により，さまざまな調弦が使われます。ここで
は平

ひら

調
じょう

子
し

の調弦を示します。

と　　　　　い　　　　 きん

調弦法

構え方

　弦を右手で持ち上げ，左手で
竜甲と弦の間にしっかりと挟みま
す。両端の弦（巾の弦，一の弦）
に立てる柱は，磯にまたがるよう
に立てます。

右肩が竜角の延長線上に来る位置に座りましょう。

柱の立て方

箏に対してやや左向きに座ります。 箏の正面を向いて座ります。

巾の弦の柱 一の弦の柱

竜
りゅう

頭
とう

猫
ねこ

足
あし

竜
りゅう

角
かく 竜

りゅう

甲
こう

柱
じ

竜
りゅう

尾
び

磯
いそ

糸（または弦
げん

）

生田流 山田流

山田流生田流

二 三
四

六

九
斗

五

一

七
八

十
為

巾

& w w w w w w w w w w w w w

壱
一 二

弐
三
参

四
四

五
五

六
六

七
七

八
八

九
九

十
十

斗
斗

為
為

巾
巾

生田流
山田流

平調子（相対音高）

箏6_相対音高.mus

調弦のめやす

p.96 日本音楽の流れ，p.98 町人文化の開花

角
かく

爪
づめ

丸
まる

爪
づめ
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　箏の音楽は，唱
しょう

歌
が

や楽譜を用いて伝承されてきました。例えばツン，テン，コロリンシャン
などという言葉で歌い継がれてきたのが唱歌です。現在では，枠中に弦の名前や唱歌を示し
た縦譜や，五線譜の中にそれらを盛り込んだ楽譜などが使用されています。

さまざまな奏法

　柱の左側を左手で押し
弦の張力を強め，全音ま
たは半音高い音を出しま
す。次に「ハ」の指示があ
る場合は，張力を弱めて
もとの音に戻します。

　隣り合わせの弦を中指
で掻きます。

　親指と中指で二つ（以上）
の弦を同時に弾きます。

　親指で巾から一の弦に
向かってなめらかに弾き
ます。途中の弦のみの場
合もあります。
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œœ
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三
3
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八

