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見出しやリード文が題材の内容
を補足して，鑑賞のポイントを
より明確化します。

掲載楽曲
【Review】

魔王（F. シューベルト） / 雅楽 越天楽
【日本の音楽】

雅楽「蘭陵王」 /  長唄「京鹿子娘道成寺」  / 尺八曲「巣鶴鈴慕」 / 
箏曲「千鳥の曲」 /  能「安宅」 /  （雅楽 双調 酒胡子《篳篥》）

【アジアの音楽】
モリンホール（馬頭琴）の音楽 /  アルフー（二胡）の音楽 / 中
部ジャワのガムラン / ケチャ / パンソリ / アリラン /  茉莉花（ま
つりか） / 布農族の合唱 / ケーンの音楽

【世界の音楽】
ホーミー / カッワーリー / ブルガリアの合唱 / イヌイットの喉遊
び歌 / シタールとタブラー / メヘテルハーネ / サントゥール / バ
グパイプ

【西洋音楽】
グレゴリオ聖歌 「パンジェ・リングァ」 / オルガヌム 「地上のす
べての国々は」（ペロタン） / ミサ・パンジェ・リングァからキ
リエ （J. デプレ） / 鳥の歌（C. ジャヌカン） / 春の夢（F. シュー
ベルト） / アヴェ・ヴェルム・コルプス（W.A. モーツァルト） 
/ タンブラン（J.P. ラモー） / プレリュード（J.S. バッハ） / ピ
アノ・ソナタ第 23 番「熱情」（L.v. ベートーヴェン） / 革命
（F. ショパン） / 鐘（F. リスト） / 喜びの島（C. ドビュッシー） 
/ 変奏曲（A. ヴェーベルン） / ピアノ・フェイズ（S. ライヒ） / 
24 の奇想曲（カプリス）から第 24 番（N. パガニーニ） / パガ
ニーニ大練習曲集（F. リスト） / パガニーニの主題による狂詩曲
（S. ラフマニノフ） / バレエ音楽「ボレロ」（M. ラヴェル） / 交
響曲第９番から第１楽章　 （L.v. ベートーヴェン） / 青い水平線
（F. チェザリーニ）

p.126-127　三つの交響的素描「青い水平線」

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〉

　ハープのアルペジオ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〉
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Allegro impetuoso（速く, 荒々しく）
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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
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p.122-123　ボレロでは，活躍する楽器を
登場順に紹介！

人気の吹奏楽曲を聴きながら，楽曲が描く
情景をイメージできるよう工夫した教材も！

Appreciation
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仏教伝来

古代尺八の
伝来

伎楽 (612)，
三国楽(5～7世紀)，
唐楽(7～9世紀)，
林邑楽と
渤海楽(8世紀)が伝来

雅楽の成立
散楽の伝来

東大寺大仏開眼法会 (752)

 

●箏の伝来 ●琵琶の伝来雅楽寮の制定
 (701)

琵琶法師の登場

平家の滅亡

観阿弥・世阿
弥の活躍

当道座の形成

声明の
印刷楽譜

（記譜法は
　博士　）

●平曲の原型

語り

 

一節切尺八
　　　の出現

筑紫箏の創始
秀吉や家康も
能・狂言を愛好

●

●

●

●

●

●

三味線の伝来

地歌

長唄
義太夫節

(1558~69 頃)

人形浄瑠璃と
歌舞伎の誕生につながる

雅楽局設置(1870)

宮内庁による公演
　　　　が始まる

国立劇場
で声明の
公演
    (1966) 国立能楽堂

開場(1983) 国立文楽劇場
開場(1984)

 

●都山流尺八
　　　成立

●普化尺八

●琴古流尺八
　　　 成立

 

普化宗の廃止

徳川幕府が
能を式楽化

竹本義太夫が
竹本座を創設
(1684)

文楽座の原型

黒御簾音楽の発達

出雲阿国が歌舞伎踊興行 (1603)
女歌舞伎の禁止(1629)

野郎歌舞伎が始まる
若衆歌舞伎の禁止(1652)

●

 
●山田流箏曲
　　の萌芽

三曲の活発化 三曲の活発化三曲の活発化

●生田流箏曲
創始(1695)

