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高校生の音楽
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●教材を選択しやすくするために，活動の分野別に配列しました。
●学習活動を強力にサポートする特集ページやコラムを随所に設けています。

全体の構成

表紙

口絵・扉

基
礎
ペ
ー
ジ

歌唱
教科書
  P.４～17

楽しく歌おう 4曲

日本の歌曲を歌おう
『からたちの花』～楽譜にこめられたメッセージ 1曲

イタリアの歌曲を歌おう 1曲

ドイツの歌曲を歌おう 1曲

フランスの歌曲を歌おう 1曲

器楽
教科書
  P.18～21

ギターを弾こう 1曲

合奏を楽しもう 1曲

創作
教科書 P.22～25

創作 （リズム創作，編曲，旋律創作）

鑑
賞
ペ
ー
ジ

鑑賞
教科書
  P.26～57

西洋音楽の鑑賞 8曲
ピアノの名曲
チャレンジ：演奏者による表現の違いを味わおう 5曲

歌舞伎の魅力～中村吉右衛門丈にきく～
日本の伝統芸能ー歌舞伎
義経千本桜／越後獅子／歌舞伎の名せりふに親しもう

長唄『越後獅子』～長唄を唄ってみよう～

日本の民俗芸能 5点

ポピュラー音楽 （ジャズ／ロック） 2曲+α
世界の歌
チャレンジ：『エレナ，エレナ』を踊ってみよう  3曲+活動

発
展
ペ
ー
ジ

巻末楽曲集
教科書
  P.58～101

音楽の歓び

合唱 8曲

独唱 8曲

器楽 5曲

資料
教科書 P.102～111

コードネームとダイヤグラム，音楽史年表，他

裏表紙

斉唱（1）
同二［女ニ／男ニ］（2）
同三［女三／男三］（1）

同二［女ニ／男ニ］（2）
女三（3） 男四（1） 混四（2）

※表中の同ニ，同三は混声合唱でも使用できます。

歌唱
・学習目標の明示
・1年生からつながる難易度と選曲
・学習をサポートする実践的な記事

器楽
・学習目標の明示
・生徒に負担のない難易度と選曲
・多様な活動ができる編曲

創作
・リズム創作（ボディーパーカッション）
・分かりやすい手順を示した編曲
・音階を選んでイメージを伝える旋律創作

鑑賞
・楽曲を理解するための手がかりを明示
・聴いて実感できる内容に徹した活動
・表現活動も伴った日本の伝統音楽

巻末楽曲集

中学校での学習をベースにした「高校生の音楽 1」から
さらに深い学びにつながる「高校生の音楽 2」へ

・多彩なジャンルから
　取り組みやすい楽曲を選んで掲載
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　第二次世界大戦が終わると，日本でも本格的な映画が製作されるようになります。黒澤 
明(1910-1998)のように，映画に使われる音楽にも強い関心をもつ映画監督も増えてき
ます。それに伴い，映画における音楽は，映像と一体となって効果的な演出を生み出す重要
な要素として認識されるようになりました。映画の仕事に積極的に関わる作曲家も増え，日
本を代表する作曲家によって，個性あふれる映画音楽が生み出されています。

　《ゴジラのメインテーマ》は，水爆実験で甦
よみがえ
っ

た太古の怪獣ゴジラに立ち向かう，人類の叡
えい
智
ち
を

うたう曲としてつくられました。オーケストラに
よって演奏される素朴ながらも原始的で力強いリ
ズムの旋律は，ゴジラの印象を強烈なものとしま
した。

　小
こ
泉
いずみ
八
や
雲
くも
（ラフカディオ·ハーン）の怪談作品に

基づく『黒髪』『雪女』『耳無し芳
ほう
一
いち
の話』『茶碗の中』

の４つからなるオムニバス形式の映画。幻想的で
美しい映像美は海外で高く評価されました。武満
はミュジック·コンクレート*やテープ音楽**の手
法を用いて，映画の情景を描写しました。『耳無
し芳一の話』は，琵

び
琶
わ
法師で平家物語の名手であ

る芳一が，平家の怨
おん
霊
りょう
に取り憑

つ
かれる話です。テー

プに録音した能の謡
うたい
を加工し，この物語に繰り返

し登場する「波の音」として用いています。この手
法により，武満は平家の恨みを暗示することに成
功しました。

　盗賊と化した野武士から秋の収穫を守るために，
農民たちは７人の侍を雇いました。農民と７人の
侍たちは，身分の違いを超えて団結し，野武士た
ちと必死に戦います。早坂は《侍のテーマ》を，農
民と侍たちとのやりとりに沿って変化させて用い，
さまざまなシーンの心理描写に成功しました。

 　清朝最後の皇帝でのちの満州国皇帝，最後は一
般市民として亡

な
くなった愛

あい
新
しん
覚
かく
羅
ら
溥
ふ
儀
ぎ
の生涯を描

いた映画。映画中の音楽は，坂本と他数名による
共作です。別れを決意した溥儀の第二皇妃が階段
を駆け降り，雨の中を走り去るシーンで用いられ
る坂本の《Rain》は，特に高い評価を得ています。

1954年公開
監督（本編）： 本

ほん

多
だ

猪
い

四
し

郎
ろう

監督（特撮）： 円
つぶら

谷
や

英
えい

二
じ

1964年公開
監督：小

こ

林
ばやし

正
まさ

樹
き

1954年公開
監督：黒

くろ

澤
さわ

 明
あきら

1987年海外公開
監督：ベルナル
ド・ベルトルッチ

ゴジラのメインテーマ 侍のテーマ Rain

　アイヌの音楽と日本の伝統音楽
から影響を受け，民俗的な力強い
作品を多数作曲。また，芥

あくた
川
がわ
也
や
寸
す

志
し
や黛

まゆずみ
 敏
とし
郎
ろう
，矢

や
代
しろ
秋
あき
雄
お
など多く

の後進を育てた。

　1951年に画家や詩人などとと
もに「実験工房」を結成。『弦楽の
ためのレクイエム』がストラヴィ
ンスキーに認められ，国際的に評
価されるようになった。

伊
い

福
ふ く

部
べ

 昭
あきら

（1914-2006） 武
た け

満
み つ

 徹
とおる

（1930-1996）

　東洋の音楽に価値を認め，独自
の音楽語法を確立した。彼の音楽
は武満 徹や湯

ゆ
浅
あさ
譲
じょう
二
じ
など次の世

代の作曲家に大きな影響を与えた。

　「YMO（イエロー·マジック·オー
ケストラ）」などで，人気ミュージ
シャンとして活躍。現代音楽，テ
クノ，Ｒ＆Ｂなど多様な音楽を取
り入れた作品を発表している。

早
は や

坂
さ か

文
ふ み

雄
お

（1914-1955） 坂
さ か

本
も と

龍
りゅう

一
い ち

（1952-  ）

＊具体的な音（人の声や騒音，自然の音）を加工し変形した音楽。
＊＊音素材を記録した録音テープを編集してつくられた音楽。

「ラストエンペラー　ディレクターズカット」
 © Recorded Picture Company

 © 東宝

日
本
の
伝
統
芸
能

　歌舞伎界を代表する立
たち
役
やく
（男性の役を演じる俳優）の1人として活躍している中村

吉右衛門丈。4歳で初舞台，以来60余年にわたり数々の舞台を勤め，現在も更な
る境地をめざして日々舞台に立っている。

44 45

歌
か

舞
ぶ

伎
き

の魅力 ～中村吉
きち

右
え

衛門
もん

丈
じょう

にきく～

見て覚える～役者の修業～　
　養父（初代中村吉右衛門）のもとで子役に出ていた時
代は養父のお弟子さんたちが教えてくれました。10
代の前半は変声期があったり背丈が中途半端ですから，
せりふのないお姫様役とか，ただ坐

すわ
っている役などが

多くなります。そしてだんだんと，僕の場合は立役と
して実父（初代松本白

はく
鸚
おう
）をはじめいろいろな方の芝居

に脇
わき
役
やく
で出るようになりました。出ていないときも舞

台を見て，楽屋では化粧の仕方や衣
い
裳
しょう
の着方など，い

ろんなことを見聞きして覚えるのです。そして主役を
やれるようになると，その役を得意としていらっしゃ
る役者さんにお願いをして教えていただきます。

歌舞伎の音楽　
　我々は幼い頃から慣れ親しんでいますので，例えば
舞台の上で雪を表す太鼓の音を聞くと，すぐに「ああ
雪が降ってきた」と感じます。役の一部，体の感覚の
一部にまでなっていますね。
　お客様も昔は箏

こと
や三

しゃ
味
み
線
せん
を習っている方が多くて，

舞台で演奏する音楽を皆さんご存知だったんです。今
習っている曲だわ，唄

うた
だわ，とより興味をもってくだ

さった。お客様にとって歌舞伎の音楽とは，そういう
ものだと思っています。

自由へのあこがれ～ジャズとの出会い～
　僕は小学校の頃からジャズが好きでレコードをよく
聴いていました。踊りや三味線などの稽

けい
古
こ
はお師匠さ

んの言う通りやらなければいけない。正座して足は痛
い，手も痛い。一方ジャズは，テーマやコード進行は
あるけれども，音符に書かれたままではない，アドリ
ブで自分の感性を出せるというところに，それまで知
らない自由を感じたのです。

まずは真
ま

似
ね

から～若い世代への伝承～　
　僕のところに教わりに来るということは吉右衛門の
型（演出），播

はり
磨
ま
屋
や
の型を教わりたいということですか

ら，まずそれを教えます。そして教わる方はその通り
にやる。その次からは自分の考えを入れてもいいので
すが，最初は教わった通りにやる。せりふ回しでも義

ぎ

太
だ
夫
ゆう
物
もの
はこういう言い方，河

かわ
竹
たけ
黙
もく
阿
あ
弥
み
の作品というの

はこういう言い方，というのがあるわけです。それは
真似しないと覚えられないのですよ。日本の伝統的な
ものはなんでも，真似から始めて，それをきちんと体
が覚え込んだら，それから先は自分の感性，個性です
ね。体が覚え込むというのが大切なんです。

歌舞伎の魅力　　
　歌舞伎に登場する人物の感情は，本質的に今の人と
それほど変わらないと思います。何千年も先になれば
人間も変わるかもしれませんが，たかだか200～300
年前のことですから。歌舞伎では源平の時代を描いた
芝居でも，江戸の庶民の感覚が入っていますのでね。
ただ，舞台を楽しむには，ある程度歴史や文学などの
教養が必要だと思います。ちょっと知るだけでいいん
ですよ。面白さがだいぶ違うと思います。