ロ

七

ーリ ン

六

& ..œ œ œ œ œ
テン
五

ツン
四

テン
五

チ
ヲ五

ウ
ハ

œ œ œ ˙
テン
五

テ
五
ツ
四
トーン
三

& œ œ ˙
ツン
七

ツン
七

ンテー
八

œ œ ˙
ツン
七

ツン
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ンテー
八

& ~~~~~

~~~~

œ
œ
œ
œ
œ
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ャンシ
五
十

シャン
六
斗
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八
巾

シャン
七
為

シャン
六
斗

3

1

3 3 3 3

1 1 1 1

œ
œ
œ

˙˙˙˙gg
ggggggg

シャン
五
十

ラリンカ
巾 トトテーント

五
三
二
一

3

1
3
3

3

1弦名…漢数字
指番号…１：親指（通常は表記しない）　３：中指

〈五線譜の例〉
〈
縦
譜
の
例
〉

　

平
調
子

シ
ャ

シ
ャ

シ
ャ

シ
ャ

シ
ャ

七

八

九

八

テ

テ

テ

テ

三3ニ3

三3ニ3

三五3ニ3一3

十五3

四3三3

四3三五ヲ 3

五3四3

十五3

斗六3

斗六3
為七3
巾八3

七

七

八

ツ
ン

ツ
ン

テ

ン

　
ー

七

七

八

ツ
ン

テ
ン

テ
ン

ツ
ン

ツ
ン

テ

ン チ
ウ

　
ー

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

ト
ト
ト
テ

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

　
ー　
ー

　…４分音符分伸ばす　ハ…押し手を離す
指番号…１：親指（通常は表記しない）　３：中指

２回演奏する

テ
ン

八

六

コ
七

七

ツ

ロ
リ　

ー

ン

巾 カ
ラ
リ
ン

ンン ン

ハ

　
ー

七

七

八

ツ
ン

ツ
ン

テ

ン

七

七

八

ツ
ン

ツ
ン

テ

五

四
テ
ツ

　
ー

五

三 ト

五

四

五

さくらさくら　日本古謡　楽譜構成：加納マリ★♪

箏の楽譜

カラリン シャッ，シャンオ,ヲ　▲，△　∧∧,∧ シャン，シャーン ~~~

4.流し爪2.掻
か

き手（掻き爪）1.押し手 3.合
あわ

せ爪

Instruments

コラム column 箏
そう

と琴
きん

　日本古来から弦楽器の総称として「コト」という言葉が使われてきました。「コト」を表す漢字に「琴」もよく目に
しますが，これは箏とは異なる楽器で「琴

きん

」と読みます。弦が７本あるので「七
しち

弦
げん

琴
きん

」ともいい，箏と違い柱を使わず
に勘所を押さえて音の高さを決める楽器です。奈良時代に伝来しましたが，明治時代以降あまり演奏されなくなり，そ
のため箏と琴という言葉があいまいに使われるようになってしまいました。　　　　　　　　　　
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ドイツ歌曲の魅力

「野ばら」を作曲したフランツ・ シューベルト Franz Schubert（1797〜1828）は初期ロマン派を代表する作曲家。とりわけ，ドイツ語の歌
曲（リート）の様式を確立したことで知られている。「野ばら」は1815年の作品。

独
唱
・
斉
唱

旋
律
の
動
き
や
テ
ン
ポ
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
歌
お
う

H
ハイデンレースライン

eidenröslein  野ばら 作詞：J.W.v.ゲーテ　訳詞：近藤朔
さく
風
ふう
　

作曲：F.シューベルト☆

ドイツ歌曲の魅力
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「魔王」を聴こう
「魔王」フランツ・シューベルト  

 Franz Schubert
シューベルトの初期の歌曲。登場人物の心情や物語
の流れが音楽によって描き出されている。

・ 父と子，魔王の描き分けに注目しよう。
・ それぞれの場面と音楽の結び付きを具体的

に考えよう。
この右手がとっても難しい！
q ＝152の速さで机を叩いて
ごらん。

３〜４小節 ５〜６小節 ７〜８小節

冒頭の旋律

　シューベルトが楽譜に書き込んだ記号には，どのような意図があるのだろう。
それを踏まえて，あなたはどのように歌うか，考えたことを書き込もう。

冒頭の旋律の展開に注目しよう

テンポの変化などを生かして歌おう

作曲家の視点で「野ばら」を捉えよう

Point

Point

1

2

　冒頭の旋律と比較すると，後半
のリズムが変化し，旋律の跳躍が