●八橋検校が
箏曲を創始

宮城道雄
新日本音楽運動

武満徹「ノヴェ
ンバー・ステッ
プス」
NY初演(1967)

●筑前琵琶成立

中国系と朝鮮系
に大別される

声明はさまざまな
日本音楽に影響を与えた

当道座の廃止

田楽の流行

猿楽の流行

常磐津節創始
(1747)

清元節創始

●津軽三味線創始

(1814)

うたまいのつかさ

薩摩琵琶誕生

浄瑠璃

御神楽が
恒例化される
　　　　(1002)

ひと よ  ぎり

人形浄瑠璃の誕生の
きっかけになった
芸能

⇨京の雅楽の衰退
応仁の乱 (1467~77 )

三方楽所の設置

雅楽研究が盛ん
　　　　 になる

古代

中世

近世

近代

大陸音楽の伝来

雅楽の発展

雅楽の衰退

天台声明
と真言声
明の伝来

雅楽の復興

能の大成

能の式楽化

能楽の源流

歌舞伎の萌芽

人形浄瑠璃
　　の創始

*1

*2

三線三弦 三味線

細棹：長唄などで使用
中棹：常磐津節，清元節，地歌などで使用
太棹：義太夫節，津軽三味線などで使用

三味線の種類

　日本の自然が織りなす音環境は，音に対す
る人々の繊細かつ鋭敏な感性を磨

みが

き上げ，日
本の音楽文化の基礎を形成したと考えられる。
弥生時代の頃より，撥

はつ

絃楽器のコトが出現し，
コトの伴奏のもと
に各地で歌や舞が
盛んに行われた様
子がうかがわれる。
このコトは後の和

わ

琴
ごん

へとつながる。そ
の他，石

いし

笛
ぶえ
（いわぶ

えともいう），銅
どう

鐸
たく

な
ども出土している。 和琴

（浜松市楽器博物館所蔵）

板作りのコト
（静岡市登呂遺跡出土）

日本音楽の始まり
日本音楽の流れ

雅楽 箏声明 琵琶 能尺八

人形浄瑠璃 三味線 歌舞伎

影響，関連 現代使われている楽器の流れ

日本古来のものと大陸から伝来したものとが混ざり合い，日本の音楽は
独自の発展を遂げました。その歴史をたどってみましょう。

日　本
音楽史
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雅楽の発展

雅楽の衰退

天台声明
と真言声
明の伝来

雅楽の復興

能の大成

能の式楽化

能楽の源流
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人形浄瑠璃
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*1