Profile

中村吉右衛門丈の
「丈」とは，歌舞伎俳
優の芸名に付けられ
る敬称です。

　右の写真は，平成22年４月に
「歌舞伎座  さよなら公演」で吉右
衛門丈が演じた《熊

くま

谷
がい

陣
じん

屋
や

》の熊谷
直
なお

実
ざね

である。吉右衛門丈はこのと
きの舞台を振り返って「こうやろ
うとか，ああやろうとかそういう
考えではなくて，熊谷次郎直実と
いう役に身を任せたというか，任
せられた。なんにもしないでもお
客様が満足してくだされば，それ
が役者の最高の境地だと思います。
あのときの気持ちはややそれに近
いものがありました。」と語る。
　《熊谷陣屋》は，『平家物語』を題
材にして作られた『一

いちの

谷
たに

嫩
ふたば

軍
ぐん

記
き

』の
一場で，源氏の武将熊谷直実と  
平
たいらの

 敦
あつ

盛
もり

をめぐる物語。熊谷直実
役は播磨屋が得意とし，伝承して
いる「家の芸」の一つである。

二代目  中村吉右衛門
屋号：播磨屋
定紋：揚

あげ

羽
は

蝶
ちょう

　

昭和19年東京都生まれ。八代目松本幸四郎（初代松本白鸚）の次男。母方の祖
父，初代中村吉右衛門の養子となる。昭和23年６月中村萬

まん

之
の

助
すけ

を名乗り初舞台。
昭和41年10月二代目中村吉右衛門を襲名。
昭和59年日本芸術院賞，平成18年第48回毎日芸術賞，第６回朝日舞台芸術
賞など受賞多数。『鬼平犯科帳』をはじめTVドラマでも絶大な人気を得ている。
また，文化庁主催の「次代を担

にな

う子どもの文化芸術体験事業」を通して全国の小
学校を訪れ，歌舞伎の普及に尽力。
日本芸術院会員。重要無形文化財保持者（いわゆる人間国宝）。

熊谷直実：中村吉右衛門
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音楽のもつ
力を感じ取ろう
　演奏者は，作品にこめられた作者の思いを理解し，
共感したうえで，自分の音楽として心をこめて表現します。
演奏者から伝わるエネルギーを受け止めながら，
そこに表現された音楽を感じ取りましょう。

　『交響曲第９番』（ベートーヴェン作曲）を演奏する生徒と教師

（教科書P.26・27)

創作 「ボディーパーカッションに挑戦しよう！」
　　 「『故郷の人々』を編曲しよう！」
　　 「音階を選んで旋律をつくろう！」

歌声セミナー1 「8分の6拍子にのって歌いましょう」

歌声セミナー2 「曲想を工夫して歌いましょう」

歌声セミナー3 「フランス語の歌を歌うときには」

（教科書P.13）　　

（教科書P.15)　　

（教科書P.17)　　

（口絵１)

遠い昔，人は天空に輝く星から宇宙の調和と秩序を見いだした。
そして調和と秩序は音楽の神秘と融合し，
やがて“響きの和”が生まれた。
果たして星たちの動く宇宙の響きが聞こえたのだろうか。
聴こうとするその行為がすでに音楽の始まりであり，
私たちの心の中に“ハーモニー”が生まれる。

mundana

口絵1

（口絵２・３)

雅
が

楽
がく

，能
のう

，文
ぶん

楽
らく

（人形浄
じょう

瑠
る

璃
り

），組
くみ

踊
おどり

は，いず
れも長い歴史の中で人から人へと受け継がれ
てきた我が国を代表する伝統芸能である。
これらは，歌

か

舞
ぶ

伎
き

（p.44～51）などとともにユ
ネスコの「無形文化遺産」＊に指定されており，
我が国の伝統文化を象徴する存在としても世
界から注目を集めている。

口絵2 口絵3

歴
史
を
超
え
て

生
き
続
け
る

日
本
の
伝
統
芸
能

雅楽

能

組踊

文楽

雅楽は奈良時代以来の歴史をもち，宮中や寺
社などで伝承されてきた。中でもアジア各地
から伝来した舞と音楽が日本風に変化し整え
られた「舞楽」は，その中心的な存在である。
舞楽『納

な

曽
そ

利
り

』　楽友会

能は室町時代から江戸時代を
通じて武士たちに親しまれ保
護された芸能で，主人公は多
くの場合面

おもて

を着けて演じる。
同じ舞台で上演される「狂言」
とともに「能楽」と総称される。
『石

しゃっ

橋
きょう

』　白
しろ

獅
じ

子
し

：松
まつ

木
き

千
ち

俊
とし

18世紀前半に沖縄で生まれた伝統芸能で，「歌
うた

三
さん

線
しん

（音
楽）」「唱え（せりふ）」「踊り（舞踊）」による歌舞劇である。
沖縄の方言では「くみうどぅい」と発音する。演じ手であ
る「立

たち

方
かた

」と，音楽を担当する「地
じ

謡
うてー

」によって上演される。
『銘

め

苅
かる

子
しー

』　天女：宮城能
のう

鳳
ほう

地謡は，歌と三線，箏
こと

，笛
ふえ

，胡
こ

弓
きゅう

，太
たい

鼓
こ

によって構成される。
地謡：西

にし

江
え

喜
き

春
しゅん

　他

17世紀後半に大坂（大阪）で生まれた人形浄瑠璃。『菅
すが

原
わら

伝
でん

授
じゅ

手
て

習
ならい

鑑
かがみ

』『義
よし

経
つね

千
せん

本
ぼん

桜
ざくら

』『仮
か

名
な

手
で

本
ほん

忠
ちゅう

臣
しん

蔵
ぐら

』など，日本を代表する長編戯
曲の傑作が生まれ，歌舞伎の脚本や演出などにも多大な影響を与
えた。

『義経千本桜』《伏
ふし

見
み

稲
い な り

荷の段》
静
しずか

御
ご

前
ぜん

：吉田勘
かん

弥
や

＊ユネスコの「無形文化遺産」 p.52
口絵4

時代を超えて輝き続ける
とマエストロ

ヘルベルト・
フォン・カラヤン

マリア・カラス
Maria Callas
1923～ 1977
ギリシャのソプラノ歌手。
広い音域と，優れた技巧，ドラマ
ティックな表現力を備えていた。

Herbert von Karajan
1908～ 1989

オーストリアの指揮者。
幅広いレパートリーをもち，重厚な
響きと明快な演奏に定評があった。

　ディーバ：女性歌手に対して用いられる尊称
マエストロ：指揮者や演奏家の大家に対して用いられる尊称

ディーバ

（口絵４)

特集 「音楽プリズム」「歴史を超えて生き続ける日本の伝統芸能」「時代を超えて輝き続けるディーバとマエストロ」

特集 「音楽のもつ力を感じ取ろう」

特集 「日本の作曲家による映画音楽」

中村吉右衛門丈にきく
歌舞伎界を代表する吉右衛門丈へのインタビュー

（教科書P.112・うら表紙裏)

（教科書P.44・45)
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フ
ラ
ン
ス
の
歌
曲
を
歌
お
う

●フランス語の歌を歌うときには

博士のワンポイントレッスン

フランス語は柔らかく！

　フランス語の魅力は，柔らかな響きにありま
す。唇を前に突き出したり，息を鼻に抜いたり，
“t”，“d”，“p”，“b”の音を英語より優しく発
音したりします。

　日本で親しまれているフランス生まれの愛
唱歌には，『アヴィニョン橋の上で』として知
られているこの曲の他に，『きらきら星』があ
る。『きらきら星』は，18世紀末のパリで流
行したシャンソン。フランス語の原題は“あ
あ，お母さん，あなたに言いましょう”とい
う意味の“A

アー

h  v
ヴゥ

ous d
ディレ

irai-j
ジュ

e, m
ママン

aman”で，少
女が恋にときめく心を母親に打ち明けると
いう内容の歌。その後，この歌は“Twinkle, 
twinkle, little star”で知られる英語の替え
歌で世界中に広まり，日本でも『きらきら星』
として歌われるようになった。

フランス生まれの愛唱歌

「アヴィニョン橋」として知られるサン ·ベネゼ橋
この橋はフランス南東部の都市アヴィニョンを流れるローヌ川に架かっている。
12世紀後半に建設されたとき，長さ900メートル，アーチの数は22あった。
現在は，度重なる川の氾

はん

濫
らん

によって壊されたままの橋の姿が残っている。

唇を突き出す。 優しく「ポ」と言った
ら，息を鼻に抜く。

n+y=「ニ」 舌先を上の前歯の裏に
当てて，そっと離す。

唇を突き出して，
優しく発音する。

t+en=「タン」 喉
のど
の奥から強く

息を出す。

発音しない。 s+en- =「ザン」
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アヴィニョン橋の上で フランス民謡／関
せ き

根
ね

敏
と し

子
こ

採譜

S
シュ

ur l
ル

e p
ポン

ont d
ダヴィニョン

’Avignon

 （アヴィニョンの橋の上で，）

 （踊ろうよ，踊ろうよ，）

 （アヴィニョンの橋の上で，）

 （輪になって踊ろう。）

（立派な紳士たちはこのようにする，）

 （もう一度ほら，このように。）

 （美しい女性たちはこのようにする，）

 （もう一度ほら，このように。）

～の上で ［定冠詞］       橋          アヴィニョンの

   誰もが    そこで      踊る         誰もが   そこで      踊る

  ～の上で  ［定冠詞］       橋        アヴィニョンの 

   誰もが    そこで      踊る      まったく ～になって　 輪

   ［定冠詞］       立派な           紳士たち         する            このように

  そして     次に  　   もう一度            このように

    ［定冠詞］      美しい       女性たち       する            このように

   そして     次に  　   もう一度           このように

Sur　　le　　pont　　d’Avignon,

L’on　　y　　danse,　　l’on　　y　　danse;

Sur　　le　　pont　　d’Avignon,

L’on　　y　　danse　　tout　　en　　rond.

Les　　bell’s　　dames　　font　　comm’　　ça，

Et　　puis　　encore　　comm’　　ça.

Et　　puis　　encore　　comm’　　ça.