印象的。「Heiden（荒れ野）」とい
う歌詞に対応している。

　「変イ音」にナチュラル記号が
付き半音上がった「イ音」になっ
ている。転調を感じさせる和音が

「morgenschön（朝のように美し
い） 」という歌詞を引き立ててい
る。ここから属調に転調する。

復習しよう

p.116 「春の夢」
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冒頭

シューベルトの気もちに
なって歌い方を考えよう。

Voice

　旋律の音程と前半のリズムが
変化している。歌詞の「Schnell（速
く）」は，母音を伸ばして付点８
分音符で歌われる。発音とリズ
ムの関係を感じ取ろう。
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4

独唱・斉唱、同声合唱、混声合唱、ヴォイス・アンサンブル…
魅力あふれる楽曲を集めました。

日本の伝統楽器の特設ページ
「和楽器のしらべ」では、
箏、三味線、三線、篠笛を
扱っています。

p.88-89　
箏を弾こう

Voice

リコーダー、ギター、和楽器の練習曲やアンサンブルなど、
さまざまな曲種をバラエティー豊かに選曲しました。

Instruments

旋律の展開の仕方やテンポの
変化などに注目して、より深
い歌唱表現を促します。

p.28-29　
Heidenroslein̈

「ボレロ」の二つの旋律を演奏する楽器を
確認しながら鑑賞します。

p.122-123　バレエ音楽「ボレロ」

122

楽
器
の
音
色
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
捉
え
て
聴
こ
う

管
弦
楽
曲

　ラヴェル作曲の「ボレロ」は，特徴的なリズムにのって，二つの旋律がさまざまな楽器や楽器の組み合わ
せを変えて現れる楽曲です。フルート独奏によるピアニッシモの旋律が，やがてオーケストラ全体で奏する
フォルティッシモの音群となる様子からは，オーケストラの醍醐味を味わうことができます。二つの旋律が
どのような楽器で引き継がれていくか注目しながら聴いてみましょう。

楽器の組み合わせと強弱の変
化に注目してみよう。

モーリス・ラヴェル（Maurice Ravel）

バレエ音楽「ボレロ」

ボレロのリズム

１本のフルートが旋律Aを奏し，その後
ボレロのリズムに加わります。

クライマックスに達するとボレロのリズムが停止し，下行する音型を一斉に奏して曲を閉じます。

オーボエ・ ダモーレ*に続き,フルートとトランペットが旋
律Aを演奏します。

A A

A A

B B

B B

フルート オーボエ・
ダモーレ

クラリネット フルート トランペット

E ♭クラリネット ソプラノ・
サクソフォーン

ファゴット テナー・
サクソフォーン

終結部

オーケストラのイラスト

　ロシアの前衛舞踊家イダ・ルビンシテインの依頼により1928年に作曲され，同年11月
にルビンシテインによってパリのオペラ座で初演されました。ボレロのリズムは全曲を通
して169回も演奏されます。ボレロは，1780年にスペインのセバスティアン・ セレソ
によって始められた舞踊に由来します。

2.1.

6.

オーケストラの魅力を探ろう

Maurice Ravel

43 œ
3

œœœœ
3

œœœœ œ œ
3

œœœœ
3

œœœ
3

œœœ
3

œœœ
曲の冒頭，スネア・ドラムが一人で刻み始める

「ボレロ」モリス・ベジャールバレエ団

*オーボエ属に分類される木管楽器。オーボエよりやや柔らかい音色をもつ。

ボレロの演奏　ミシェル・プラッソン指揮 パリ管弦楽団
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さらに３本のトロンボーンが，アンサ
ンブルで旋律Bに加わります。

A B
トロンボーンスネア・ドラム

２台のスネア・ドラムがユニゾンでボレロの
リズムを刻みます。

旋律 B では，いくつかの旋法が使われ
ているよ。

旋律 A では，ハ長調の音階が使われて
いるね。

②〜④の部分で使われている音を調
べて，五線譜に並べてみよう。

旋律 A 旋律 B

楽器が次々に増えていきます。特にピッコロ，ホルン，チェレスタによる旋律Aは，倍音の効果を利用した響きがします。

A
A BB

ピッコロ ホルン
オーボエ

イングリッシュ・
ホルン

オーボエ・
ダモーレ

クラリネット

ピッコロ

トロンボーン

オーボエ

クラリネット

フルート

イングリッシュ
・ホルン

テナー・
サクソフォーン

チェレスタ

木管楽器群に混じって，ついに弦楽器群も旋律に加わります。
ヴァイオリンは演奏者の人数が多い点に注目しましょう。

A AB B

などなど

ヴァイオリン

ヴァイオリン

トランペット

ソプラノ・
サクソフォーン

3.

5. 4.

& w w w w w w w w
旋律A

122ボレロ_3.mus