*2

板作りのコト
（静岡市登呂遺跡出土）

大陸音楽の伝来 
　古代国家が誕生すると，宮廷儀礼に用い
るために各地方の歌舞が集められるととも
に，飛鳥時代から平安時代初期にかけて伎

ぎ

楽
がく
（無言の仮面音楽劇），三

さん
国
ごく

楽
がく
（百

く だ ら

済楽
がく

，
新
しら

羅
ぎ

楽
がく

，高
こ

麗
ま

楽
がく

）や渤
ぼっ

海
かい

楽
がく

，中国大陸系の唐
とう

楽
がく

や林
りん

邑
ゆう

楽
がく

など
の楽

がく
舞
ぶ
（楽器の演奏や舞）が積極的に取り入れられた。それ

らの楽舞は，体系だった旋律やリズムの組織をもち，管絃打
からなる多数の楽器が用いられた。外来の楽舞は，在来の歌
舞とともに当初雅

うたまいのつかさ
楽寮*3で管理された。

大陸音楽の日本化と発展 
　平安時代になると外来の楽舞は宮廷社会に浸透し，漢

かん

詩
し

や
和
わ

歌
か

とならぶ貴族の教養の一つに数えられるようになった。
この時代に舞

ぶ
楽
がく
（器楽伴奏による舞）は，由来によって左

さ

方
ほう

（中
国系），右

う

方
ほう

（朝鮮系）に分けられ，特定の演目を組み合わせ
る番

つがい
舞
まい

*4と呼ばれる上演形態が確立した。舞を伴わない器楽
合奏である管

かん
絃
げん

も，御
ぎょ

遊
ゆう

*5という宮中の催しで盛んに演奏さ
れた。宮廷歌謡も発達し，諸国の民謡などを大陸ふうの旋律
に編曲した催

さい
馬
ば

楽
ら

，漢詩文の一部に節をつけて吟
ぎん

唱
しょう

する朗
ろう

詠
えい

などが歌われた。在来の歌舞は再編され，宮廷神
かぐ

楽
ら

として御
み

神
かぐ

楽
ら

が完成し，東
とう

国
ごく

（現在の東海地方から関東地方辺り）の

声明とその影響 
　仏教伝来以後，仏教儀礼に伴う声楽や鳴

ならし
物
もの

*6も徐々にもた
らされた。法

ほう
会
え

*7で僧
そう

侶
りょ

が唱える声楽は，声
しょう

明
みょう

と呼ばれ，円
えん

仁
にん

が天
てん

台
だい

声明，空
くう

海
かい

が真
しん

言
ごん

声明を中国より伝えた。
　平安後期に至ると，宮廷音楽が仏教儀礼にも盛んに取り入
れられるようになる。仏教儀礼においては声明と雅楽が組み
合わされ，独特の壮麗な音響を作り上げた。舞楽を伴う舞楽
法
ほう

要
よう

*8や管絃を用いる管絃講
こう

*9などがその代表例である。
　仏教の隆盛と普及に伴って，声

こえ
技
わざ
（読経，歌謡や語りなど）

に秀
ひい

でた僧侶も現れる。声明独特の記譜法が発達し，和
わ

讃
さん

*10，
講
こう

式
しき

*11など日本語による声明も誕生した。講式は，語りの芸

歌舞に由来する東
あずま

遊
あそび

なども行われた。これらの歌舞は現在，
国風歌舞と呼ばれる。枕

まくらの

草
そう

子
し

や源氏物語などの王朝文学が
書かれた平安中期は宮廷音楽の最盛期であり，これらの楽舞
や歌舞の様子が書物などに詳細に描かれている。こうした平
安時代の宮廷音楽は今日雅