Les　　beaux　　messieurs　　font　　comm’　　ça,

   シュ　      ル        　ポン　     　ダヴィニョン

     ロ　　　   ニ　       ダンス　　      ロ　　　 ニ          ダンス

     シュ　     ル        　ポン　     　ダヴィニョン

       ロ　　　   ニ　      ダンス　        トゥ　     タン  　     ロン

      レ　　       ベル　　      　ダム　  　　フォン        　コム           　サ

    エ　      ピュイ　     ザンコール      　　コム　    　　サ

     エ     　ピュイ　    ザンコール　      　コム　    　　サ

      レ        　  ボー　　   　  メッシュー 　   　フォン　         コム　       　サ

言葉の雰囲気を感じ取って歌おう

※楽譜中の歌詞の音引き「ー」の表記について
　この教科書では，歌うことを考慮して，「原
語歌詞の意味」にあるカタカナ表記の音引き
と楽譜中の音引きが異なる場合があります。

『アヴィニョン橋の上で』をフランス語らしい発音で歌ってみましょう。

１小節目の“S
シュ

ur l
ル

e”の“Sur”「シュ」は，思い切って唇を前に突き出してください（唇の上に鉛
筆を乗せても落ちないような感じです）。
次に“ｒ”と“ l”が続きますが，ここでは“ｒ”を省略して“le”「ル」 と歌いましょう。

２小節目の“p
ポン

ont”は，鼻母音と呼ばれるフランス語独自の響きです。唇を軽く閉じて「ポ」
と優しく言ったあとで，唇を開けたままにして，息だけを鼻に抜きます。
続く“d

ダヴィニョン

’Avignon ”の“-gnon”「ニョン」も同じように歌いましょう。

フランス語では，単語の最後が子音の場合，多くはその音を発音しません。２小節目の“pont”
の“ t”など　 の印のある音です。

３小節目の“L
ロン

'on”のように，その直後に母音から始まる単語“y
イ

”（この場合“ i”とみなします）
が続く場合，“L'on”の“n” は次の“y”と結び付いて「ロニ」と発音されます。これを「リエゾン」
と呼びます。
 
４小節目の“d

ダンス

anse”の“d”は，舌先を上の前歯の裏に当ててから，そっと離して発音します。
こうすると，フランス語らしい柔らかな音になります。

８小節目の“t
トゥ

out e
タン

n”の“tout”「トゥ」は１小節目の「シュ」と同じように唇を前に突き出しな
がら，４小節目の“d

ダンス

anse”の“d”のように柔らかく発音します。

９小節目の“r
ロン

ond”の“ｒ”の発音には注意が必要です。舌の奥を持ち上げて，喉の奥から強
く息を出してください（ちょうど，うがいをするときのような感じです）。タ行というよりハ
行のように聞こえることもあります。

歌声セミナー ❸ 

原語歌詞の意味

１年生からの発展

豊富な巻末楽曲集

日
本
の
歌
曲
を
歌
お
う

原曲：ト長調
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からたちの花 北
き た

原
は ら

白
は く

秋
しゅう

作詞／山
や ま

田
だ

耕
こ う

筰
さ く

作曲

楽譜に示された意図を理解して，曲にこめられた思いを表現しよう

　『からたちの花』は私の曲のうちで最も大衆に
親しまれているものだが，決して唱

うた
い易
やす
い歌で

はない。むしろ私の歌曲のうちでもむずかしい
歌の一つであろう。では何

ど
処
こ
がむずかしいの

か。それはこの曲があまりにも単純に書かれて
あることと，この歌が話し言葉と，言葉のなか
に睡
ねむ
っている，日本語そのもののなかに内蔵さ

れている旋律を呼び醒
さ
まして書かれているから

である。

（『山田耕筰著作全集 ２』より抜粋）

作曲者の言葉

　楽譜にはたくさんの記号が書き込まれています。それは，作者がさまざまな記号を用いてその作品に対する
思いや意図を伝えようとしているからです。この曲では，記号とは別に作曲者自身の具体的な言葉によるメッ
セージも残されています（　　　　 の部分）。これらを参考にして表現を工夫してみましょう。

●楽譜にこめられたメッセージ

からたちは，ミカン科の
落葉低木。枝には鋭いと
げがあり，春になると，
とげの付け根に白い５弁
の花を咲かせる。秋には，
黄色く丸い果実が熟する。
香りはするものの，食用
には適さない。

　福岡に生まれた歌人，童謡作家，詩人。
本名は隆

りゅう

吉
きち

。1918年より童謡雑誌『赤
い鳥』に子ども向けの詩を発表し，多く
の名作を残した。

北原白秋 （1885-1942）

　東京に生まれた作曲家。彼の『かちど
きと平和』（1912）は，日本人が作曲した
初の交響曲である。また，日本における
常設のオーケストラの設立にも尽力した。

山田耕筰 （1886-1965）

か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ

白
い
白
い
花
が
咲
い
た
よ

か
ら
た
ち
の
と
げ
は
い
た
い
よ

青
い
青
い
針
の
と
げ
だ
よ

か
ら
た
ち
は
畑
の
垣
根
よ

い
つ
も
い
つ
も
と
お
る
道
だ
よ

か
ら
た
ち
も
秋
は
み
の
る
よ

ま
ろ
い
ま
ろ
い
金
の
た
ま
だ
よ

か
ら
た
ち
の
そ
ば
で
泣
い
た
よ

み
ん
な
み
ん
な
や
さ
し
か
っ
た
よ

か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ

白
い
白
い
花
が
咲
い
た
よ

◆“tranquillamente”トランクィッラメンテ：静かに　
◆“sotto voce”ソット  ヴォーチェ：静かに押さえた声で
◆“esitando”エジタンド：ためらって（少し遅く）　
◆“in fretta un poco”イン  フレッタ ウン ポーコ：少し急いで
◆“lungo”ルンゴ：かなり長く延ばして

やや抑えて

強弱を生かして

滑らかに 軽くブレスする 明るく 柔らかく発音 重たく やや急ぎぎみ 落ち着いて 寂しく

強弱に留意して 切実感が出るようにいっそう落ち着きをもって

淡々と，軽く流すように 落ち着きをもって 切実さをもって

じゅうぶん延ばして

間髪を入れずに入る

息をつぐ ためらいながら

２回とも肯定的に歌う きわめて寂しく，やるせなく

寂しく歌う 冒頭と同じように急いで

明るい　で 軽く息をつく 柔らかく静かに鼻
び

腔
くう

に響かせる

抑える程度 息を入れる かすめる やや抑えて 明るく 延ばしぎみに

いぶかるように，
ためらいがちに

　で

日本の歌曲
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 cagion 　del　 mio　 tormento,　
 カジョーン　 デル　 ミーオ　 トルメーント

●『うつろの心』の旋律は，８分の６拍子で     のリズムが中心となっているのが特徴です。長くのばす
　母音に    の音価が当てられているので，   の音に拍の重心を置いて歌うようにしましょう。

●強弱とフェルマータを意識して表現を工夫しましょう。

～の中に    　心　    もはや   ～しない 　私には 　 感じる        輝き　   ～頃の　 　  若い　            　    

    原因　       ～の　 　私の　         苦悩　             愛よ   　～である　    罪　    あなたは

　私を　     つねる　    　私を　         突く　         私を　        刺す　          私を　      かみ砕く　     

Nel　　cor　　più　　non　　mi　　sento 　brillar　　la　　gioventù ;　

cagion　　del　　mio　　tormento,　　amor,　　sei　　colpa　　tu.

Mi　　pizzichi,　　mi　　stuzzichi,　　mi　　pungichi,　　mi　　mastichi ;　

 ネル　     コール　    ピウ　      ノン　       ミ　      セント    ブリッラール　    ラ　   ジョヴェントゥ　            

  カジョン　     デル    　ミーオ　      トルメント　       アモール　     セイ　     コルパ　     トゥ

  ミ　       ピッツィキ　       ミ　     ストゥッツィキ　     ミ　         プンジキ　          ミ　        マスティキ

  　  どのような 　 ～である     これは　         ああ　　　　哀れみを　  哀れみを　  哀れみを

　  愛 　 ～である［不定冠詞］　確実　    ～こと　 ～こと　   失望する　   私を～させる

che　　cosa　　è　　questo,　　ahimè ?　　pietà,　　pietà,　　pietà !

amore　　è　　un　　certo　　che　　 che　 disperar　 mi　　fa.

   ケ　      コーザ　    エ　      クエスト　         アイメ   　　　  ピエタ　        ピエタ　       ピエタ　

  アモーレ　     エ　    ウン　     チェルト　      ケ　      　ケ　　  ディスペラール　 ミ　      ファ

　・長く発音する母音の歌い方に気をつけましょう。

　・８分の６拍子は６つの拍を２つのまとまりに感じて歌いましょう。○が強拍の位置になります。

　・２段目と５段目はほぼ同じメロディーですが，歌詞の内容に合わせてクレシェンドの仕方を変えてみましょう。
　・２，４，５段目のフェルマータは，気持ちの高揚に合わせて歌い方を工夫しましょう。

●８分の６拍子にのって歌いましょう

母音ののばし方の例

・拍にのって言葉のアクセントを感じながら歌うようにしましょう。

※楽譜中の歌詞の音引き「ー」の表記について
　この教科書では，歌うことを考慮して，「原
語歌詞の意味」にあるカタカナ表記の音引き
と楽譜中の音引きが異なる場合があります。

※強拍にくる“o”や“e”の母音ののばし方に注意して歌いましょう。

原語歌詞の意味

歌声セミナー ❶

●曲想を工夫して歌いましょう

博士のワンポイントレッスン

ドイツ語ははっきりと！

　ドイツ語は，メリハリのあるアクセン
トをもっているため勢いがあり，角張っ
た印象を受けます。また，「シュ」「プ」
「ヴ」などの発音の際，日本語に比べて息
を強く出し破裂するような音になるのが

特徴です。“r”はうがいをするときのよ
うな音で発音する場合もあり，日本人が
ドイツ語を習得する際に最も苦労する発
音といわれています。
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●曲の構成を確認しましょう。
　この曲の前半と後半にそれぞれどのような特徴があるのかを調べ，
　歌い方を工夫しましょう。

