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青空へのぼろう

■ 拍
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言
葉
の
リ
ズ
ム
や
、
繰く

り
返
さ
れ
る
旋せ

ん

律り
つ

を
意
識
し
て
歌
お
う
。

歌
詞
の
内
容
を
感
じ
取
っ
て
歌
お
う
。

二分休符
ふ

一
　 

み
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こ
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続
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わ
せ
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お
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お
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の
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響
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こ
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み
ん
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で
歌
お
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声
合
わ
せ
歌
お
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青
空
で
　
歌
お
う
よ

テヌート

歌
詞
の
内
容
を
生
か
し
て

（
二
つ
の
声
部
を
一い
っ

緒し
ょ

に
記き

譜ふ

す
る
場
合
、
テ
ヌ
ー
ト
や
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
の
記
号
は
、
こ
の
楽
譜
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）

平成20年３月に公示された学習指導要領が，平成24年４月から全面実施となります。
これに合わせて教育出版の中学校用教科書「音楽のおくりもの」も一新します。
編集部一同，先生方がお授業で使いやすく，そして，ご指導と評価が一体となる
教科書づくりはもとより，生徒が楽しく学習を積み重ねられるように心がけました。

Spire_M 2011年春号では，新しい「音楽のおくりもの」の特色をクローズアップします。

判型は AB変型を採用（これまでより見開きあたり横幅を約 5.5cm拡大）。
それを生かして，楽譜や写真，その他の必要な情報を見やすく掲載しています。

1年p.4
「青空へのぼろう」

くっきりと見やすい音符と歌詞

中学校で学習する〔共
通事項〕（１）ーイで示
されている用語や記号

学習目標を焦点化した『題材』と，〔共通事項〕（１）ー
アと指導事項から導いた具体的な『活動のポイント』

音楽のおくりもの
中学音楽・器楽

レイアウトをリニューアルしました

題材に関連した
教材・資料ページ

2



東
とう

京
きょう

都
と

交
こう

響
きょう

楽
がく

団
だん

メンバーによる弦
げん

楽
がく

アンサンブル

　　楽曲について

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ

1678

1741

それぞれのソネットが描
えが

く情景を，音楽がどのように表し

ているか，聴き取ったことや感じ取ったことをまとめてお

きましょう。

全体をとおして聴いて，自分がこの曲でいちばんおもしろいと感じた部分を，

みんなに紹
しょう

介
かい

する文章を書いてみよう。

　この曲は，「四季」（春，夏，秋，冬）

の中の「春」の第 1楽章です。それぞ

れの曲には，ソネットという短い形の詩

が付けられ，自然の様子やそこで起こっ

たことなどが，音楽によって表現されて

います。

　バロック時代に多く用いられた，全合奏の部分と独奏ヴァイオリンの部分が交
こう

互
ご

に現れる，

リトルネッロ形式によってつくられています。

（トゥッティ） （ソロ）

全合奏 全合奏独奏 独奏

リトルネッロ形式

33

古
代

中
世

ル
ネ
サ
ン
ス

バ
ロ
ッ
ク

古
典
派

ロ
マ
ン
派

近
代
・
現
代

日

西

本

洋

世紀 B.C. A.D.1～3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

古代

縄
じょう

文
もん

・弥
やよ い

生

中世

古
こ

墳
ふん

（大
やま と

和） （飛
あすか

鳥） 奈
な

良
ら

平
へい

安
あん

鎌
かま

倉
くら

南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

戦
せん

国
ごく

室
むろ

町
まち

安
あ

土
づち

桃
もも

山
やま

江
え

戸
ど

ルネサンス バロック

●古
こ

墳
ふん

がつくられ始める
　（3世紀後半～4世紀）

●大化の改新（645）
●元
げん

寇
こう

（1274，1281）

●関ヶ原の戦いが起こる（1600）

●徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

 江
え

戸
ど

幕府を開く（1603） ●鎖
さ

国
こく

の完成（1639）

　遺
い

跡
せき

から出土した楽器や歴史書「古事記」などの記述から，縄
じょう

文
もん

・弥
やよい

生～
古墳時代に日本固有の音楽が存在していたことが推測できる。
　5世紀中ごろからアジア各地の音楽の伝来が始まる。

●「古事記」（712）

　室
むろ

町
まち

時代には観
かん

阿
あ

弥
み

・世
ぜ

阿
あ

弥
み

親子の手で能が大成。江戸時代に入る

と歌
か

舞
ぶ

伎
き

が生まれ，現代につながる箏
そう

曲
きょく

が八
やつ

橋
はし

検
けん

校
ぎょう

によって始まっ

たほか，虚
こ

無
む

僧
そう

が吹く尺
しゃく

八
はち

の音楽も生まれた。

●出
いず

雲
も

のお国
くに

，歌舞伎踊
おど

りを始める

● 竹本義太夫が人
形浄
じょう

瑠
る

璃
り

（現在
の文
ぶん

楽
らく

）の劇場，
竹本座を創設。

●現代に通じる尺八の誕生

この時代の音楽家たち
八橋検校（1614～1685），竹

たけ

本
もと

義
ぎ

太
だ

夫
ゆう

（1651～1714），生
いく

田
た

検校（1656～1715）

八橋検校
虚無僧

　今
こん

日
にち

の西洋音楽の起源は，古代ギリシャ・ローマに
あるといえる。ギリシャの学者たちは音楽理論を展開
し，教育における音楽の役割について考え，ローマ人
たちがそれらを受け継

つ

いだのだ。当時の音楽は残存し
ないが，遺物や壁

へき

画
が

などから様子を推測できる。

　中世のローマ教
きょう

皇
こう

グレゴリウスの名にちなんだ
グレゴリオ聖歌の特

とく

徴
ちょう

は，拍
はく

節
せつ

的でないリズム，
単
たん

旋
せん

律
りつ

，教会旋
せん

法
ぽう

に基
もと

づく，などで，ネウマ譜
ふ

という
楽譜に記された。西洋の多声音楽はグレゴリオ聖歌に
第２声部を付け加えることから始まった。

●ピタゴラスの音律法 ●グレゴリオ聖歌に第２声部が
　付け加えられる

●ノートル・ダム
　楽派の多声音楽
　が栄える

●フランスでアルス・ノヴァ（新しい技法）という
　音楽の革新が起こる。多声世

せ

俗
ぞく

音楽が盛
さか

んになる。

　ルネサンスのころには，多声音楽が発達を続け，対
たい

位
い

法
ほう

が完成。楽譜印刷の発明，宮
きゅう

廷
てい

音楽の発展，諸芸
術の豊かな保護などによって，音楽は高度な芸術の一
つとして認

にん

識
しき

された。

●オペラの誕生 ●最初の公開のオペラハウス サン・
　カッシアーノ劇場が開場

　バロックのころにはオペラが誕生した。また，器楽曲
が多くつくられるようになり，独奏楽器（または独奏楽
器群）と合奏からなる協奏曲が成立し発展した。対比と
豊かな装