が
楽
がく

と総称される。

演奏形態
歌 舞 器楽

国風歌舞 神楽歌，東遊など ◯ ◯ ◯

外来系 唐楽
管絃 × × ◯

舞楽 × ◯ ◯
高麗楽

歌謡 催馬楽，朗詠など ◯ × ◯

現在における雅楽の分類

管絃の遊び  住吉物語絵巻 断簡（東京国立博物館所蔵）

の発達に影響を与えた。念仏*12には多彩な旋律がつ
けられ，踊りとも結びつき，民俗芸能や盆踊りなどに
多くの影響を残した。寺院の法会の終了後には，延

えん
年
ねん

と呼ばれる種々の芸能を取り込んだ行事も盛んに催さ
れた。延年では，舞楽，管絃，稚

ち
児
ご

舞
まい

*13，風
ふ

流
りゅう

*14と
呼ばれる一種の劇，歌舞などが，遊

ゆう

僧
そう

という芸達者の
僧侶らによって行われた。

 ⁂用語集
*1 声明の印刷楽譜：声明集 文明４（1472）年。世界で最も

古い可能性がある印刷楽譜で，「博士」と呼ばれる記譜法
で書かれている。

*2 博士：声明で用いられる楽譜。線の向きや，音型を視覚化
した記譜法を用いる。

*3 雅楽寮：古代に宮廷の音楽を掌った官司。日本古来の歌舞
と外来の楽舞を扱い，双方の教習や儀式での演奏を担った。

*4 番舞：似た舞姿の左方の舞と右方の舞を組み合わせたもの。
「蘭陵王」と「納曽利」などが代表的な組み合わせである。

*5 御遊：天皇や上皇の主催で行われた管絃の遊びの催し。儀
礼的なものから私的なものまでさまざまな機会に行われた。

*6 鳴物：さまざまな合図や読経の伴奏などに用いられる。木
魚や双

そう

盤
ばん

など。
*7 法会：仏法を説いたり，供養したりする集まり。

*8 舞楽法要：舞楽を取り入れた法要。現在も，大阪四天王寺
の聖霊会などで行われている。

*9 管絃講：管絃を用いた講式。
*10 和讃：日本語で作られた，仏，菩薩，仏教の教え，高僧

の徳などを讃歎した歌謡。七五調でつくられたものが多い。
*11 講式：仏，菩薩，高僧の功績などをたたえる語り物で，

独特の節を付けて唱えられる。鎌倉時代に盛んにつくら
れた。

*12 念仏：仏を念ずるのが原義だが，実際には仏の名（特に，
阿弥陀仏）を称える称名念仏が広まった。

*13 稚児舞：子どもの演じる舞。
*14 風流：装飾や意匠を凝らした作り物，またそれが加わっ

ている囃子物，舞踊。

大陸音楽
の流入と
貴族社会

97

p.101 舞楽，p.100 管絃

雅楽を読み解くキーワード
p.101 

古　　代
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物語と音楽との関わりに注目しよう

登
場
人
物
の
心
情
と
音
楽
の
関
わ
り
を
味
わ
お
う

オ
ペ
ラ

　「魔笛」は，ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
Wolfgang Amadeus Mozart（1756〜91）が作曲した最後の
オペラです。作曲時期は1791年頃で，初演は同年の９月
30日です。ドイツ語によるジングシュピール（歌芝居）で，
オペラの特徴であるアリア，レチタティーヴォの他に，旋
律の付かない台詞も含まれています。当時，魔法をテーマ
にしたり，機械仕掛けや小道具，アクロバットなどを盛り込

んだりした作品の流行を背景に，「魔笛」は誕生しました。
　この「魔笛」にはさまざまなテーマが含まれており，「昼
と夜」「男性と女性」「理性と感情」など，対立するものを扱っ
ている側面があります。台本は興行主のエマヌエル・シカ
ネーダー Emanuel Schikaneder（1751〜1812）で，自身も
パパゲーノ役で出演しました。

1

2

3

4

　タミーノとパパゲーノ（鳥刺し男）は，夜の女王からの頼
みで，女王の娘のパミーナを助けに行くことになる。旅の助
けとしてタミーノは魔笛を，パパゲーノは魔法の鈴を授かる。

　パミーナはザラストロによって閉じ込められていた。パ
パゲーノが見つけて連れ出すが捕まってしまう。実は，徳
の高いザラストロが，欲にかられた夜の女王からパミーナ
を守っていたのだった。ザラストロの命令で，タミーノと
パパゲーノは試練を受けることになる。

　パミーナが部屋に一人でいると夜の女王が現れて，身の
危険を案じてザラストロを殺すよう命じる。しかしザラス
トロは，悩み苦しむパミーナや自分を憎んでいる女王をも
許す。

　タミーノは沈黙を貫き試練を終える。パパゲーノは途中
ではぐれ絶望するも，パパゲーナという恋人と結ばれる。
最後に夜の女王がザラストロを襲おうとするが失敗に終わる。
タミーノとパミーナは結ばれ，皆に祝福されて幕を閉じる。

♪俺は鳥刺し（パパゲーノ）
　パパゲーノが登場シーンで身の上を歌う。
♪地獄の復讐が胸にたぎる（夜の女王）
　復讐に燃える女王がパミーナに迫る。
♪ああ感じるわ 消え去ってしまったのね！（パミーナ）
　沈黙を貫くタミーノに対する悲しみを歌い上げる。
♪恋人か女房が（パパゲーノ）
　相手が欲しいという素直な気持ちを陽気に歌う。

魔笛と魔法の鈴の音色は実際に
オーケストラが演奏しているよ。
何の楽器かな？

主な登場人物

夜の女王ザラストロ

モノスタトス

パパゲーノ

タミーノ

一目惚れ

試練

主従 主従

対立

旅の仲間

母娘

パミーナ 侍女

聴きどころ♪

「夜の女王のアリア」は特に有名です。
コロラトゥーラと呼ばれる技巧的で装飾を
多用した旋律が現れます。

主な登場人物

「魔笛」（W.A.モーツァルト）プラハ国立劇場日本公演

p.134
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ス
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ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