●子守歌の雰囲気をつくるため，柔らかい響きを工夫しましょう。

●語尾につく子音の音は，ドイツ語の中でも特徴的な発音の一つです。
　より音楽的な表現ができるよう，語尾の子音の歌い方を工夫しましょう。

　＊Nachtの歌い方
２拍目の４分休符にかかるように，子音の“cht”を
発音することによって，フレーズとフレーズがスムー
ズにつながります。休符もフレーズの一部と感じな
がら歌ってみましょう。

　＊＊bedachtの歌い方
この旋律に８分休符は含まれていませんが，右の図
のように８分休符があるつもりで表現するとフレー
ズがスムーズにつながります。また，ブレスをする
ことで拍の流れを止めないよう注意しましょう。

歌い方

母音を柔らかく発音して
美しく響くように歌うと，
子守歌の感じがでるね。

歌声セミナー ❷ 

フランスの歌曲

イタリアの歌曲

ドイツの歌曲

（教科書P.15)

表現 幅広い時代とジャンルの中から，
無理なく取り組むことのできる教材を選びました。

言葉と旋律の関係をより深く知り，
表現を工夫するためのガイドを用意。

（教科書P.18)

（教科書P.22)

ギ
タ
ー
を
弾
こ
う

■『スタンド バイ ミー』は，1961年にベン·E.キング（B
ベンジャミン

enjamin E
アール

arl King 1938～  ）が歌ってヒットした名曲。ジョン ·レノンなど数多くの
　ミュージシャンにカヴァーされている。1986年には同名の映画の主題歌となり，再びヒットした。

（ベースライン）

（コード）

（メロディー）

この曲では，上に示したように，同じパターンのコードが繰り返されながら進行します。
これを「循環コード」といい，このパターンを覚えると１曲を通して弾くことができます。

2

1

3

開放弦の音
第
６
弦

第
５
弦

第
４
弦

第
３
弦

第
２
弦

第
１
弦

ミシソミ レラ

　は空振りです。弦に触れ
ずにストロークしましょう。

●　 からのコード伴奏のリズムパターンを などに

　変化させて，曲の雰囲気に合った演奏を工夫してみましょう。
　ストロークは右のようになります。

●前奏を加えてみましょう。

●各小節の２拍目に打楽器を加えて，より原曲の雰囲気に近づけてみましょう。楽器の種類も工夫しましょう。

（ベースライン）
４回繰り返す

メロディーを弾こう：Guitar１ベースラインを弾こう：Guitar３

●は押さえる位置と左手の指番号，×は弾かない弦，○は開放弦です。

コードを弾こう：Guitar２
右手の演奏の仕方

　ピックを使って上か
ら下へはじくダウンと
下から上へはじくアッ
プがあります。手首を
柔らかく動かし，肩の
力を抜いて弾きましょ
う。また，表拍は主に
ダウン　，裏拍は主に
アップ　を用います。

　　 はベースラインで使う７つの音を示して
います。２つの開放弦の音と，残りの５つの
音の左手のポジションを確認しましょう。
　右手の親指で弦を下方向にはじいて演奏し
ます。
　最初の「ソ」の音は，第６弦第３フレットを
押さえます。

　　 はメロディーで使う８つの音を示してい
ます。３つの開放弦の音と，残りの５つの音
の左手のポジションを確認しましょう。
　右手の親指やピックで弦をはじいて演奏し
ます。
　メロディーの奏法には，右手人さし指と中
指を交互に上方向にはじくアポヤンド奏法も
あります。はじいた指を隣の弦に当てて止め
る奏法で，大きな音が出せます。

左手のポジション
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スタンド バイ ミー ベン·E.キング，ジェリー ·リーバー，
マイク·ストーラー作詞・作曲／苣

ち さ

木
き

宏
ひ ろ

幸
ゆ き

編曲
ギターを弾こう

EmG C D7

　『スタンド バイ ミー』は，シンプルなコード進行でできています。まず，この曲に使われている4つのコー
ドを覚えて伴奏を弾いてみましょう。弾けるようになったら，ベースラインやメロディーも練習して，ギター
アンサンブルをしてみましょう。

ギターアンサンブルに挑戦しよう

ミシ

ド

ファ

ソ

ラ

ソレ

ミ

シ

ド

ファ

ソ

レ

ミ

Stand By Me

器楽

合
奏
を
楽
し
も
う

Step 1

Step 2

Step 3 音色を工夫してみよう。

創
作

●何度も演奏しながら仕上げていこう。

●楽譜に書いたり録音したりして記録しておこう。

手拍子と足踏み以外にも，いろ

いろな音色を工夫しよう。

　　　　　でつくったテーマをもとにして，下の作品例を参考にしながら，
８小節のまとまりのある曲をつくろう。
Step 1

「手拍子」と「足踏み」を使って２小節のテーマをつくろう。

例 例

例

例

最初に「テーマ」を！
強さを変えて「テーマ」を反復！

新しいリズムパターンを使って気分一新！ 「テーマ」を少し変化させてエンディング！
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　楽器などを使わずに，体を打楽器のように使ってリズムを演奏することを，ボディー
パーカッションといいます。ここでは，手拍子と足踏みの音を使ってボディーパーカッ
ションのオリジナル曲をつくってみましょう。

リズム作品をつくろう

ボディーパーカッションに挑戦しよう！

私は，右のような
工夫をして
曲をつくったよ。

手拍子の工夫例 足踏みの工夫例

●上の作品例や自分の作品の「手拍子」と「足踏み」を，２人で分担してアンサンブルしましょう。
●身の回りにある楽器や道具などを使って音色を工夫しましょう。

・膝
ひざ

を打つ
・腕を打つ
・フィンガースナップ

普通に打つ

手のひらに丸み
をもたせて打つ

片方の手のひら
で，もう片方の
手の甲を打つ

かかとで踏む

爪
つま

先
さき

で踏む

足の裏全体で
踏む

創作

音
楽
の
歓よ

ろ
こ

び﹇
合
唱
﹈

♦“Gaily”ゲイリー：陽気に
●O.ハマースタイン２世（Oscar Hammerstein Ⅱ 1895～1960）は，アメリカの作詞家，台本作家。作曲家

R.ロジャーズとコンビを組み，『オクラホマ！』（1943），『南太平洋』（1949），『サウンド オブ ミュージック』
（1959）など，ミュージカルの名作を数多く残した。
●R.ロジャーズ（Richard Rodgers 1902～1979）は，アメリカの作曲家。作詞家の L.ハート（L

ローレンツ

orenz Hart 
1895～1943）やO.ハマースタイン２世と組み，ミュージカルの名作を数多く残した。

■《シャル ウィ ダンス?》は，1951年に初演されて大ヒットしたミュージカル『王様と私』の中のナンバーである。
※コードネーム  p.108
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シャル ウィ ダンス？
オスカー·ハマースタイン２世作詞／架

か

我
が

主
し ゅ

門
も ん

日本語詞／
リチャード·ロジャーズ作曲／加

か

賀
が

清
き よ

孝
た か

編曲Shall We Dance?
ミュージカル『王様と私』から

音
楽
の
歓よ

ろ
こ

び﹇
合
唱
﹈

◆“ca.”（“circa”チルカの略）：約
●林 柳波（1892～1974）は群馬県に生まれた詩人で，本名は照

てる

寿
とし

。文部省国民学校中等学校の教科書編
へん

纂
さん

委員を務め，『うみ』『おうま』
など，文部省唱歌の歌詞を数多く手がけた。

●井上武士（1894～1974）は群馬県に生まれた音楽教育家。日本教育音楽協会会長などの要職を歴任し，音楽教育の発展に貢献した。
文部省唱歌を多数作曲し，代表作には『うみ』の他，『チューリップ』などがある。

60

　　　うみ
林
はやし

 柳
りゅう

波
は

作詞／井
い の

上
う え

武
た け

士
し

作曲／飯
い い

沼
ぬ ま

信
の ぶ

義
よ し

編曲

音
楽
の
歓よ

ろ
こ

び﹇
独
唱
﹈

S
シュテントゥヒェン

tändchen

セレナード
ルートヴィヒ·レルシュタープ作詞／野

の

口
ぐ ち

耽
と う

介
す け

日本語詞／
フランツ·シューベルト作曲

◆“Mäßig”メースィッヒ：中ぐらいの速さで

84

（教科書P.84)
（教科書P.60)

（教科書P.58)
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ダイヤグラム　●…押さえる位置　×…弾かない弦　○…開放弦　　セーハ…左手の人さし指で同時に２本以上の弦を押さえる　数字…フレット番号
コードネームの数字は，７を「セブンス」というように，序数で呼ぶこともある。
下記に用いられている記号は次の省略形である。M : major(メイジャー) ，m : minor(マイナー)，　5 : flatted fifth(フラッテッド　フィフス)，
dim : diminished(ディミニッシュト)，aug : augmented(オーグメンテッド)，sus : suspended(サスペンデッド)，add : additional(アディショナル)

ここでは，基本的なコードとフォームを掲載しました。
演奏する際に，記載したものとは異なるフォームを使用することがあります。資

料
コードネームとダイヤグラム

108 109

（教科書P.10)

（教科書P.16・17)

（教科書P.108)

（教科書P.13)

資料

初めてのフランス語でも，すぐにイメージを
感じ取ることができる解説。

簡単に取り組むことができる
　　　　　　　器楽や創作の活動。

器楽や創作に役立つ充実した資料。

実態に応じて柔軟に取り組むことができる
変化に富んだ選曲。
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鑑賞
西
洋
音
楽
の
鑑
賞

　独唱と合唱が入る前の第４楽章前半では，第１楽章
から第３楽章までの音楽の世界が，オーケストラで回
想されます。ベートーヴェンが音楽スケッチ帳に書い
たメモを参考にしながら，この部分を聴いてみましょう。

序奏 第１楽章の回想 第２楽章の回想 第3楽章の回想

歓喜のモチーフ

　ドイツの作曲家。主にウィーンで
活躍し，ピアノの名手としても知ら
れていた。古典派の音楽をさらに発
展させ，交響曲，弦楽四重奏曲，ピ
アノソナタなど，数多くの作品を残
した。『交響曲第９番』などの晩年の
作品には，ロマン派の音楽の先駆け
となる音楽表現もみられ，多くの作
曲家に影響を与えた。

　ドイツ古典主義を代表する劇作家，
詩人，哲学者。文学にとどまらず歴
史，哲学，美学にまで幅広い著作を
残した。彼の作品には「自由」の精神
が強く表現されている。理想主義者
であった彼は作品において，調和の
とれた人間性を追求しようとした。
代表作には劇作品『群盗』『ドン・カ
ルロス』などがある。