そう

飾
しょく

に満ちた作品が多数残された時代である。

16 世紀初頭にかかれたレオナルド・ダ・ヴィンチの
代表作「モナ・リザ」

15世紀初頭に書かれた
多声世

せ

俗
ぞく

音楽の楽譜

17世紀の楽譜 当時のチェンバロ

ことを弾
ひ

くはにわ 伎
ぎ

楽
がく

奉
ほう

納
のう

（奈
な

良
ら

県 薬
やく

師
し

寺
じ

）
奈良時代に伝来した螺

ら

鈿
でん

紫
し

檀
たんのご

五絃
げん

琵
び

琶
わ

（正
しょう

倉
そう

院
いん

宝
ほう

物
もつ

） 能「羽
は

衣
ごろも

」

●伎楽伝来
●雅
うたまいのつかさ

楽 寮（音楽の役所兼
けん

教育機関）設置
●雅

が

楽
がく

の日本化が進む 平
へい

曲
きょく

（平
へい

家
け

琵
び

琶
わ

）の成立● ●能楽の大成 ●三
しゃ

味
み

線
せん

の伝来 生田検校が生田流箏曲を創始●

●ローマ帝
てい

国
こく

が成立する（B.C.27） ●フランク王国が成立する（486）

●フランク王国が三つに分かれる。フランス，
　ドイツ，イタリアのおこり（870）

●十字軍始まる
　（1096～1270）

「笛を吹
ふ

く女」（B.C.5 世紀ギリシャ，
ルドヴィシの玉座の一部）

教皇グレゴリウス１世（590～604に在位） 12世紀の楽譜

●「東
とう

方
ほう

見
けん

聞
ぶん

録
ろく

」 マルコ＝ポーロ（1299）
●コロンブスが西インド諸島に着く（1492）

●イギリスが東インド会社を設立（1600）

作曲家：ヴィヴァルディ（1678～1741，イタリア），バッハ（1685～
1750，ドイツ），ヘンデル（1685～1759，ドイツ～イギリス）

作曲家：ジョスカン・デプレ（1440ごろ～1521，フランス），パレ
ストリーナ（1525～1594，イタリア）

日
本
と
西
洋
の
音
楽
の
歩
み

50 51

■ 反復

■ 速度や速度の変化

■ 音高の変化

■ 強弱

■ 奏法

（フラット）

半音下げる

（シャープ）

半音上げる

（ナチュラル）

変化した音を元に戻す

臨時記号はその小節の範囲で有効

調号は曲の終わり，または調号が変わるまで有効

はん  い

もど

速くやや速く中ぐらいの
速さで

ゆっくり
歩くような速さで

accel.  （アッチェレランド）……………だんだん速く
[accelerandoの略]

rit. （リタルダンド）……………………だんだん遅く
[ritardandoの略]

a tempo （ア・テンポ）………………もとの速さで

allargando（アッラルガンド）………強くしながら
 だんだん遅く

おそ

…　を１分間に96打つ速さを示す

（アレグロ）
Allegro

（アレグレット）
Allegretto

（モデラート）
Moderato

（アンダンテ）
Andante

cr
[c

de
[d

di
[d

po
（ポ

（フ

（ピアニッシモ）

とても弱く

（

（

（

（

（

（

（
　　

（legato

数字は演奏順序

リピート

1番かっこ
2番かっこ

ダ・カーポ

フィーネ

ダル・セーニョ

コーダ

（最初へ

（ から

希望という名の花を

  p.74

28 29

主
旋せ
ん

律り
つ

の
表
れ
方
を
確
か
め
、
歌
詞
の
内
容
を
感
じ
取
っ
て
合
わ
せ
て
歌
お
う
。

速
度
や
強
弱
の
設
定
を
確
か
め
、
全
体
の
響
き
を
感
じ
取
っ
て
表
現
を
工く

夫ふ
う

し
よ
う
。

リタルダンド

（モルト）…非常に　　 （メーノ・モッソ）…今までより遅く

全
体
の
響ひ
び

き
を
生
か
し
て

今までの「音楽のおくりもの」にはなかった新しい試みの一部をご紹介します。

鑑賞教材

1年p.28　「希望という名の花を」

各学年 p.74に掲載した楽典の，折込み部分を開いたままでご使用いただくと，中学
校で新しく習う用語や記号の意味を主体的に確認することができます。

我が国の伝統音楽の理
解を基盤とすることに
配慮し，上段を日本音
楽，下段を西洋音楽の
コンテンツにしました。
各学年で示した「音楽
史ナビ」はここに集約
されます。

2・3年下p.50
「日本と西洋の音楽の歩み」

1年p.33　「春」から 第１楽章

作曲者と音楽史（または歴史）
的な背景が簡潔にわかる「音
楽史ナビ」を新設

聴き取ったことや感じ取った
ことをまとめるためのヒント
となる「投げかけの言葉」や，
自分なりの価値を言葉で伝え
るコーナー 

生徒が主体的に取り組める工夫をしました

楽　典

音楽史

Spire_M 2011 Spring    3



夏
の
思
い
出

［作詞］

江
え

間
ま

 章
しょう

子
こ

［1913-2005］

　詩人。新潟県生まれ。
1930年（昭和5年），県立
静
しず

岡
おか

高等女学校を卒業。深
ふか

尾
お

須
す

磨
ま

子
こ

に詩を学ぶ。詩集
「イラク紀行」などのほか，
「花の街」「夏の思い出」は
歌曲として有名である。

［作曲］

中
なか

田
だ

 喜
よし

直
なお

［1923-2000］

　作曲家。東
とう

京
きょう

都生まれ。
1943年（昭和18年），東
京音楽学校（現在の東京芸
術大学）を卒業。歌曲，合
唱曲など多数の作品がある。
「早

そう

春
しゅん

賦
ふ

」の作曲者として知
られている中

なか

田
だ

章
あきら

は彼の父。

　　作者について

　この
曲は，

昭和2
4年，

NHKの
ラジ

オ歌謡
として

作曲し
，放送

されま
した。

日本語
は，抑

揚が大
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
田 喜直

）

か よう

しょう
わ

よくよ
う

なか だ
よしな

お

新潟県
にいがた

ふくしま

ぐんま

福島県

群馬県

野の小径水芭蕉石楠花浮き島

尾
瀬
…
群
馬
、
福
島
、
新
潟
三
県
に
ま
た
が
る

　
　
　
日
本
有
数
の
湿し
つ

原げ
ん

地
帯

石
楠
花
色
…
淡た
ん

紅こ
う

色

浮
き
島
…
湖こ

沼
し
ょ
う

に
浮
か
ん
で
動
く
植
物
や
泥ど
ろ

　
　
　
　
な
ど
で
で
き
た
島
状
の
も
の

NHKの
ラジ

　ふっと目に浮かんだのが水芭蕉がいっぱい咲

いている風景でした。（群馬県の）沼田から片品

へ行って，片品の戸倉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。（江間 章子）
「唱歌のふるさと うみ」 から