& w w w w w w wb w
①の部分の旋法　ミクソリディア

122ボレロ_4.mus

& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.- œ.-

& œ ˙ ˙ jœ ‰ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.

& œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ jœ ‰ Œ Œ

& 43 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& œ ‰ Jœb
.- œ.- œb Jœb œ

.-
Jœ
.- œ.- œ.-

3

œb- œ- œ- œ> œ œb œ> œ œ

& œb œ œb œb œ>œ œ œ ˙ jœ ‰ .œn jœ œ œ œ œ œ œb
3

œ.- œ.- œ.-

& œ œ œ œ œ œb> œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
? œb> œb œ œ œ> œ

? œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œœ œ Œ Œ

①

②

③

④

Appreciation

p.50 教会旋法

トロンボーン
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モ
チ
ー
フ
と
表
題
の
関
わ
り
を
意
識
し
て
聴
こ
う

吹
奏
楽

　「青い水平線」は，吹奏楽による音楽です。海を題材とした 3 楽章からなる作品ですが，全楽章は休みな
しで続けて演奏されます。それぞれの楽章には「光を放つ生き物」「クラーケンに挑む海獣」「シロナガスク
ジラ」と表題が付けられており，海とそこに生きるさまざまな生物が描かれています。三つの楽章を通して
どのような物語が繰り広げられているのか，想像を巡らせてみましょう。

フランコ・チェザリーニ（Franco Cesarini）

三つの交響的素描「青い水平線」Blue Horizons

　フランコ・チェザリーニ（1961 〜）はスイス出身の作曲家，指揮者，フルート奏者です。
「青い水平線」や交響詩「アルプスの詩」などの吹奏楽作品が知られています。「青い水
平線」は 2002 年に作曲されました。

第３楽章冒頭

Franco Cesarini

情景を思い浮かべながら聴こう

　ティンパニの膜面をゴム製のボールで擦る特殊奏法などを用いて，くじらの鳴き声を模
倣しています。

〈第２・３楽章〉

　ハープによる分散和音が繰り返され，く
じらのモチーフがクラリネットなどで演奏
されます。その後イングリッシュ・ホルン
やホルンにくじらのモチーフが引き継がれ
ていきます。

〈第３楽章〉

　大きさの異なる複数のベルを１本の軸に通した楽器，ベルツリーの印象的な音色ととも
に，オーボエとハープが上行音型を奏します。クラリネットの和音，そして弱音器を付け
た金管楽器の和音と，弓を用いて演奏されるヴァイブラフォーンなどの打楽器の響きが重
なり合い，「光を放つ生き物」を描写します。

〈第１楽章〉

& 44 œb œb œp

rall.
クラリネット１

œb œ œ œb œb œ

Largo e cantabile ( q» 50 )
œb œ œ# œ œb œb œ œ ～

126青い水平線.mus

&
?

44

44

œœœb bggg Œ

‰ œb œb œb
Ó

Largo e cantabile

P
ハープ œœœbb bgggg Œ

‰ œb œb œb Œ œn

( q» 50 )
œ œ œb œ

‰ jœb
3

œ œ œ
Ó

～

126第３楽章冒頭

重要なモチーフは曲全体を通
して繰り返し現れるよ。
聴き比べて違いを味わって
みよう。

くじらのモチーフ（第２楽章冒頭）

　くじらをイメージした旋律「くじらのモチーフ」が，全体を通してさまざまな楽器で演
奏されます。半音階で上下行する動きと跳躍する動きが特徴的で，リズムの変化を伴いな
がらあちこちに現れます。

　この曲には，次のような音楽による描写が現れます。それぞれの特徴を捉えながら聴い
てみましょう。

〈第１〜３楽章〉

& 22 ‰ œ œb œ .œ> Jœb
f

オーボエなど

Allegro impetuoso（速く, 荒々しく）

‰ œ œb œ œ> œb œb ～

(  h  »  108  )

くじらが泳ぐ雄大なドラマ

くじらのモチーフ（第 3 楽章冒頭）
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コラム column 吹奏楽の今昔
　吹奏楽の起源は中世ヨーロッパの軍楽隊にあるとい
われていますが，その後宮廷文化と結びつき， 18 世
紀には式典や祭礼に欠かせないものとなりました。19 