ルートヴィヒ·ヴァン·ベートーヴェン 
Ludwig van Beethoven （1770-1827）

ヨハン·クリストフ·フリードリヒ·フォン·シラー 
Johann Christoph Friedrich von Schiller （1759-1805）

歓喜のメロディー

歓喜のメロディー歓喜のメロディー

30 31

管楽器によって激しい旋律が演奏されます。

ようやく歓喜のモチーフが紹介されます。 コントラバスとチェロによって，歓喜のメロディーが
演奏されます。

歓喜のメロディーがヴァイオリンに引き継がれて，
だんだんと盛り上がります。

オーケストラ全体で歓喜のメロディーが演奏されます。

管楽器による空虚な響きの和音がのばされる中で，
弦楽器が第１楽章冒頭と同じ音形を演奏します。

　合唱が入るまでに，だんだん音楽が盛り上がっ

てくる感じがすてきだった。

　その理由は，繰り返しの度に，楽器の数が増えて，

響きが広がったからだと思う。

木管楽器によって３拍子にのった躍動的な旋律が
演奏されます。

木管楽器によって穏やかな旋律が演奏されます。

1824年に『交響曲第９番』が初演された，ウィーンのケルントナートーア劇場

歓喜のメロディーは，曲中でリズムを変えながら繰り返し登場する。

歓喜のメロディーにヴィオラが加わります。

※ファゴットは歓喜
のメロディーと対
話するような旋律
を演奏します。

これも違う。
とても優しすぎる。

これも違う。
ただにぎやかなだけだ。
もっと美しいものを。これは違う。

私が求めているのは，
もっと耳に心地よい
ものである。

ただ我々の
絶望を思い起こ
させるものだ。

これだ。
見つけたぞ。
私が歌って
みせよう。

感じたこととその理由

西
洋
音
楽
の
鑑
賞

交響詩 はげ山の一夜　 ムソルグスキー
リムスキー＝コルサコフ編曲

　この曲はロシアの民話に基づいた，夏至の日の前夜に起こる不思議な物語を描写した作品です。
「はげ山にチェルノボグという死

しに
神
がみ
が現れる。死神は，配下の魔物と饗

きょう
宴
えん
を繰り広げるが，夜明

けを知らせる鐘の音とともに去っていく」という物語が，音楽でどのように表現されているのか
聴いてみましょう。

場面と音楽の関
かか

わりに気付きながら聴こう

　ロシアにおける国民主義音楽の創
造を目指したロシア「五人組」の一人。
彼は写実的かつ叙情的な音楽表現を
得意とし，オペラや歌曲の分野で評
価を得た。オペラ『ボリス ･ゴドゥ
ノフ』やピアノ組曲『展覧会の絵』な
どがよく知られている。

　ロシア「五人組」の一人。管弦楽法
に習熟した優れた作曲家であると同
時に，作曲の教師としても秀

ひい

でた人
物で，ストラヴィンスキーをはじめ
多くの後進を育てた。
　彼の作品は，ドビュッシーなどの
近現代の管弦楽にも影響を与えた。

モデスト·ムソルグスキー 
Modest Musorgsky （1839-1881）

ニコライ·リムスキー＝コルサコフ 
Nikolay Rimsky-Korsakov （1844-1908）

■ロシア「五人組」：19世紀後半，ロシアの民族性に根ざした芸術音楽の創造を目指した5人の作曲家。ムソルグスキーとリムスキー＝コルサコフの他に
　ミリー･バラキレフ，ツェーザリ･キュイ，アレクサンドル･ボロディンがいる。
■I.ストラヴィンスキー（I

イーゴル

gor Stravinsky 1882～1971），C.ドビュッシー（C
クロード

laude Debussy 1862～1918）。

◆“feroce”フェローチェ：荒々しく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■交響詩：19世紀半ばに生まれた，管弦楽曲の形式。多くの場合，作品の内容を示唆する物語や詩などがつけられている。
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　不気味な雰囲気が，ヴァイオリンの急速な
３連符の音形で醸

かも
し出されます。

　チェルノボグと魔物たちの饗宴の始まりが，
金管楽器による威圧的なファンファーレに
よって告げられます。

　魔物たちの儀式が行われます。 　突然，教会の鐘の音が厳かに鳴り響き，饗
宴の終わりを告げます。

　死神チェルノボグの堂々とした登場が，低
音の重々しい響きで表現されます。

　魔物たちの怪しげな足取りが，木管楽器の
音色でひっそりと表現され，徐々に盛り上
がっていきます。

　儀式はいよいよクライマックスに達し，今
までに登場した音形が激しさを増して次々
と現れます。

　すごすごと退散していく魔物たちの様子が，
ヴァイオリンの寂しげな旋律で描写されます。

　魔物たちはチェルノボグを賛美し，舞曲風
の旋律にのって舞い踊ります。

　魔物たちが儀式に参列するために，金管楽
器の勇ましい音楽にのって行進します。

　すがすがしい朝の様子が，クラリネットの
優しく牧歌的な旋律で表されます。

Allegro feroce

Più sostenuto Poco meno mosso

Meno mosso. Tranquillo

Poco più sostenuto

Animato assai

marc.

日
本
の
伝
統
芸
能

　江
戸
時
代
、
歌
舞
伎
は
人
々
に
と
っ
て
最
大
の
娯
楽
で
し
た
。
中
に
は
役
者
の
声
色

を
真
似
し
て
楽
し
み
た
い
、
と
い
う
愛
好
者
も
い
て
、『
鸚お

う
鵡む

石せ
き
』と
い
う
名
せ
り
ふ
集

が
出
版
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。

　こ
こ
で
は
歌
舞
伎
の
名
せ
り
ふ
を
聴
い
て
、
そ
の
特
徴
を
感
じ
取
り
ま
し
ょ
う
。

　越後獅子（角
かく
兵
べ
衛
え
獅子ともいう）は，越

えち
後
ごの
国
くに
月
つき
潟
がた
村
むら
を本拠と

し，諸国を巡りながら舞や曲芸を見せて生計を立てている大
道芸人です。
　江戸の町にやってきた越後獅子は，頭に小さな獅子頭を乗
せ，おなかに太鼓を着けた姿で舞台に登場し，さまざまな踊
りを見せます。故郷の海を懐

なつ
かしんで踊る「浜

はま
唄
うた
」，一本歯の

下
げ
駄
た
を履いて布を振りながら踊る「布

ぬの
晒
さら
し」（下の舞台写真）

などが見せ場となります。

　こ
れ
は
、『
伽め

い
羅ぼ

く
先せ

ん
代だ

い
萩は

ぎ
』の
中
で
、
主
君
を
守
る
た
め
に
我
が
子
を
犠
牲
に
し
た

政
岡
が
、
そ
の
悲
し
み
を
吐と

露ろ

す
る
場
面
の
せ
り
ふ
で
す
。

　義
太
夫
狂
言
で
は
、
こ
の
場
面
の
よ
う
に
芝
居
の
見
せ
場
で
、
役
者
が
義
太
夫
節

の
リ
ズ
ム
や
間ま

に
合
わ
せ
て
せ
り
ふ
を
語
っ
た
り
、
演
技
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
表
現
法
を「
糸
に
乗
る
」と
い
い
ま
す
。

　

　「知
ら
ざ
ぁ
言
っ
て
聞
か
せ
や
し
ょ
う
」「
こ

い
つ
ぁ
春
か
ら
縁え

ん
起ぎ

が
い
い
わ
ぇ
」な
ど
、
河か

わ

竹た
け
黙も

く
阿あ

弥み（
一
八
一
六
〜
一
八
九
三
）の
書
い
た

作
品
に
は
名
せ
り
ふ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

黙
阿
弥
の
せ
り
ふ
は
、
掛か

け

詞こ
と
ば

や
語ご

呂ろ

合
わ
せ

を
多
用
し
た
七
五
調
で
書
か
れ
て
お
り
、
観

客
の
耳
に
心
地
よ
く
響
く
よ
う
に
工
夫
さ
れ

て
い
ま
す
。

　『青あ
お
砥と

稿ぞ
う
し

花は
な
の

紅に
し
き彩
画え（
通
称
：
白し

ら
浪な

み
五ご

人に
ん
男お

と
こ

）』

で
は
、
上
の
写
真
の
よ
う
に
、
稲
瀬
川
に
勢
揃ぞ
ろ

い
し
た
五
人
の
盗
賊
が
、
日に

っ
本ぽ

ん
駄だ

右え衛
門も

ん
か
ら

順
に
各お

の
々お

の
の
経
歴
と
名
前
を
名
乗
り
ま
す
。
こ

れ
を「
名
乗
り
せ
り
ふ
」と
い
い
ま
す
。

　歌舞伎の舞踊には，江戸の人々の姿や生活を題材にした作
品があります。『越後獅子』もその一つで，当時流行していた
越後獅子を主人公にした舞踊です。
　また，『越後獅子』の音楽は，文化・文政期を代表する長

なが
唄
うた

の名曲として知られています。
長唄『越後獅子』 p.50

歌
舞
伎
の

名
せ
り
ふ
に
親
し
も
う

三さ
ん

千ぜ
ん

世せ

界か
い

に
子
を
持
っ
た

親
の
心
は
皆み

な

一
つ
…

問
わ
れ
て
名
乗
る
も

お
こ
が
ま
し
い
が
…越後獅子：坂

ばん

東
どう

三
み

津
つ

五
ご

郎
ろう

　歌舞伎では，舞台下
しも

手
て

にある黒御簾のかかった小部屋で，
芝居の効果音や，情景や場面を表現する音楽を演奏する。
これを黒御簾音楽（下

げ

座
ざ

音楽）という。
　『越後獅子』では出囃子に合わせ，大太鼓（長胴太鼓）で波
の様子を擬音化した「波音」を演奏する。
　また長唄『越後獅子』は，他の芝居の伴奏音楽としても用
いられる。例えば『梅