　「オペラ座の怪人」は，作曲家アンドリュー・ ロイド＝
ウェッバー Andrew Lloyd Webber（1948〜）のミュージカ
ルとして1986年にイギリスで公開され，2004年に映画化
されました。フランスの推理作家ガストン・ルルー Gaston 
Leroux（1868〜1927）の小説が原作です。2011年には25周
年を記念してロンドンのロイヤル・アルバート・ホールに

おいて，オーケストラとキャスト総勢200名以上の出演者
を配した壮大なスケールの舞台が実現しました。19世紀
末のパリ・オペラ座に住みついた怪人（ファントム）と，怪
人に音楽の才能を見出されたクリスティーヌとの間にある
葛藤を，壮麗な楽曲にのせて描いています。

1

2

3

　クリスティーヌは，オペラ座の怪人に音楽を習っている。
怪人はクリスティーヌに恋をし，彼女をスターダムに押し
上げようとする。しかし，手塩にかけて育てたクリスティー
ヌは幼馴染のラウルと恋仲になってしまう。怪人はラウル
に嫉妬し，復讐を誓う。

　オペラ開演中に，怪人は男性の主役歌手とすり替わり，
主役のクリスティーヌと二重唱を歌う。ラウルたちが怪人
を捕まえようとするが，その手をすり抜けて怪人は彼女を
地下の隠れ家に連れ去る。

　怪人は，追ってきたラウルを捕え人質とし，クリスティー
ヌに自分への愛を要求する。怪人の願いに対して，クリス
ティーヌは怪人の傷痕を愛でるようにキスをする。怪人は
複雑な思いのなかで二人を解放する。涙する怪人は「夜の
音楽」を歌い，マントを被る。

♪音楽の天使 Angel of Music
　音楽の先生に憧れる気持ちを表した曲。
♪オペラ座の怪人 The Phantom of the Opera
　作品を代表する曲。怪人とクリスティーヌが歌う。
♪夜の音楽 The Music of the Night 
　怪人の秘やかな思いが歌われる。
♪もう一度姿を現して Wishing You Were Somehow Here Again 
　怪人との関係に苦悩するクリスティーヌが亡父に呼びかける。

この作品は1988年のトニー賞で
７部門*を受賞しているよ。

聴きどころ♪

主な登場人物

怪人（ファントム）

マダム・ジリー

メグ・ジリー

ラウル クリスティーヌ・ダーエ

カルロッタ

支配人
オペラ座に住む謎多き人物

オペラ座の新しいオーナー

クリスティーヌの
幼馴染

オペラ座のプリマドンナ

ファントムに歌を教わる

友人

？

クリスティーヌと仲のいい友人

オペラ座の踊り子に
バレエを教える

これらの曲はどんな場面
で歌われているかな？
何度も歌われる曲もある
よ。

*7部門… 作品賞，主演男優賞，助演
女優賞，装置デザイン賞，
衣装デザイン賞，照明デザ
イン賞，演出賞

主な登場人物

「オペラ座の怪人」（A.ロイド＝ウェッバー）

p.136
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7

総合芸術とその音楽の魅力を，鑑賞
と歌唱教材を通して体験します。

日本音楽史と西洋音楽史は，

図表や写真を用いて視覚的に

捉えられるよう工夫しました。

音楽史

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〉

　ハープのアルペジオ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
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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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オペラやミュージカルをはじめ，さまざまな地域

で伝承されてきた劇音楽，映画やゲーム
の音楽など，多種多様な総合芸術を紹介
しています！

p.130　オペラ「魔笛」
p.131　ミュージカル

 「オペラ座の怪人」

掲載作品・楽曲
【鑑賞】　

魔笛（W.A. モーツァルト） / オペラ座の怪人（A. ロ
イド＝ウェッバー） / 勧進帳  / 国性爺合戦

【歌唱】
Ein Mädchen oder Weibchen （ 恋 人 か 女 房 が ） 
/ Ombra mai fù（ な つ か し い 木 陰 よ ） / Air de 
toréador （ 闘 牛 士 の 歌 ） / Wishing you were 
somehow here again  （ も う 一 度 姿 を 現 し て ） / 
The sound of music / Tonight / Tomorrow

日本音楽史 … p.96-99
西洋音楽史 … p.108-113
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