世紀になると管楽器が発達し，現在の編成に大きく近
づきます。19 世紀末にはアメリカやイギリスで多く
の吹奏楽作品が書かれるようになりました。現代の日
本においては学校の部活動や社会人バンド，プロの吹
奏楽団などの活動が盛んに行われています。

　海にすむさまざまな形や生態をもつ生き物たちが
光を放ちながら漂っています。そこへゆったりと大
きなくじらが泳いでやってきます。

　巨大なイカやタコの絵で描かれることが多い想像
上の怪物 クラーケンが，旧約聖書に登場する海獣 
リヴァイアサンに襲いかかります。

　静かな海の中を，大きなくじらが悠々と泳いでいきます。くじらは鳴き声とともに，静かな水平線のもとへ
と遠ざかっていきます。「ブルー・ホエール」は，シロナガスクジラを意味する言葉です。

第１楽章「光を放つ生き物」
Luminescent Creatures

第２楽章「クラーケンに挑む海獣」
Leviathan against Kraken

第３楽章「シロナガスクジラ」 The Blue Whale

Appreciation

東京佼成ウインドオーケストラ

127
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見出しやリード文が題材の内容を補足して、
聴きどころをより明確化します。

Appreciation

人気吹奏楽曲が描く雄大な情景を
イメージします。

p.126-	127　
三つの交響的素描「青い水平線」

音楽I

爪
　流派によって演奏に用いる爪
の形が異なります。

和楽器のしらべ

　箏は，奈良時代に中国から雅楽の楽器とし
て伝わり，のちに寺院音楽や声楽（「越

え
天
てん

楽
らく

今
いま

様
よう

」など）の伴奏で使われました。江戸時
代に八

やつ
橋
はし

検
けん

校
ぎょう

（1614 〜 85）が，今日の箏曲
の基礎を築いたとされています。その後，主
として関西で発達した生田流と，江戸で創始
された山田流に分かれました。

黒
くろ

川
かわ

真
ま

理
り

箏
そう

（こと）を弾こう

　曲や音域により，さまざまな調弦が使われます。ここで
は平

ひら

調
じょう

子
し

の調弦を示します。

と　　　　　い　　　　 きん

調弦法

構え方

　弦を右手で持ち上げ，左手で
竜甲と弦の間にしっかりと挟みま
す。両端の弦（巾の弦，一の弦）
に立てる柱は，磯にまたがるよう
に立てます。

右肩が竜角の延長線上に来る位置に座りましょう。

柱の立て方

箏に対してやや左向きに座ります。 箏の正面を向いて座ります。

巾の弦の柱 一の弦の柱

竜
りゅう

頭
とう

猫
ねこ

足
あし

竜
りゅう

角
かく 竜

りゅう

甲
こう

柱
じ

竜
りゅう

尾
び

磯
いそ

糸（または弦
げん

）

生田流 山田流

山田流生田流

二 三
四

六

九
斗

五

一

七
八

十
為

巾

& w w w w w w w w w w w w w

壱
一 二

弐
三
参

四
四

五
五

六
六

七
七

八
八

九
九

十
十

斗
斗

為
為

巾
巾

生田流
山田流

平調子（相対音高）

箏6_相対音高.mus

調弦のめやす

p.96 日本音楽の流れ，p.98 町人文化の開花

角
かく

爪
づめ

丸
まる

爪
づめ
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　箏の音楽は，唱
しょう

歌
が

や楽譜を用いて伝承されてきました。例えばツン，テン，コロリンシャン
などという言葉で歌い継がれてきたのが唱歌です。現在では，枠中に弦の名前や唱歌を示し
た縦譜や，五線譜の中にそれらを盛り込んだ楽譜などが使用されています。

さまざまな奏法

　柱の左側を左手で押し
弦の張力を強め，全音ま
たは半音高い音を出しま
す。次に「ハ」の指示があ
る場合は，張力を弱めて
もとの音に戻します。

　隣り合わせの弦を中指
で掻きます。

　親指と中指で二つ（以上）
の弦を同時に弾きます。

　親指で巾から一の弦に
向かってなめらかに弾き
ます。途中の弦のみの場
合もあります。

& 44 œ œ ˙
ツン
七

ツン
七

ンテー
八

平調子

œ œ ˙
ツン
七

ツン
七

ンテー
八

& .. œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
シャ
二
三
3
テ

七

シャ
三
四
3
テ

八

シャ
四
五
3
テ

九

シャ
三
四
3
テ

八

œœ
œ œ œ ˙

シャ
二
三
3
ツ

七

コ

八

ロ

七

ーリ ン

六

& ..œ œ œ œ œ
テン
五

ツン
四

テン
五

チ
ヲ五

ウ
ハ

œ œ œ ˙
テン
五

テ
五
ツ
四
トーン
三

& œ œ ˙
ツン
七

ツン
七

ンテー
八

œ œ ˙
ツン
七

ツン
七

ンテー
八

& ~~~~~