ぐん ま けん

う

みず ば

さ

しょう

ぬま た
かた

くらと

え ま しょうこ

しな

尾瀬ヶ原の位置
16 17

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

花

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。

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

う
ら
ら
…
空
が
晴
れ
て
日
が
明
る
く
照
っ
て
い
る
さ
ま

櫂
…
水
を
か
い
て
船
を
進
め
る
道
具

た
と
う
べ
き
…
た
と
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か

見
ず
や
…
見
て
ご
ら
ん
　

あ
け
ぼ
の
…
明
け
が
た

の
べ
て
…
伸の

ば
し
て

錦
お
り
な
す
…
美
し
い
織
物
の
よ
う
に
見
え
る

く
る
れ
ば
…
日
が
暮
れ
る
と

お
ぼ
ろ
月
…
ぼ
ん
や
り
と
か
す
ん
だ
光
の
薄う
す

い
月

げ
に
…
本
当
に

一
刻
も
千
金
…
ひ
と
と
き
さ
え
も
と
て
も
価
値
の
あ
る

隅田川（東
とう

京
きょう

都）

4

日本の四季や自然の美しさを感じ取れる写真と，具体的な資料として
参照できる写真を精選しました。また，作者が語った作品への思い
（A Message for You）も適宜掲載しました。

2・3年下p.4　「花」

1年p.20
「赤とんぼ」

1年p.16　「夏の思い出」

明治時代に江戸幕府最後の将軍，徳川
慶喜の関係者が撮影したとされる隅田
川と桜

作詞者　三木露風の言葉

尾瀬ケ原の位置がひと目でわかる地図

尾瀬のイメージを
ふくらます，浮き
島，石楠花，水芭蕉，
野の小径の写真

風）き日の三木露風」から

　これは，私
の小さい時

の思い出で
ある。「赤と

んぼ」

を作ったのは
大正十年で

，所は北海道
函館付近のト

ラ

ピスト修道
院において

であった。
ある日午後

四時ごろ

に，窓の外
を見て，ふ

と目につい
たのは，赤

とんぼで

あった。静
かな空気と

光の中に，
竿の先に，

じっと止

まっている
のであった

。それが，か
なり長い間

，飛び

去ろうとしな
い。私は，そ

れを見ていた
。

　（自分がま
だ幼かった

ころ）家で
頼んだ子守

娘がい

た。その娘
が，私を背

負っていた
。西の山の

上に，夕

焼けしてい
た。草の広

場に，赤と
んぼが飛ん

でいた。

それを背負
われている

私は見た。
そのことを

覚えてい

る。北海道で
，赤とんぼを

見て，思い出
したことであ

る。

だいぶ大き
くなったの

で，子守娘
は，里へ帰

った。ち

らと聞いた
のは，嫁に

いったとい
うことであ

る。山の

畑というのは
，私の家の北

の方の畑であ
る。（三木 露

風）

たいしょう

ほっかいどう
はこだて

さお

たの

み き ろ ふう

こ もりむすめ

よめ

［作詞］  三
み

木
き

 露
ろ

風
ふう

［1889-1964］

　詩人。兵
ひょう

庫
ご

県生まれ。本名は操
みさお

。
1907年（明

めい

治
じ

40年），早
わ

稲
せ

田
だ

大学
に入学。後に慶

けい

応
お う

義
ぎ

塾
じゅく

大学に転学。
1909年（明治42年）に刊行した
詩集「廃

はい

園
え ん

」が，同年に出された
北
きた

原
は ら

白
は く

秋
しゅう

の「邪
じゃ

宗
しゅう

門
も ん

」とともに高
く評価される。児童詩や童

どう

謡
よ う

も多
く残した。

［作曲］  山
やま

田
だ

 耕
こう

筰
さく

［1886-1965］

　作曲家，指揮者。東
とう

京
きょう

都生まれ。
1908年（明治41年），東京音楽学校
（現在の東京芸術大学）の声楽科を卒
業。1910年（明治43年）から3年あ
まり，ドイツのベルリンで作曲や音楽
理論を学び，交