つ

雨
ゆ

小
こ

袖
そで

昔
むかし

八
はち

丈
じょう

（通称：髪
かみ

結
ゆい

新
しん

三
ざ

）』の
冒頭，《白

しろ

子
こ

屋
や

見
み

世
せ

先
さき

の場》では，材木問屋白子屋の店先に
長唄の稽古をしている様子が聞こえている，という状況を
表現するために，“牡

ぼ

丹
たん

は持たねど～”“己
おの

が姿を花と見て～”
など，『越後獅子』の一節が繰り返し演奏される。

囃
はや

子
し

の演奏者が舞台に出て演奏することを「出囃子」という。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長唄囃子連中（唄，三味線，囃子）

右
か
ら

　日
本
駄
右
衛
門
：
松
本
幸こ

う

四し

郎ろ
う

　

　
　
　
　弁べ

ん

天て
ん

小こ

僧ぞ
う

菊き
く

之の

助す
け

：
尾
上
菊
五
郎

　
　
　
　忠た

だ

信の
ぶ

利り

平へ
い

：
市
川
左さ

團だ
ん

次じ

　

　
　
　
　赤あ

か

星ぼ
し

十じ
ゅ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

：
中
村
梅ば
い

玉ぎ
ょ
く

　

　
　
　
　南な

ん

郷ご
う

力り
き

丸ま
る

：
中
村
吉
右
衛
門

政ま
さ

岡お
か

：
坂さ
か

田た

藤と
う

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

黒御簾の内部

48 49

篠
しの

田
だ

金
きん

治
じ

作詞／九世杵
きね

屋
や

六
ろく

左
ざ

衛
え

門
もん

作曲

黒御簾音楽

越
え ち

後
ご

獅
じ

子
し

 （1811年）

日
本
の
伝
統
芸
能

※

※

※

三味線の調弦（三
さん
下
さが
り）

❸
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長唄『越後獅子』 ～長唄を唄ってみよう～
今
い ま

藤
ふ じ

政
ま さ

太
た

郎
ろ う

監修

何なん
た
ら
愚ぐ
痴ち
だ
え
、
牡ぼ
丹たん
は
持
た
ね
ど
越
後
の

獅
子
は
、
己お
の

が
姿
を
花
と
見
て
庭
に
咲
い
た
り

咲
か
せ
た
り
、
そ
こ
の
お
け
さ
に
異い

な
こ
と
言

わ
れ
、
ね
ま
り
ね
ま
ら
ず
待
ち
明
か
す
、
ご
ざ

れ
話
し
ま
し
ょ
う
ぞ
こ
ん
小
松
の
蔭か
げ

で
、
松
の

葉
の
様よ
う

に
こ
ん
濃こま
や
か
に
、
弾
い
て
唄うと
う
や
獅

子
の
曲①CDの模範演奏をよく聴いて，声の特徴や節

ふ し

（唄
の旋律）の動きを感じ取る。
②節を少しずつ区切って（楽譜の❶～❽），模範演
奏を真似ながら唄う。
③CDの模範演奏に合わせて，全体を通して唄う。

・背筋を伸ばし，胸を張りすぎずに肩の力を抜く。

・日本語の発音を大切にして，丁寧に唄う。
・言葉のまとまりを大切にして唄う。
・唄う前に歌詞を声に出して読んでみるのもよい。

＊

＊

■三味線の記号
　ス：スクイ…ばち先で糸（弦）を下から上へすくい上げて音を出す。　
　ハ：ハジキ…左手の指で糸をはじいて音を出す。
　ウ：ウチ…人さし指で勘

かん

所
どころ

を押さえたまま他の指で別の勘所を打って音を出す。
　ケ：ケシ…弾いた直後に，左手の指で糸に触れて響きを消す。

　　唄

三味線

唄：今藤政
まさ

子
こ

／三味線：今藤政
まさ

音
ね

■楽譜について
　この楽譜は，歌唱活動を通して長唄に取り組めるよう考慮して作成したものである。
　・唄パート………CDの模範演奏をもとに，旋律の高低等を図示している。節の唄い方には流派や個人によって少しずつ違
　　　　　　　　　いがあり，模範演奏はその一例である。
　・三味線パート…長唄では，唄い手の声域やコンディションなどを考慮して，そのつど音高（調子）を決めるため，曲ごとの
　　　　　　　　　絶対的な音高は定められていない。ここでは活動のガイドとなるよう模範演奏の実音を示している。

　この部分では，越後獅子が自分の姿を花に見立てた踊りを見
せる。“牡丹は持たねど”とは，能の『石

しゃっきょう

橋』などに登場する獅子
のように牡丹の花はないけれども，という意味。「おけさ」は，
おけさ踊りをする女性。“ねまりねまらず”は，いてもたっても
いられず，という意味の越後の方言である。（能『石橋』 口絵2）
　また＊～＊の三味線の旋律は，プッチーニ作曲のオペラ
『蝶

ちょう

々
ちょう

夫人』で，蝶々夫人が自分の身の上を語る場面などのテー
マとして用いられている。

解説

唄うときの手順

唄うときの姿勢

唄うときのポイント

軽快に ❶

❷

❹

❺
❻

❼
❽

篠田金治作詞／九世杵屋六左衛門作曲／今藤政太郎採譜

※のところは，実際に唄うときの発音を表記している。

音楽文化についての理解を深めることができる
鑑賞活動を取り上げました。

鑑賞のねらいをしっかり
読み取ることができる紙面構成

音 符  名　前 長さの割合（　 を1拍とした場合） 休 符 名　前
＊

大
譜
表

ドイツ

（シャープ ： 嬰記号）…半音高くする （フラット ： 変記号）…半音低くする
（ダブルフラット ： 重変記号）…全音低くする（ダブルシャープ ： 重嬰記号）…全音高くする

（ナチュラル ： 本位記号）…もとの高さに

＊全休符は，  以外の拍子でも，１小節間休む場合に用いられる。

※ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロの代わりに，音名としてド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シを用いる
　ことがある。

資
料

大譜表と音名

音符と休符
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付点はもとになっている音符や
休符の半分の長さに当たる。し
たがって，点の付いた音符や休
符の長さは，もとになっている
音符・休符の1.5倍になる。

楽典

ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロの
7つの音を幹音といい，変化記
号（ ・ ・ ・  ）が付けられた
音を派生音という。

上のAとBは，鍵
けん

盤
ばん

上では同じ
音であるが音名が違う。変化記
号が付けられた音は，派生音と
なる。

A B

２分音符や４分音符などを３等
分してつくられる一群の音符を
３連符という。

2分音符

4分音符

3等分
すると

3等分
すると

   そっと　       願う　         私の　     　  歌        　             夜の間ずっと                 ～に  　あなた

～の中へ［定冠詞］　  静かな　      林　         こちらへ　         愛する人よ　    
来ておくれ ～ところへ   私の

  ささやく　           細い　           こずえ　        ざわめく　～の中で　　　      月の　 　             光

　　 　裏切り者の 　          悪意をもって　聞き耳を立てる人を　恐れる　   
 愛くるしい人 ～しないで

  聞こえる　［定冠詞］ 　ナイチンゲール            歌声が            ああ ナイチンゲールは 願う　  あなたに　

～で 　［定冠詞］　   調べ　          甘い             嘆き　         願う  ナイチンゲールは 私の代わりに

ナイチンゲールは  理解する　         　   胸の　              あこがれを       　知る　              愛の痛みを

 感動させる      ～で　  ［定冠詞］      　銀の調べ　       あらゆる      柔らかい　      心を

～させる  ～もまた　あなた  ［定冠詞］　   胸を　         動かす　         愛する人よ　聞いておくれ     私を

震えながら 待ちこがれる   私は           あなたのことを　      来ておくれ    
喜ばせておくれ　   私を

rühren　　mit　　den　　Silbertönen　　jedes　　weiche　　Herz.

Laß　　auch　　dir　　die　　Brust　　bewegen,　　Liebchen,　　höre　　mich !

Bebend　　harr　　ich　　dir　　entgegen,　　komm,　　beglücke　　mich.

リューレン　   ミットゥ　ディーン　 ズィルバーテーネン　 イェーデス　  ヴァィヒェ　     ヘルツ

   ラス　       アォホ　   ディール　  ディー  　ブルストゥ　   ベヴィーゲン　       リープヒェン　       ヘーレ　     ミッヒ

ビーベントゥ　     ハル　      イッヒ　  ディール　 エントゥギーゲン　      コム             ベグリュッケ　      ミッヒ

Leise　　f lehen　　meine　　Lieder　　durch　　die　　Nacht　　zu　　dir,

in　　den　　stillen　　Hain　　hernieder,　　Liebchen,　　komm　　zu　　mir.

Flüsternd　　schlanke　　Wipfel　　rauschen　　in　　des　　Mondes　　Licht,

des　　Verräters　　feindlich　　Lauschen　　fürchte,　　Holde,　　nicht.

Hörst　　die　　Nachtigallen　　schlagen ?　　ach,　　sie　　f lehen　　dich,　

mit　　der　　Töne　　süßen　　Klagen　　f lehen　　sie　　für　　mich.

Sie　　verstehn　　des　　Busens　　Sehnen,　　kennen　　Liebesschmerz,

  ラィゼ　     フリーエン　     マィネ　        リーダー　      ドゥルヒ　    ディー　    ナハトゥ　    ツー　   ディール

イン　  ディーン   シュティッレン　 ハィン　        ヘァニーダー　       リープヒェン　          コム　       ツー　     ミール

フリュステルントゥ　   シュランケ　   ヴィップフェル　   ラゥシェン　     イン　    デス　      モーンデス　     リヒトゥ

  デス　   フェアレータース　ファィントゥリッヒ    ラゥシェン       　フュルヒテ　        ホルデ        　ニヒトゥ

ヘールストゥ　ディー　     ナハティガーレン　     シュラーゲン　       アッハ　    ズィー　  フリーエン　  ディッヒ

ミットゥ　ディール　   テーネ　     ズューセン　    クラーゲン　   フリーエン　  ズィー　 フュール　   ミッヒ

ズィー　フェアシュティーン　 デス　      ブーゼンス　     ズィーネン　        ケンネン           リーベスシュメルツ

原語歌詞の意味
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音楽史 羅針盤　楽曲から見る音楽の流れ

　ドイツ語の歌曲の歴史は，12世紀にまで遡
さかのぼ

ることができます。バロック時代には，道徳的，
宗教的内容の歌詞に通奏低音の伴奏をつけた歌曲が好んで歌われました。古典派のモーツァルト
やベートーヴェンの歌曲を経て，ロマン派の時代にその芸術性が大きく発展しました。ドイツ語
の歌曲を「リート」といいますが，とりわけロマン派の時代につくられた歌曲を指すことが多いです。
ロマン派におけるリートは，シューベルトの歌曲によって始まりました。のちの作曲家は彼の歌
曲を参考に各自の独創性を加えたリートを作曲するようになり，ドイツの歌曲はさらに高められ
ました。例えば，R.シューマン（R