~~~~

œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ

ャンシ
五
十

シャン
六
斗

シャン
八
巾

シャン
七
為

シャン
六
斗

3

1

3 3 3 3

1 1 1 1

œ
œ
œ

˙˙˙˙gg
ggggggg

シャン
五
十

ラリンカ
巾 トトテーント

五
三
二
一

3

1
3
3

3

1弦名…漢数字
指番号…１：親指（通常は表記しない）　３：中指

〈五線譜の例〉
〈
縦
譜
の
例
〉

　

平
調
子

シ
ャ

シ
ャ

シ
ャ

シ
ャ

シ
ャ

七

八

九

八

テ

テ

テ

テ

三3ニ3

三3ニ3

三五3ニ3一3

十五3

四3三3

四3三五ヲ 3

五3四3

十五3

斗六3

斗六3
為七3
巾八3

七

七

八

ツ
ン

ツ
ン

テ

ン

　
ー

七

七

八

ツ
ン

テ
ン

テ
ン

ツ
ン

ツ
ン

テ

ン チ
ウ

　
ー

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

ト
ト
ト
テ

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

　
ー　
ー

　…４分音符分伸ばす　ハ…押し手を離す
指番号…１：親指（通常は表記しない）　３：中指

２回演奏する

テ
ン

八

六

コ
七

七

ツ

ロ
リ　

ー

ン

巾 カ
ラ
リ
ン

ンン ン

ハ

　
ー

七

七

八

ツ
ン

ツ
ン

テ

ン

七

七

八

ツ
ン

ツ
ン

テ

五

四
テ
ツ

　
ー

五

三 ト

五

四

五

さくらさくら　日本古謡　楽譜構成：加納マリ★♪

箏の楽譜

カラリン シャッ，シャンオ,ヲ　▲，△　∧∧,∧ シャン，シャーン ~~~

4.流し爪2.掻
か

き手（掻き爪）1.押し手 3.合
あわ

せ爪

Instruments

コラム column 箏
そう

と琴
きん

　日本古来から弦楽器の総称として「コト」という言葉が使われてきました。「コト」を表す漢字に「琴」もよく目に
しますが，これは箏とは異なる楽器で「琴

きん

」と読みます。弦が７本あるので「七
しち

弦
げん

琴
きん

」ともいい，箏と違い柱を使わず
に勘所を押さえて音の高さを決める楽器です。奈良時代に伝来しましたが，明治時代以降あまり演奏されなくなり，そ
のため箏と琴という言葉があいまいに使われるようになってしまいました。　　　　　　　　　　
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ドイツ歌曲の魅力

「野ばら」を作曲したフランツ・ シューベルト Franz Schubert（1797〜1828）は初期ロマン派を代表する作曲家。とりわけ，ドイツ語の歌
曲（リート）の様式を確立したことで知られている。「野ばら」は1815年の作品。

独
唱
・
斉
唱

旋
律
の
動
き
や
テ
ン
ポ
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
歌
お
う

H
ハイデンレースライン

eidenröslein  野ばら 作詞：J.W.v.ゲーテ　訳詞：近藤朔
さく
風
ふう
　

作曲：F.シューベルト☆

ドイツ歌曲の魅力
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「魔王」を聴こう
「魔王」フランツ・シューベルト  

 Franz Schubert
シューベルトの初期の歌曲。登場人物の心情や物語
の流れが音楽によって描き出されている。

・ 父と子，魔王の描き分けに注目しよう。
・ それぞれの場面と音楽の結び付きを具体的

に考えよう。
この右手がとっても難しい！
q ＝152の速さで机を叩いて
ごらん。

３〜４小節 ５〜６小節 ７〜８小節

冒頭の旋律

　シューベルトが楽譜に書き込んだ記号には，どのような意図があるのだろう。
それを踏まえて，あなたはどのように歌うか，考えたことを書き込もう。

冒頭の旋律の展開に注目しよう

テンポの変化などを生かして歌おう

作曲家の視点で「野ばら」を捉えよう

Point

Point

1

2

　冒頭の旋律と比較すると，後半
のリズムが変化し，旋律の跳躍が
印象的。「Heiden（荒れ野）」とい
う歌詞に対応している。

　「変イ音」にナチュラル記号が
付き半音上がった「イ音」になっ
ている。転調を感じさせる和音が

「morgenschön（朝のように美し
い） 」という歌詞を引き立ててい
る。ここから属調に転調する。

復習しよう

p.116 「春の夢」
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冒頭

シューベルトの気もちに
なって歌い方を考えよう。

Voice

　旋律の音程と前半のリズムが
変化している。歌詞の「Schnell（速
く）」は，母音を伸ばして付点８
分音符で歌われる。発音とリズ
ムの関係を感じ取ろう。
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4