こう

響
きょう

曲
きょく

やオペラの創作
を開始する。歌曲など約1600曲（編
曲を含む）の作品を残した。

一
　
夕
や
け
小
や
け
の

　
　
赤
と
ん
ぼ

　
　
負お

わ
れ
て
見
た
の
は

　
　
い
つ
の
日
か

二
　
山
の
畑
の

　
　
桑く

わ

の
実
を

　
　
小こ

籠か
ご

に
摘つ

ん
だ
は

　
　
ま
ぼ
ろ
し
か

三
　
十
五
で
姐ね

え

や
は

　
　
嫁よ

め

に
行
き

　
　
お
里
の
た
よ
り
も

　
　
絶
え
は
て
た

四
　
夕
や
け
小
や
け
の

　
　
赤
と
ん
ぼ

　
　
と
ま
っ
て
い
る
よ

　
　
竿さ

お

の
先

負
わ
れ
て
…
背
負
わ
れ
て

桑の実

赤とんぼ

作者について

20

拍ひ
ょ
う

子し

や
速
度
な
ど
が
生
み
出
す
雰ふ

ん

囲い

気き

を
味
わ
い
な
が
ら
歌
お
う
。

歌
詞
の
内
容
を
味
わ
い
、
日
本
語
の
美
し
い
響
き
を
生
か
し
て
表
現
し
よ
う
。

日
本
語
の
響ひ

び

き
を

大
切
に
し
た
歌

き日の三木露風」か

　これは，私
の小さい時

の思い出で
ある。「赤と

んぼ」

を作ったのは
大正十年で

，所は北海道
函館付近のト

ラ

ピスト修道
院において

であった。
ある日午後

四時ごろ

に，窓の外
を見て，ふ

と目につい
たのは，赤

とんぼで

あった。静
かな空気と

光の中に，
竿の先に，

じっと止

まっている
のであった

。それが，か
なり長い間

，飛び

去ろうとしな
い。私は，そ

れを見ていた
。

　（自分がま
だ幼かった

ころ）家で
頼んだ子守

娘がい

た。その娘
が，私を背

負っていた
。西の山の

上に，夕

焼けしてい
た。草の広

場に，赤と
んぼが飛ん

でいた。

それを背負
われている

私は見た。
そのことを

覚えてい

る。北海道で
，赤とんぼを

見て，思い出
したことであ

る。

だいぶ大き
くなったの

で，子守娘
は，里へ帰

った。ち

らと聞いた
のは，嫁に

いったとい
うことであ

る。山の

畑というのは
，私の家の北

の方の畑であ
る。（三木 露

風）

「若き日の三
木露風」から

たいしょう

ほっかいどう
はこだて

さお

たの

み き ろ ふう

こ もりむすめ

よめ

う
。

授業に役立つ資料を充実させました

歌唱
共通教材
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Strings Woodwind

オーケストラの楽器  p.28，p.36，p.38

　ヴァイオリンは擦
さつ

弦
げん

楽
がっ

器
き

（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。

　初期のフルートは木製で構
造も単純でしたが，現在は金
属製の楽器が広く使われてい
ます。

　ピッコロはフルートより
1オクターヴ高い音が出ます。

　金属製ですがクラリネットの
ようにリードを用いて発音する
ので木管楽器に属します。ムソ
ルグスキー作曲，ラヴェル編曲 
組曲「展覧会の絵」第 2曲 古城
などで使用されます。

　イングリッシュホルンは
オーボエより大きく，より低
い音が出ます。

　クラリネットは，リードを
締
し

め金具でマウスピースに固
定して発音します。

　オーボエとイングリッシュ
ホルンは，2枚のリードを振
動させて発音します。

　ファゴットは，管が折りたたまれた
ような形をしています。2枚のリード
を振

しん

動
どう

させて発音します。

　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

い

子
す

に腰
こし

かけて演奏
します。

　オーケストラなどで用いられるハー
プには 46 ～ 47 本の弦が張られ，弦
の音高を変化させるためのペダルが七
つあります。ハープはリムスキー・コ
ルサコフ作曲 交

こう

響
きょう

組
くみ

曲
きょく

「シェエラ
ザード」（p.36）などで使用されます。

　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，
座面の高い椅子に浅く腰か
けて弾

ひ

きます。

　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。

ヴァイオリン

フルート

ピッコロ

サクソフォーン

イングリッシュホルン

クラリネット

オーボエ

ファゴット

ヴィオラ

チェロ

ハープ
コントラバス

弦楽器 木管楽器

君
が
代
は

千
代
に
八
千
代
に

さ
ざ
れ
石
の

い
わ
お
と
な
り
て

こ
け
の
む
す
ま
で

君が代

73

歌詞の大意…細
さざれ

石
いし

が集まりやがて大きな岩となり　その上を苔
こけ

が一面におおうほどの永
なが

きにわたり　日本の平和と繁
はん

栄
えい

が末永く続くことを願う

Brass
Percussion

　トロンボーンは，15 世紀には，
スライドのついた現在の形ができ
あがっていたといわれています。

　オーケストラや吹
すい

奏
そう

楽
がく

で使
用する大太鼓は直径 80cmか
ら 90cm ぐらいの大きさで，
通常は先

せん

端
たん

が大きくて柔
やわ

らか
いマレットで打ちます。

　金属製の円
えん

盤
ばん

で，一
いっ

般
ぱん

的
に 2 枚一組で互

たが

いに打ち合
わせる奏法と，1枚をスタン
ドに取り付けてマレットな
どで打つ奏法があります。

　一人の奏者が基本的には
2個，曲によっては 3個以
上を用いて演奏します。鼓

こ

面
めん

の張力をかげんして音高
を変えます。

　トランペットをはじめとした
金管楽器は，マウスピースに当
てた 唇

くちびる

を振動させて発音し
ます。

　チューバは金管楽器の低音
パートを受けもちます。

　ホルンの原形は，動物の角
つの

やきばで作られた角
つの

笛
ぶえ

では
ないかといわれています。

トロンボーン

トランペット

大
おお

太
だい

鼓
こ

シンバル

ティンパニ

チューバ

ホルン

金管楽器
打楽器

　舞楽には，左
さ

舞
まい

と右
う

舞
まい

という分け方があります。左舞では唐
とう

楽
がく

（中国を起源と

する音楽）の楽曲が使われ，右舞では高
こ

麗
ま

楽
がく

（朝
ちょう

鮮
せん

半島を起源とする音楽）の楽

曲が使われます。

　左舞は原則として赤色系統の装
しょう

束
ぞく

を着用するのに対して，右舞は原則として緑

色系統の装束を着用します。

雅楽の種類には，古
こ

墳
ふん

時代から奈
な

良
ら

時代にか

けて，アジア各地から伝わった音楽を起源とす

る舞楽と管絃，日本に古くからあったと思われ

る音楽に基
もと

づいた歌と舞
まい

（国
くに

風
ぶりの

歌
うた

舞
まい

。上
じょう

代
だい

歌
か

舞
ぶ

ともい

います），そして，これらの音楽に影
えい

響
きょう

を受け，平
へい

安
あん

時

代に新たにつくられた声楽曲（歌い物）があります。

ここでは，舞楽と管絃を取り上げます。

宮
く

内
ない

庁
ちょう

式
しき

部
ぶ

職
しょく

楽
がく

部
ぶ

   

　管絃は，雅楽の楽器（吹
ふ

きもの，弾
ひ

きもの，打ちもの）だけで合奏する

楽曲で，舞はありません。現在，管絃で演奏されるのは唐楽の曲だけです。

 

左舞

管絃

右舞

弾
き
も
の

吹
き
も
の

打
ち
も
の

  吹いても吸っても音が出る楽器。和音を奏することができる。
  竹でできた笛。高い音域で主旋

せん

律
りつ

や装
そう

飾
しょく

音
おん

（旋律を飾
かざ

る音）を吹く。
  あしという植物で作られたリードを，竹の管に差し込

こ

んで音を出す。主旋律を受けもつ。
  13本の弦

げん

を，指に付けた爪
つめ

を使って弾く。
  4本の弦をばちを使って弾く。
  金属製の打楽器。2本のばちを使って，皿状のへこんだほうの面を打つ。
  2本のばちで革

かわ

の両面を打つ。全体のテンポをリードする役目がある。
  2本のばちで太鼓の片面を打つ。

縄じ
ょ
う

文も
ん

・
弥や

よ
い生

古こ

墳ふ
ん

奈な

良ら

平へ
い

安あ
ん

鎌か
ま

倉く
ら

南な
ん

北ぼ
く

朝ち
ょ
う 

室む
ろ

町ま
ち 

戦せ
ん

国ご
く

安あ

土づ
ち

桃も
も

山や
ま

江え

戸ど

明め
い

治じ

雅
うたまいのつかさ

楽寮
設置

雅
が

楽
がく

の
日本化
が進む

  「越天楽」を体験しよう  p.43

雅楽の楽器について

　もともとは雅楽の用語で，「序」「破」「急」の三つを
合成した言葉。形式上の区分などを指しますが，演奏
にあたっては，「序」「破」「急」と進むにつれて速度が
しだいに速くなる状態をいいます。音楽だけに限らず，
日本の伝統芸能に共通する概