ローベルト

obert Schumann 1810～1856）は叙情豊かでストーリー性に
富んだ歌曲をつくりました。また，J.ブラームス（ p.14, 38）は民謡的な歌詞を取り上げました。

　シューベルトのリートでは，ゲーテ(J
ヨハン

ohann W
ヴォルフガング

olfgang v
フォン

on Goethe 1749
～1832)やミュラー(W

ヴィルヘルム

ilhelm Müller 1794～1827），ハイネ (C
クリスティアン

hristian 
J

ヨハン

ohann H
ハインリヒ

einrich Heine 1797～1856)，レルシュタープ (H
ハインリヒ

einrich 
F
フリードリヒ

riedrich L
ルートヴィヒ

udwig Rellstab 1799～1860)などのドイツロマン派の詩人
の作品が使われました。シューベルトのリートは自然なのびやかさをもつ
美しい旋律が魅力です。これは歌詞そのものがもつ抑揚に配慮したうえで，
音楽的な可能性を追求した結果によるものです。

ドイツの歌曲

フランツ ·シューベルト（Franz Schubert 1797～1828）

音楽史 羅針盤

（教科書P.30・31)

（教科書P.32・33)

（教科書P.49)

（教科書P.50)

（教科書P.54・55)

（教科書P.56・57)

（教科書P.110・111)（教科書P.102)（教科書P.87)

1600 1700 1800 1900
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●ルイ14世の時代
　（1661-1715）

●プロイセン
　王国成立
　（1701）

●イギリスで
　産業革命

●七年戦争
　（1756-63）

●フランス革命
　（1789-99）

●ナポレオン即位
　（1804）

●七月革命
　（1830）

●二月革命
　（1848）

●第一次世界大戦（1914-18）

●アメリカ独立宣言
　（1776）

●アメリカ南北戦争
　（1861-65）

●イタリア王国
　成立（1861）

●ドイツ帝国成立　
　（1871）

●世界経済恐慌（1929）

●東西ドイツの統一　
　（1990）

◆教会音楽

◆グレゴリオ聖歌 ◆合唱音楽

◆記譜法が発展

◆オペラの誕生

◆器楽曲の発達
　（協奏曲，組曲）

◆音楽都市
　ウィーンとロンドン

　モーツァルト『ラクリモサ』→p.37

◆ソナタ形式の確立
　（ピアノソナタ，交響曲） ◆ヴィルトゥオーソの活躍

◆ドイツリートの隆盛

◆ロマン派のオペラの隆盛

◆大陸音楽の
　伝来

◆東大寺大仏開眼会
で日本の古来の音
楽，渡来楽舞，声
明などが披露された
（752）

◆雅楽の曲が
　整理される

◆平曲の隆盛

◆能楽の発展

◆三味線の伝来

◆八橋検校（1614-85）

●ローマ帝国東西に分割（395）

●フランク王国
　建国（481）

●神聖ローマ帝国成立
　（962）

●ボローニャ大学設立
　（1088）

●十字軍の遠征

●英仏百年戦争（1339-1453）
●バラ戦争（1455-85）

●ルターの宗教改革
　（1517）

●ドイツ三十年戦争
　（1618-48）

●イギリス革命
　（1640-60）

●アウクスブルクの和議
　（1555） ●名誉革命 

　（1688-89）

●大化の改新
　（645）

◆観阿弥（1333-84）

●大宝律令
　（701）

●院政

●治承・寿永の乱（1180-85）
●応仁の乱（1467-77）

●蒙古襲来
　（1274，1281）

●銀閣寺創建
　（1489）

●金閣寺創建
　（1397）

●最澄と空海が
　仏教の新しい教えを伝える

●キリスト教の伝来
　（1549）

●天正少年使節訪欧
　（1582）

●鎖国体制固まる（1641）

●享保の
　改革
（1716-45）

●元禄文化
　栄える

●寛政の改革
　（1787-93）

●杉田玄白ら『解体新書』
　（1774）

●ペリー浦賀に来航
　（1853）

●天保の改革
　（1841-43）

●日清戦争（1894-95）

●大日本帝国憲法（1889）

●第一次世界大戦に参戦（1914）

●東京
　オリンピック
　（1964）

●太平洋戦争（1941-45）

J.S.バッハ　

●パリ万国博覧会（1855）

●ロシア革命
　（1917）

●ベトナム戦争
　（1960-75）

●ナチス政権確立（1933）

●関ヶ原の戦い
　（1600）

●明治維新
　（1868）

●大阪万博（1970）

●日露戦争（1904-05）

●大正デモクラシー

◆音楽取調掛（1879）

◆山田耕筰（1886-1965）

◆沢井忠夫（1937-97）

◆宮城道雄（1894-56）
◆中能島欣一（1904-84）

◆出雲の阿国によるかぶき踊の流行

ショパン『ノクターン第２番』→p.42　

◆民族主義の台頭
◆電子音楽

◆義太夫節の成立

◆長唄の成立

◆世阿弥（1363?-1443?）
◆山田検校（1757-1817）

◆文楽，歌舞伎などの劇音楽の興隆

●イギリス国教会成立（1534）

◆三曲合奏の成立

◆近松門左衛門
　 （1653-1724）
◆竹本義太夫（1651-1714）

●第二次世界大戦（1939-45）

◆ミサ曲の確立

◆世俗音楽が楽しまれ
　るようになる

◆宗教改革以降の宗教音楽
  ドイツ…コラール，カンタータ，オラトリオ
  イギリス…アンセム，オラトリオ

◆新しい響きの探求

◆清元節の成立

●円山応挙
　『孔雀牡丹図』
　（1771）

●間宮林蔵
　樺太調査（1808）

●昌平坂学問所設立（1790）

『２声のインヴェンション』→p.42

●化政文化栄える

◆常磐津節の成立

◆滝 廉太郎（1879-1903）

◆團 伊玖磨（1924-2001）
◆芥川也寸志（1925-89）

◆黛 敏郎（1929-97）
◆武満 徹（1930-96）

◆長唄研精会の成立（1902）

◆二世稀音家浄観
　 （1874-1956）
◆四世吉住小三郎
　 （1876-1972）

◆光崎検校（ ? -1853以降）

◆八重崎検校（1776?/85?-1848）

◆黒沢琴古
　（1710-71）

◆初世中尾都山（1876-1956）

◆九世杵屋六左衛門
　（ ? -1819）

◆河竹黙阿弥（1816-93）

◆二世竹田出雲
　（1691-1756）

◆並木千柳
　（1695-1751）
◆三好松洛
　（1696- ? ）

◆生田検校
　（1656-1715）

◆伊福部 昭（1914-2006）
◆早坂文雄（1914-55）

◆坂本龍一（1952- ）

古墳 飛
鳥
奈
良 室町～安土・桃山平安 鎌倉 江戸 明治 昭和大

正
平成

古代
中世 ルネサンス バロック 古典派 ロマン派 現代

日
本
の
出
来
事

日
本
音
楽
の
流
れ

西
洋
音
楽
の
流
れ

世
界
の
出
来
事

歌舞伎『義経千本桜』→p.46　

歌舞伎舞踊『越後獅子』→p.48　

　ベートーヴェン『ピアノソナタ第８番  悲愴』 →p.42

リスト『ラ カンパネッラ』→p.43　

ムソルグスキー『はげ山の一夜』→p.32　

ブラームス『ハンガリー舞曲第５番』→p.38　

チャイコフスキー『交響曲第４番』→p.41　

エルガー『威風堂々第１番』→p.34　

ラヴェル『水の戯れ』→p.43　

バーバー『弦楽のためのアダージョ』→p.40

カザルス『鳥の歌』→p.36　

歌舞伎『伽羅先代萩』→p.49　 歌舞伎『青砥稿花紅彩画』→p.49　

ベートーヴェン
『交響曲第９番』→p.28　

文学や絵画との融合 多様な音楽観の出現

資
料

110 111音楽史年表

キリスト教の音楽古代ギリシャの音楽 長調と短調の確立

影響された宮廷文化と市民文化啓蒙思想に

ダンスの
ステップに挑戦！

音楽の流れが分かるコラム。

長唄に挑戦！

資料

鑑賞と関連付けた
さまざまな活動

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽

　ポピュラー音楽は，軽快で親しみやすい響きをもつ音楽として，19世紀末頃に欧米で生まれました。
当初アメリカとイギリスを中心に発展し，瞬

またた
く間に世界各地に広まりました。

　ここでは特に，ジャズとロックの特徴を，リズム等の要素に気をつけながら聴いてみましょう。

54 55

ポピュラー音楽

●グレン·ミラー 

　トロンボーン奏者として活躍してい
たグレン ·ミラー（A

オルトン

lton Glenn Miller 
1904～1944）は，1937年に管楽器群
とピアノ，ベース，ドラムズからなるビッ
グバンド，グレン ·ミラー楽団を結成。
バンドリーダーとして，アメリカにお
けるスウィングジャズを牽

けん

引
いん

。『イン ザ 
ムード』『ムーンライト セレナーデ』の他，
バンド用にアレンジした『茶色の小瓶』な
どが大ヒットした。

ジャズ ロック

　20世紀前半は「ジャズの時代」といわれます。特
に1930年頃に現れたスウィングジャズとモダンジャ
ズ*は，当時一世を風

ふう
靡
び
し，今日でも根強い人気を

もっています。
　ジャズのリズムの特徴に，スウィングがあります。
スウィングは，　　　　　　のような揺れをもって
演奏されます。このスウィングのリズムに他の楽
器のリズムが掛け合うように演奏します。

　20世紀後半は「ロックの時代」と呼ばれます。
さまざまな音楽と影響し合いながら，ロック
は大きな人気を博し，21世紀の現在でも高
い人気をもち続けています。
　ロックは，エイトビートと呼ばれる，1小
節に　　　　　と8分音符を規則的に刻む
ビートを基本とします。シャウトするヴォー
カルや，PA（拡声装置）を使って大音量を出
すエレキギターなどの電気楽器が，ロックの
大きな特徴です。