独唱・斉唱、同声合唱、混声合唱、ヴォイス・アンサンブル…
魅力あふれる楽曲を集めました。

日本の伝統楽器の特設ページ
「和楽器のしらべ」では、
箏、三味線、三線、篠笛を
扱っています。

p.88-89　
箏を弾こう

Voice

リコーダー、ギター、和楽器の練習曲やアンサンブルなど、
さまざまな曲種をバラエティー豊かに選曲しました。

Instruments

旋律の展開の仕方やテンポの
変化などに注目して、より深
い歌唱表現を促します。

p.28-29　
Heidenroslein̈

「ボレロ」の二つの旋律を演奏する楽器を
確認しながら鑑賞します。

p.122-123　バレエ音楽「ボレロ」

122

楽
器
の
音
色
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
捉
え
て
聴
こ
う

管
弦
楽
曲

　ラヴェル作曲の「ボレロ」は，特徴的なリズムにのって，二つの旋律がさまざまな楽器や楽器の組み合わ
せを変えて現れる楽曲です。フルート独奏によるピアニッシモの旋律が，やがてオーケストラ全体で奏する
フォルティッシモの音群となる様子からは，オーケストラの醍醐味を味わうことができます。二つの旋律が
どのような楽器で引き継がれていくか注目しながら聴いてみましょう。

楽器の組み合わせと強弱の変
化に注目してみよう。

モーリス・ラヴェル（Maurice Ravel）

バレエ音楽「ボレロ」

ボレロのリズム

１本のフルートが旋律Aを奏し，その後
ボレロのリズムに加わります。

クライマックスに達するとボレロのリズムが停止し，下行する音型を一斉に奏して曲を閉じます。

オーボエ・ ダモーレ*に続き,フルートとトランペットが旋
律Aを演奏します。

A A

A A

B B

B B

フルート オーボエ・
ダモーレ

クラリネット フルート トランペット

E ♭クラリネット ソプラノ・
サクソフォーン

ファゴット テナー・
サクソフォーン

終結部

オーケストラのイラスト

　ロシアの前衛舞踊家イダ・ルビンシテインの依頼により1928年に作曲され，同年11月
にルビンシテインによってパリのオペラ座で初演されました。ボレロのリズムは全曲を通
して169回も演奏されます。ボレロは，1780年にスペインのセバスティアン・ セレソ
によって始められた舞踊に由来します。

2.1.

6.

オーケストラの魅力を探ろう

Maurice Ravel

43 œ
3

œœœœ
3

œœœœ œ œ
3

œœœœ
3

œœœ
3

œœœ
3

œœœ
曲の冒頭，スネア・ドラムが一人で刻み始める

「ボレロ」モリス・ベジャールバレエ団

*オーボエ属に分類される木管楽器。オーボエよりやや柔らかい音色をもつ。

ボレロの演奏　ミシェル・プラッソン指揮 パリ管弦楽団
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さらに３本のトロンボーンが，アンサ
ンブルで旋律Bに加わります。

A B
トロンボーンスネア・ドラム

２台のスネア・ドラムがユニゾンでボレロの
リズムを刻みます。

旋律 B では，いくつかの旋法が使われ
ているよ。

旋律 A では，ハ長調の音階が使われて
いるね。

②〜④の部分で使われている音を調
べて，五線譜に並べてみよう。

旋律 A 旋律 B

楽器が次々に増えていきます。特にピッコロ，ホルン，チェレスタによる旋律Aは，倍音の効果を利用した響きがします。

A
A BB

ピッコロ ホルン
オーボエ

イングリッシュ・
ホルン

オーボエ・
ダモーレ

クラリネット

ピッコロ

トロンボーン

オーボエ

クラリネット

フルート

イングリッシュ
・ホルン

テナー・
サクソフォーン

チェレスタ

木管楽器群に混じって，ついに弦楽器群も旋律に加わります。
ヴァイオリンは演奏者の人数が多い点に注目しましょう。

A AB B

などなど

ヴァイオリン

ヴァイオリン

トランペット

ソプラノ・
サクソフォーン

3.

5. 4.