がい

念
ねん

です。

上の図譜は，すべての楽器が出そろった状態を示しています。五線で表した部分は，現在の演奏に合わせて改変されています。

　「越天楽」は，今
こん

日
にち

，雅楽の中で最もよく知られている曲の一つです。楽器だけで演奏される管
かん

絃
げん

（右
ページ参照）の曲で，中国で作曲されたともいわれていますが，作曲者や名前の由来などはわかってい
ません。
　「越天楽」の優美なメロディーは，後に「越天楽今

いま

様
よう

」や福
ふく

岡
おか

県民
みん

謡
よう

「黒
くろ

田
だ

節」に取り入れられ，広く
知られるようになりました。

雅
が

楽
が く

「越
え

天
て ん

楽
ら く

」（平
ひょう

調
ぢょう

） 

序 破 急

速度がしだいに速くなる

楽器名

日本古曲

序
じょ

破
は

急
きゅう

について

32

日
本
の
伝
統
音
楽
の
魅み

力り
ょ
く

拍は
く

の
表
れ
方
と
速
度
の
変
化
、
音
楽
の
構
成
の
仕
方
に
着
目
し
て
聴き

き
取
ろ
う
。

雅
楽
の
表
現
の
特と

く

徴ち
ょ
う

を
理
解
し
て
聴
き
深
め
よ
う
。

楽器紹介

折込みページを生かした見開き 3ページのレイアウトです。

日本の伝統音楽（鑑賞教材）では，学習活動のページに
プラスして，豊富な資料のページを加えました。

現在第一線で活躍している演奏家の方たちにご協力いただき，
楽器紹介のページを全面的にリニューアルしました。

2・3年上巻末折込み
「オーケストラの楽器」

2・3年上p.32折込み
雅楽「越天楽」

伝統音楽

折込み
ページ

資料のページ＋学習活動のページ

Spire_M 2011 Spring    5



ウィズ マイ ハート

音楽はメッセージ

林
はやし

 英
えい

哲
てつ

さんから みなさんへ
　中学生になってビートルズのレコードを初めて聴

き

いた時のことは，今でも覚えています。
　ビートルズがイギリスのどんなグループなのか全く知らなかったけれど，とにかく「かっこいい」と
思い，その中でも特にドラム奏者の音が印象に残りました。
　2年生の時に，教則本とスティックだけを用意して，段ボール箱と電話帳，新聞紙なんかをたたんだ
ものに向かって練習を始めました。これがわたしの“太

たい

鼓
こ

始め”です。
　でも，教えてくれる人がいなかったので，手

て

探
さぐ

りしながらたたく毎日。テレビ番組にドラム奏者が出
ると食い入るように見ました。
　若いうちにやりたいことを自分で発見して，熱中してやるということは，将来すごく生きてくると思
います。そのときにできた自分の引き出しは，大

おとな

人になってからは決してつくれないもの。だれも持っ
ていない，自分だけの引き出しです。その引き出しがあると人生はより豊かになると思います。
　自分がやりたいと思ったことに，初めの一歩が踏

ふ

み出せるかどうか。その一歩を踏み出す勇気をもつ
ということが，生きていく上で一番大切なことではないでしょうか。

三
しゃ

味
み

線
せん

　　今
いま

藤
ふじ

　長
ちょう

十
じゅう

郎
ろう

　三味線はばちで，糸を弾くのと同時に，胴
どう

（ばち皮）を打ちますので，

打楽器と弦
げん

楽器を合わせた楽器ともいえます。その音に弾
ひ

き音
ね

（余
よ

韻
いん

）

はほとんどありませんが，これが繊
せん

細
さい

な表現を可能にし，リズミカル

な部分では，太
たい

鼓
こ

（打つ音）と旋
せん

律
りつ

（弾く音）が一体となり，とても

心
ここち

地よく響
ひび

きます。ぜひ体験してみてください。「まず一歩踏
ふ

み出して」

みましょう。

尺
しゃく

八
はち

　　田
た な べ

辺　頌
しょう

山
ざん

　尺八の魅
み

力
りょく

は，竹に五つの穴をあけたシンプルなつくりから生まれ

る多
た

彩
さい

な音色です。

　古典や民
みん

謡
よう

のみならず，世界のさまざまなジャンルの音楽とも融
ゆう

合
ごう

し，

活
かつ

躍
やく

しています。

　音を出すのは少し難
むずか

しいかもしれませんが，ぜひ皆
みな

さんもチャレン

ジしてみてください。

箏
そう

（こと）　　米
よね

川
かわ

　敏
とし

子
こ

　箏は日本の古い伝統を美しい音色で奏
かな

でることができます

が，箏
こと

柱
じ

を自由に動かすことが可能なので現代の曲も演奏で

きます。

　正座でも椅
い

子
す

でも，着物でもドレスでも弾
ひ

くことができま

す。ぜひ日本の音にふれてください。

篠
しの

笛
ぶえ

　　福
ふく

原
はら

　徹
とおる

　笛は「うた」です。気持ちがそのまま音に表れます。

　慣れるのに少し時間がかかりますが，あなたが笛を好きになれば，つ

らいときには慰
なぐさ

めてくれる，うれしいときには一
いっ

緒
しょ

に喜んでくれる…，

そんな親友のような存在になるでしょう。

ウィズ マイ ハート

音楽はメッセージ

ウィズ マイ ハート

音楽はメッセージ

フジコ・ヘミングさんから
みなさんへ
　わたしは中学生のころ，あまり勉強が得意ではなく，勉強するより映画ばかり見ていました。
　でも学校や友達の家でピアノを弾

ひ

くとみんなにほめられ，それがうれしくて，一
いっ

生
しょう

懸
けん

命
めい

に練習し
たのを覚えています。
　ピアノでも好きじゃない曲をやらなきゃならないのはつらいけれど，人からほめられたり，「ああ，
この曲すてきだな…。ぜひ弾いてみたいな。」と思って取り組んだりするときは，とてもわくわくし
た気持ちになるものです。
　これからのみなさんの運命には，どんなことが待ち受けているでしょう。
　楽しいことも，つらいこともあるでしょう。それはだれにもわかりません。

　わたしがすごく感激した言葉に，＊シュヴァイツァーの「人生
のつらいこと，苦しいことを逃

のが

れる道は二つある。それは，音
楽と猫

ねこ

である。」というのがあります。
　この世の中は生きていくのが大変なこともあって，それで，
それを乗り越

こ

えるには音楽や，そう…動物を愛するような繊
せん

細
さい

な心をもち続けることが大切だと思います。
　音楽を聴

き

いて「ああ，美しい…。」
と感じ，小さくて弱いものに優

やさ

しい
心を向けるような，人間的な人にな
ってほしいなと思います。競争で一
番になったり，お金をもうけたりす
ることだけが，人生最上のことでは
ないですからね。

＊シュヴァイツァー（1875 ～ 1965）
　 オルガン奏者として活動し，後に医師となり，アフリカのコンゴ（現在
のガボン）で人

ひと

々
びと

の治
ち

療
りょう

と救済に努めた。ノーベル平和賞を受賞。

「紙のピ
アノの物

語」から
　フジコ

・ヘミン
グ  画

イングリ
ット・フ

ジコ・ゲ
オルギー

・ヘミン
グ（ピア

ニスト）

　フジコ
さんは，

ピアニス
トであっ

た日本人
の母と画

家で建築
家でもあ

った

スウェー
デン人の

父との間
に，ドイ

ツのベル
リンで生

まれまし
た。日本

に帰

国した後
，母の手

ほどきで
6歳
さい
よりピア

ノを始め
，高校生

の時にコ
ンサート

・

デビュー
，音楽大

学在学中
にはコン

クールに
入賞する

など，そ
の才能を

認め

られるよ
うになり

ましたが
，18歳

で父の母
国スウェ

ーデンの
国
こく
籍
せき
を失い，

無

国籍とな
ってしま

ったため
，ドイツ

に留学し
てさらに

ピアノの
勉強をし

たい

という希
望を30

歳ごろま
でかなえ

ることが
できませ

んでした
。ようや

くドイ

ツに渡
わた
り音楽学

校を卒業
した後，

ヨーロッ
パを拠

きょ
点
てん
に活動を

始め，著
名な音

楽家から
もその演

奏を高く
評価され

るように
なりまし

た。しか
し，今度

はリ

サイタル
の直前に

風
か
邪
ぜ
が原因で

耳が聞こ
えなくな

るという
アクシデ

ントが彼

女をおそ
いました

。これ以
降，演奏

活動を続
けること

が難
むずかしくなり

，やむな

く音楽界
の第一線

から退く
ことにな

ってしま
いました

。

　「もう
人前で弾

ひ
くことは

ない。」
といった

んは決意
した彼女

ですが，
耳の治

ち

療
りょう につとめ

た結果，
聴
ちょう 力

りょく はやや回
復しまし

た。そし
て，長か

った外国
生

活を終え
て帰国し

た後，「
人生をも

う一度，
取り戻

もど
したい。

」という
意欲から

，

日本でリ
サイタル

を開くこ
とにしま

した。そ
の様子が

テレビの
ドキュメ

ンタ

リー番組
で取り上

げられる
と，多く

の人
ひと
々
びと
に感動を

よびまし
た。フジ

コさんは
，

ピアニス
トとして

，ステー
ジに戻っ

てきたの
です。

器楽
巻頭

1年
巻頭

1 年巻頭ではピアニストのフジコ・ヘミングさんが，2・3 年上では歌舞伎
役者の市川團十郎さんが，そして器楽では林英哲さんをはじめとする和楽
器の 5人の名手たちが語ってくださったメッセージを掲載。示唆に富んだ
お話しは，道徳的にも意義ある内容です。

フジコ・ヘミングさんから みなさんへ 

道徳心を培う音楽家からのメッセージです

With My Heart
音楽はメッセージ

和
太
鼓 

林
英
哲
さ
ん 

箏（
こ
と
） 

米
川
敏
子
さ
ん 

三
味
線 

今
藤
長
十
郎
さ
ん 

篠
笛 

福
原
徹
さ
ん 

尺
八 

田
辺
頌
山
さ
ん 

か
ら 

み
な
さ
ん
へ
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90

参考楽
がく

譜
ふ

 さくらさくら

56 ページの箏
そう

（こと）二部合奏による「さくらさくら」を縦書きの楽譜（生
いく

田
た

流）で表してみました。

や のところは休む（または音を止める）。 のところは前の音をのばす。 

楽
器
の
基
礎
／
ギ
タ
ー

楽
器
の
基
礎
／
打
楽
器

和楽器　箏
そ う

（こと）

調
ちょう

弦
げん

法
ほう

　演奏する前に曲に合った調弦法を用いて調弦をしておきます。音の高さは柱
じ

の位置で調節します。

　よく使われるのは平
ひら

調
ぢょう

子
し

です。基準となる音の高さは固定されていませんので，合奏する楽器の種

類や声の高さなどに応じて変えることができます。

親指による基本的な奏法

※ 6，7ページの左右の表記は，演奏者から見た場合。
※弾く弦は着色してあります。

かまえ方
　右肩

かた

が竜
りゅう

角
かく

の延長線上にくる位置に座
すわ

りましょう。

丸
まる

爪
づめ

を使う場合は，箏の正面
を向いて座ります。

角
かく

爪
づめ

を使う場合は，箏に対し
て斜

なな

め左向きに座ります。

平調子

①  薬指（4 の指）を親

指で弾
ひ

く弦の 3 ～ 4

本先の弦に掛
か

けて，

手首を安定させます。

左手は九か十の弦の，

柱の左側に軽くそえ

ておきます。
丸爪の場合，薬指は竜角の上。角爪の場合，薬指の位置は竜

角のすぐ左側。

②  爪で上から押
お

さえる

ように弾きます。弾

く位置は竜角から 2

～ 3cm離れたところ

です。　

丸爪の場合，爪の先
せん

端
たん

を使っ
て弾きます。

角爪の場合，爪の角の部分で
弾きます。

③  弾いた後は次の弦に

当てて止め，はね上

げないようにします。

丸爪の場合も次の弦に当てて
止めます。

6

楽
器
の
基
礎
／
リ
コ
ー
ダ
ー

7

楽
器
の
基き

礎そ

／
和
楽
器

楽
器
の
基
礎
／
ギ
タ
ー

楽
器
の
基
礎
／
打
楽
器

楽
器
の
基
礎
／
和
楽
器

リコーダー

呼吸と息のコントロール
　肺を押

お

し広げ，おなかの中まで空気でいっぱいになるよ

うに，息を吸います。この時リコーダーは，下
した

唇
くちびる

にのせ

たままバランスをとり，上唇を軽く開きます。（右の写真

参照）

　そして，吸い込
こ

んだ息は，みぞおちのあたりでしっかり

と支えて，最後までむらなく吐
は

き出します（この呼吸法を

腹式呼吸といいます）。

タンギング
　リコーダーを吹

ふ

くときに，息を舌で止めたり（図A），出したり（図B）することをタンギングとい
います。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（方法はいろいろあります）。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。