& w w w w w w w w
旋律A

122ボレロ_3.mus

& w w w w w w wb w
①の部分の旋法　ミクソリディア

122ボレロ_4.mus

& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
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①

②

③

④

Appreciation

p.50 教会旋法

トロンボーン
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モ
チ
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フ
と
表
題
の
関
わ
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を
意
識
し
て
聴
こ
う

吹
奏
楽

　「青い水平線」は，吹奏楽による音楽です。海を題材とした 3 楽章からなる作品ですが，全楽章は休みな
しで続けて演奏されます。それぞれの楽章には「光を放つ生き物」「クラーケンに挑む海獣」「シロナガスク
ジラ」と表題が付けられており，海とそこに生きるさまざまな生物が描かれています。三つの楽章を通して
どのような物語が繰り広げられているのか，想像を巡らせてみましょう。

フランコ・チェザリーニ（Franco Cesarini）

三つの交響的素描「青い水平線」Blue Horizons

　フランコ・チェザリーニ（1961 〜）はスイス出身の作曲家，指揮者，フルート奏者です。
「青い水平線」や交響詩「アルプスの詩」などの吹奏楽作品が知られています。「青い水
平線」は 2002 年に作曲されました。

第３楽章冒頭

Franco Cesarini

情景を思い浮かべながら聴こう

　ティンパニの膜面をゴム製のボールで擦る特殊奏法などを用いて，くじらの鳴き声を模
倣しています。

〈第２・３楽章〉

　ハープによる分散和音が繰り返され，く
じらのモチーフがクラリネットなどで演奏
されます。その後イングリッシュ・ホルン
やホルンにくじらのモチーフが引き継がれ
ていきます。

〈第３楽章〉

　大きさの異なる複数のベルを１本の軸に通した楽器，ベルツリーの印象的な音色ととも
に，オーボエとハープが上行音型を奏します。クラリネットの和音，そして弱音器を付け
た金管楽器の和音と，弓を用いて演奏されるヴァイブラフォーンなどの打楽器の響きが重
なり合い，「光を放つ生き物」を描写します。

〈第１楽章〉

& 44 œb œb œp

rall.
クラリネット１
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Largo e cantabile ( q» 50 )
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126青い水平線.mus
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126第３楽章冒頭

重要なモチーフは曲全体を通
して繰り返し現れるよ。
聴き比べて違いを味わって
みよう。

くじらのモチーフ（第２楽章冒頭）

　くじらをイメージした旋律「くじらのモチーフ」が，全体を通してさまざまな楽器で演
奏されます。半音階で上下行する動きと跳躍する動きが特徴的で，リズムの変化を伴いな
がらあちこちに現れます。

　この曲には，次のような音楽による描写が現れます。それぞれの特徴を捉えながら聴い
てみましょう。

〈第１〜３楽章〉

& 22 ‰ œ œb œ .œ> Jœb
f

オーボエなど

Allegro impetuoso（速く, 荒々しく）

‰ œ œb œ œ> œb œb ～

(  h  »  108  )

くじらが泳ぐ雄大なドラマ

くじらのモチーフ（第 3 楽章冒頭）

126

R4_Kyokasho_1nen_p96-127_CC2019.indd   126 2021/12/10   14:13

コラム column 吹奏楽の今昔
　吹奏楽の起源は中世ヨーロッパの軍楽隊にあるとい
われていますが，その後宮廷文化と結びつき， 18 世
紀には式典や祭礼に欠かせないものとなりました。19 
世紀になると管楽器が発達し，現在の編成に大きく近
づきます。19 世紀末にはアメリカやイギリスで多く
の吹奏楽作品が書かれるようになりました。現代の日
本においては学校の部活動や社会人バンド，プロの吹
奏楽団などの活動が盛んに行われています。

　海にすむさまざまな形や生態をもつ生き物たちが
光を放ちながら漂っています。そこへゆったりと大
きなくじらが泳いでやってきます。

　巨大なイカやタコの絵で描かれることが多い想像
上の怪物 クラーケンが，旧約聖書に登場する海獣 
リヴァイアサンに襲いかかります。

　静かな海の中を，大きなくじらが悠々と泳いでいきます。くじらは鳴き声とともに，静かな水平線のもとへ
と遠ざかっていきます。「ブルー・ホエール」は，シロナガスクジラを意味する言葉です。

第１楽章「光を放つ生き物」
Luminescent Creatures

第２楽章「クラーケンに挑む海獣」
Leviathan against Kraken

第３楽章「シロナガスクジラ」 The Blue Whale

Appreciation

東京佼成ウインドオーケストラ
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見出しやリード文が題材の内容を補足して、
聴きどころをより明確化します。

Appreciation

人気吹奏楽曲が描く雄大な情景を
イメージします。

p.126-	127　
三つの交響的素描「青い水平線」
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