一つの音で吹いてみよう

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

低音域

ト

ド

ロ

トゥ

ドゥ

ルー

ティ

ディ

リー

か
た
い

や
わ
ら
か
い

中音域 高音域

図C

　リズムd
デ

eゴー　
リズムにのって軽快に

　リズム遊び　
言葉でリズムを感じてみよう

息を吐き出すときは，このように，一定
の量を1箇

か

所
しょ

に集めるように意識します。

アルト・リコーダーの運指

息

26

楽
器
の
基き

礎そ

／
リ
コ
ー
ダ
ー

27

56

和楽器による合奏

名
曲
旋せ
ん

律り
つ

集

リ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
る
合
奏

57

い
ろ
い
ろ
な
合
奏

和
楽
器
に
よ
る
合
奏

右のページの を続けて弾
ひ

く場合は，最後の小節に

の音
おん

符
ぷ

を加えます。

の記号（斜
なな

めの線）はグリッサンドといって，線で

結ばれた音を滑
すべ

るようにつなぎます。ここでは，巾の

弦
げん

を弾いたら，そのまま七の弦に向かって親指（1の指）

を滑らせます。箏らしい奏法のひとつです。

さくらさくら

人さし指に親指をそえると安定します。 一の弦まで下がるときは，人さし指
と中指を弦から離

はな

し，親指で押
お

さえ
るようにしてすばやく弾きます。

十の弦まで上がるときは，親指と人
さし指を弦から離し，中指で押さえ
るようにしてすばやく弾きます。

・ の音符は親指ではなく，中指（3の指）

で弾きます。なお，この音符は省略して八

分休符にしてもかまいません。

・ の記号はトレモロといって，この音符を

できる限り速く，刻むように弾きます（写

真左参照）。人さし指（2の指）を使って，

すばやくかき鳴らします。

・ のグリッサンドの弾き方は，下の写真中

央と右を参考にしてください。

楽器の基礎では，
写真や図を多く用
い，わかりやすい
解説と緩やかな進
度を心がけました。

箏二部合奏「さくらさくら」は，五線と縦書き（生田流）の二種類を掲載しています。

器楽p.56　五線譜による「さくらさくら」 器楽p.90　縦書き譜による「さくらさくら」

器楽p.6
楽器の基礎　箏（こと）

器楽p.26
楽器の基礎　リコーダー

丁寧な解説と充実した教材を掲載しました

楽器の基礎

合奏曲集
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1◦はじめに
教員になりたての頃，教科書に採用されている鑑賞曲を可能な限り「生演奏」で授業したいと思い，

とりわけ目新しい箏や尺八を習い始めた。箏は『六段の調』，尺八は『春の海』が目標。和楽器の奥深
さを知るいい機会になった。この経験が後に地区研究のテーマとなり，何年も継続して研究討議する題
材となる。『音楽科自らが演奏し実践する授業』。外部講師を招いて箏の授業を展開すれば，もちろんす
ばらしい生演奏のおまけつきで，生徒の興味関心も高まるところだろうが，音楽科の資質を上げること
によって，これらをすべてカバーできるはずである。普段の授業で生徒一人ひとりの個性を生かせる音
楽科が，さらに発展した授業展開をすることで，箏曲の魅力を感じ，日本の伝統文化への興味関心を高
めることにつながればと考えた。

2◦授業実践のための準備と研修
音楽科の教員自ら箏の授業を実践するため夏季休業を１日使い，地区音楽科教員と共に必要最低限の

技法習得，授業展開例を研究・研修した。

音楽科自らが演奏し実践する箏の授業研究

川崎市立柿生中学校　丸山 胤幸

◆右手は親指からしっかり練習をする。その際，「きちんと親指を立てる」
「親指をグニャグニャさせない」「次の弦で親指を止める」等，一番大切な
基本の部分は常に意識をする。

◆左手は「押し手」から。しっかり弦を下まで押せるように意識する。生徒
には「突き色」が比較的履修させやすいので応用編として理解する。

実技研修（初級～中級）

左手の技法

◆押し手
◆あと押し
◆突き色
◆引き色

右手の技法

◆親指の演奏法

◆割り爪

◆合わせ爪

自作練習曲で研修

12



親指を中心に楽譜を作成してみた。クラスの状況によっては「その一」からではなく「その二」から
始めるのもよい。「その三」になると連続音が続くようにつくってあるので，親指を次の弦で止めなが
ら練習する発展形になる。「その四」では常に親指が違う弦に移動するので，この練習曲の後，他の曲
に移行しても大部分は通用するくらいの力量になる。

3◦授業実践例１
（1）短時間で　（2）しっかりと意味のある　（3）かつ興味を持ちながら練習できる　スタイルにする

ため，教材を工夫した。
（ア）プレゼンテーションを利用しての予備学習

ここではできる限り口頭で説明できる「基本的な技法で，かつ重要な内容」をプレゼンテーションソ
フトのアニメーション機能を利用し，説明する。特に自分以外の教員が説明してもきちんと理解できる
ようスライドを工夫した。

（図 1）

演奏の仕方（親指）
「五」の弦を弾く場合

五の弦を弾いた後に次の弦で爪を止める。

次の弦で爪を止めることが重要！

六 五

指輪

爪

プレゼンテーションスライドの一例
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（イ）自作譜を利用しての実技導入
図１（p.13）の楽譜を利用し，初期段階で大切な技法の確認をする。

（ウ）自作譜を利用しての発展実技練習（図２）

①個人のレベルに沿えるよう，三つのバージョンを用意。
② 左手の技法である「突き色」に興味を持ち，難しいバージョンへの取り組みを意欲的に進める生徒

が目立つ。
（エ）自作譜『箏曲二十選』を利用し，箏譜を読めるようにする。（図３）
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①例として全曲を班単位で展開。楽譜読み担当・演奏担当・判断担当等に分け，曲名を調べる。
②曲は誰にでもわかるような簡単な曲を準備した。
③調弦は平調子ではなく特殊な調弦を使用，洋曲でも対応できるようなものにした。

4◦授業実践例２
下の指導案は「箏曲二十選」を利用し，《箏譜を読み，箏に親しみをもって演奏できる》ことを中心

に据えたもの。五線譜ではまともに読めない生徒も，箏譜だと大多数の生徒が読むことができた。漢字
が弦に直結していることが，その理由と考える。音がわかれば班の中でリズムが自然につき，曲名を判
別することに至る。１時間の中で概ね全班が目標を達成できていた。五線譜から音にする作業が困難な
生徒たちも，箏譜だと無理なく紙媒体を「音」に再現することができていた。

10. 第２時の展開
①目標 楽譜を読み，箏（こと）で演奏しよう。
②展開

「予想される生徒の反応」 学習活動 ・教師の指導　　◆評価【評価方法】

「小学校の時にやったことがある」
「弦の場所がわからない」
「うまく音が出ない」

・経験のある生徒を班の中でうまく活躍させる。
・七の弦が箏の中心にあることを気づかせる。
・親指の立て方，薬指の使い方等を注意させる。

1「さくらさくら」を練習する。

「うまく演奏できた」
「五の弦に指が移動しない」

・班員が全員ローテーションできるよう７回演奏する。
・指の当て方など注意した内容を演奏に活かせるよう
にする。

2　「さくらさくら」を演奏する。

◆ 基本的な奏法を活かして演奏している。
【生徒の活動観察】

「いっぱい曲がある」
「ぜんぜんわからない」

・箏譜の特徴に気づかせる。
・１曲に留まり過ぎないように注意させる。
・演奏役，聴き役など，班員の分担をうまく利用でき
るよう注意させる。

・できるだけ多くの曲に触れるよう注意させる。

3　本時のねらいを確認する。

「この曲わかった」
「どこかで聴いたことある」

・グループ巡回しながら特徴あるフレーズに気づかせる。
・班員全員でそれぞれ意見を出し合えるよう雰囲気作
りに注意させる。

◆ 基本的な奏法を活かして演奏している。
◆ 箏独特の奏法に注意して表現を工夫している。
【生徒の活動観察】

4　楽譜の読み方を確認してから「箏曲二十選」を譜読みし，曲名を調べる。

「あの曲だったんだ」
「うちの班もわかった」

・気がついた班のフォローも忘れないようにする。
・まったく選曲されていない曲を教師自ら演奏し，曲
名を引き出すことも考える。

◆ 基本的な奏法を活かして演奏している。
◆ 箏独特の奏法に注意して表現を工夫している。
【生徒の活動観察】

5　班毎に曲名を発表し，演奏する。

「箏の楽譜が簡単だ」
「五線の方が慣れている」

・五線と箏譜との違いを気づかせる。
6　気づいたことを発表する。

5◦終わりに
この研究も今年で５年目を迎え，いろいろな形で発展してきた。箏が一面しかない学校も地区内で協

力し，期間を決めて各学校から一斉貸し出しすることにより，授業時には十面程度で実施できるよう環
境を整え，どの学校でも同じように箏の授業ができるようになった。また教材を共通化することで，さ
らに内容を深めることもできた。教師が演奏できることでのメリットは多く，演奏家では気がつかない
点も大きく取り上げることにより，どの生徒でも興味関心を持って授業を受けることができるようにな
る。箏への苦手意識を無くすことは決して難しいことではない。今後も日本の音楽の良さや奥深さを身
近に感じてもらえるよう，テーマを追求していきたいと考える。
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「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/ 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-10

「地球となかよし」事務局

TEL. 03-3238-6982 FAX. 03-3238-6975

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ

応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

ふと外を見ると舌を出し，幸せそうに飼い主と一緒に
散歩をしている犬を見て，つられて笑顔になった。
ペットは，人々の心を癒し、落ち着かせたり，楽しませ
てくれたり，人々のために貢献しているのに対し，私たち
はどうだろう。
ある人は虐待を繰り返し身勝手な行為でペットを苦し

ませている。約四十万頭というのは，年間，犬や猫が殺処
分にされている数。これが今起こっている現状だ。しか
しペットはいくら放っておかれ，捨てられても愛し続け，
いつかきっと迎えにきてくれると願いながら待ってい
る。ここまで思う訳はただ一つ，彼らには飼い主しかい
ないし家族だからだ。
一度，ペットの見方を変えてみてはどうだろう。尊い命

が一つ消えずに済み，一歩「地球となかよし」に近づくこ
とが出来るかもしれない。

◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会
◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞
＊協賛・後援団体は昨年実績で，継続申請中です。

2010
入選作品

「家族の一員」

①身のまわりの自然が壊されている状況を見て感じたことや，
　自然環境や生き物を守るための取り組み
②さまざまな人との出会いを通して，友好の輪を広げた体験，
　異文化交流，国際理解に関すること
③その他，「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えた
　りしたこと

作品
テーマ

小学生・中学生（数名のグループ単位での応募も可）
応 募
資 格

2011年7月1日～ 9月30日
詳細は「優秀作品展示室」とあわせてホームページをご覧下さい。

応 募
期 間

メッセージ 作品募集（2011年度）

第9回

北海道支社 〒 060-0003	札幌市中央区北三条西 3-1-44	ヒューリック札幌ビル	6F
TEL	:	011-231-3445　FAX	:	011-231-3509

函館営業所 〒 040-0011	函館市本町 6-7	函館第一生命ビルディング	3F
TEL：0138-51-0886　FAX：0138-31-0198

東 北 支 社  〒 980-0014	仙台市青葉区本町 1-14-18	ライオンズプラザ本町ビル	7F
TEL：022-227-0391　FAX：022-227-0395

中 部 支 社  〒 460-0011	名古屋市中区大須 4-10-40	カジウラテックスビル	5F
TEL：052-262-0821　FAX：052-262-0825

関 西 支 社  〒 541-0056	大阪市中央区久太郎町 1-6-27	ヨシカワビル	7F
TEL：06-6261-9221　FAX：06-6261-9401

中 国 支 社  〒730-0051	広島市中区大手町3-7-2	あいおいニッセイ同和損保広島大手町ビル	5F
TEL：082-249-6033　FAX：082-249-6040

四 国 支 社  〒 790-0004	松山市大街道 3-6-1	岡崎産業ビル	5F	
TEL：089-943-7193　FAX：089-943-7134

九 州 支 社  〒 810-0001	福岡市中央区天神 2-8-49	ヒューリック福岡ビル	8F	
TEL：092-781-2861　FAX：092-781-2863

沖縄営業所 〒 901-0155	那覇市金城 3-8-9	一粒ビル	3F	
TEL：098-859-1411　FAX：098-859-1411