●ボン·ジョヴィ

　ジョン ·ボン ·ジョヴィ（Jon Bon Jovi 1962～  ）は，1984年キーボー
ドのデヴィッド ·ブライアン（David Bryan 1962～  ）とともにロック
バンド「ボン ·ジョヴィ」を結成。やや哀愁を帯びた美しい旋律がこの
バンドの魅力となっている。1986年発表の3rdアルバム『ワイルド 
イン ザ ストリーツ』やシングル『リヴィン オン ア プレイヤー』で世
界的な人気を得るようになった。ボン ·ジョヴィは親日家としても知
られ，たびたび来日公演を行い日本と縁のある作品も数多く発表して
いる。

　グレン·ミラーの『イン ザ ムード』は，ハイハッ
トシンバル*のスウィングのリズムと，「ウォーキ
ングベース」と呼ばれるベースの4分音符のリズム
パターンにのせてメロディーが演奏されます。ビッ
グバンドやソロの華やかな即興演奏も魅力です。

●イン ザ ムード 

●リヴィン オン ア プレイヤー

トロンボーンを吹いているのが，グレン ·ミラー

フランク ·シナトラ
（Frank Sinatra 1915-1998）
アメリカのジャズポピュラー歌手。
代表曲に『フライ ミー トゥー ザ 
ムーン』『マイ ウェイ』などがある。

マイルス ·デイヴィス
（Miles D

デューイ

ewey Davis Ⅲ 1926 -1991）
アメリカのジャズトランペット奏者。
代表的なアルバムに『カインド オブ ブ
ルー』『ビッチェズ ブリュー』などがある。

ジミ ·ヘンドリックス
（J

ジェームズ

ames M
マーシャル

arshall Hendrix 
1942-1970）
アメリカのロックギタリスト。
代表的なアルバムに『エレク
トリック レディランド』など
がある。

マイケル ·ジャクソン
（Michael J

ジョセフ

oseph Jackson 
1958-2009）
アメリカのポップシンガー。
代表曲に『スリラー』『ビリー 
ジーン』などがある。

右側のヴォーカルが，ジョン ·ボン ·ジョヴィ

＊モダンジャズ：スウィングジャズの流行が下火になった1940年代初頭に，チャーリー·パーカー（Charles Parker Jr. 1920～1955）やディジー·ガ
　　　　　　　　レスピー（Dizzy Gillespie 1917～1993）らにより生み出された新しいスタイルのジャズ。演奏技術や音楽性をより追求し，発展させた。
＊ハイハットシンバル：2枚のシンバルをホルダーに水平に取り付け，ペダルを踏むことで打ち合わせるようにした楽器。スティックでたたいて演
　　　　　　　　　　　奏する場合は，ペダル操作によってシンバルが閉じた状態と開けた状態の音色を使い分けることができる。

● スウィングジャズを
　聴いてみよう！

　ボン·ジョヴィの『リヴィン オン ア プ
レイヤー』は，典型的なロックバンド編
成(エレキギター，ベースギター，ドラ
ムズ，キーボード，ヴォーカル)でエネ
ルギッシュに演奏されます。譜例（サビ
の部分）では，エイトビートを刻むベー
スと，他のパートのリズムの絡

から
み合いの

おもしろさが特徴として表れています。

● ロックを聴いてみよう！

世
界
の
歌 　世界各地で伝承されている歌には，すでになじみのある歌もあれば，私たちには想像もつかないよ

うな特徴をもっている歌もあります。それらが多様性に富んでいるのは，各国の言葉のリズム，伴奏
を受け持つ楽器，それぞれの地域に根ざした文化の違いなどが強く影響しているからです。
　ここでは，フィリピン，チェコ，ブルガリアでよく知られている３つの歌を紹介します。

hallenge チャレンジ

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7

スタート

56 57

世界の歌

『エレナ，エレナ』を踊ってみよう

ジャルテシュ村（ブルガリア中北部）の祭りの様子

　『ナニちゃん，キャベツ畑へ』は，チェコの子どもたちの間で親しまれてい
る歌の一つです。キャベツ畑にいる女の子（ナニちゃん）と男の子（ペピ君）がキャ
ベツのことでけんかを始める様子を歌っています。
　隣国ドイツやオーストリアの影響を受けて，規則的なリズム構造をもっているのがこの曲の特徴です。
日本では，このメロディーをもとにした『手をたたきましょう』という曲が知られています。

ブルガリアの
　フォークダンスの歌

チェコの歌

　ブルガリアでは，「ホロ」と呼ばれるダンスがよく知ら
れています。人々は互いの手や肩などをつかんで輪をつ
くり，反時計回りに進みながら踊ります。その音楽は，
７拍子や９拍子，11拍子などの変拍子が多く，ダンス
のスロー（２拍）とクイック（３拍）のステップのリズムが
組み合わされているのが大きな特徴です。例えば，『エ
レナ，エレナ』は７拍子ですが，実際は２＋２＋３に分
けて踊ります。この曲は，干し草刈りを手伝う娘エレナ
のことを歌ったもので，ブルガリアで『エレナのホロ』と
いう名前で親しまれています。

Sl
シュラ

a N
ナニンカ

anynka d
ド

o z
ゼリ

elíナニちゃん， キャベツ畑へ
チェコ民謡／滝口幸子採譜／花

は な

岡
お か

 恵
めぐみ

日本語詞

・歌は８小節を３回繰り返すのに対して，ステップは３小節を

　８回繰り返します。24小節で一まとまりになります。

・ステップも歌と同じく２+２+３の拍子でできています。

・ステップは，３つのパターンを繰り返します。

・矢印の箇所で左足を右前や右後ろに交差させることで，

　少しずつ右に進みながら踊ることができます。

まず右足を踏み
出し，３拍目で
左足を右前に交
差して出します。

６拍目で右足
の膝を前に上
げます。

同じ動きを繰
り返します。

６拍目で左足
の膝を前に上
げます。

３拍目で左足
を前に蹴り上
げます。

３拍目で右足
を前に蹴り上
げます。

フィリピンの歌

　『レロン，レロン，シンタ』は，フィリピンで広く知られている民謡です。恋人
がパパイヤを取ろうと木に登ったところ，枝が折れてしまい取れなかったと
いうユーモラスな内容を歌っています。本来は，労働歌としての機能を果た
していたといわれており，フィリピンの人々は，このような愉快な歌を歌う
ことで，きつい仕事の中にも楽しみを見つけていたのです。

E
エレノ

leno, m
モメ

ome, E
エレノ

lenoエレナ，  エレナ
ブルガリア民謡／ヴェセルカ・トンチェヴァ採譜／花岡 恵日本語詞

L
レロン

eron, L
レロン

eron, S
シンタ

intaレロン， レロン， シンタ
フィリピン民謡／滝

た き

口
ぐ ち

幸
さ ち

子
こ

採譜・日本語詞
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Ａ　表　現 Ｂ　鑑　賞
（１）歌唱 （２）器楽 （３）創作
ァ ィ ゥ ェ ァ ィ ゥ ェ ァ ィ ゥ ェ ァ ィ ゥ ェ
曲
想
を
歌
詞
の
内
容
や
楽
曲
の
背
景
と
か
か
わ
ら
せ
て
理
解
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
歌
う
こ
と
。

曲
種
に
応
じ
た
発
声
の
特
徴
と
表
現
上
の
効
果
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
し
、
表
現
を
工
夫
し
て
歌
う
こ
と
。

様
々
な
表
現
形
態
に
よ
る
歌
唱
の
特
徴
と
表
現
上
の
効
果
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
し
、
表

現
を
工
夫
し
て
歌
う
こ
と
。

音
楽
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
と
そ
れ
ら
の
働
き
を
理
解
し
て
歌
う
こ
と
。

曲
想
を
楽
曲
の
背
景
と
か
か
わ
ら
せ
て
理
解
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
演
奏
す
る
こ
と
。

楽
器
の
音
色
や
奏
法
の
特
徴
と
表
現
上
の
効
果
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
し
、
表
現
を
工

夫
し
て
演
奏
す
る
こ
と
。

様
々
な
表
現
形
態
に
よ
る
器
楽
の
特
徴
と
表
現
上
の
効
果
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
し
、
表

現
を
工
夫
し
て
演
奏
す
る
こ
と
。

音
楽
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
と
そ
れ
ら
の
働
き
を
理
解
し
て
演
奏
す
る
こ
と
。

音
階
を
選
ん
で
旋
律
を
つ
く
り
、
そ
の
旋
律
に
副
次
的
な
旋
律
や
和
音
な
ど
を
付
け
て
、

イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
創
造
的
に
音
楽
を
つ
く
る
こ
と
。

音
素
材
の
特
徴
を
生
か
し
、
反
復
、
変
化
、
対
照
な
ど
の
構
成
を
工
夫
し
て
、
イ
メ
ー

ジ
を
も
っ
て
創
造
的
に
音
楽
を
つ
く
る
こ
と
。

音
楽
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
の
働
き
を
変
化
さ
せ
、
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
創
造
的
に

変
奏
や
編
曲
を
す
る
こ
と
。

音
楽
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
と
そ
れ
ら
の
働
き
を
理
解
し
て
音
楽
を
つ
く
る
こ
と
。

声
や
楽
器
の
音
色
の
特
徴
と
表
現
上
の
効
果
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
。

音
楽
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
と
そ
れ
ら
の
働
き
を
理
解
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
。

楽
曲
の
文
化
的
・
歴
史
的
背
景
や
、
作
曲
者
及
び
演
奏
者
に
よ
る
表
現
の
特
徴
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
て
鑑
賞
す
る
こ
と
。

我
が
国
や
郷
土
の
伝
統
音
楽
の
種
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
鑑
賞
す
る
こ
と
。

月 題材名 評価の観点 評価規準 教材名 時数 指導内容（◎は中心的な指導内容）

4
・
5

歌曲に親しみ，
曲に適した歌い方を
試みよう
ー独唱曲を中心にー

関心・意欲・
態度

• 日本語や外国語の独唱曲に関心をもち，そ
れらのよさを理解しようとしている

イエスタデイ
からたちの花
うつろの心
子守歌
アヴィニョン橋の上で

12 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
音楽表現の
創意工夫

• 曲の構成などを理解し，その曲の雰囲気を
感じ取り主体的に表現を工夫している

音楽表現の
技能

• 発声や外国語の発音の仕方に留意し，歌の
表現の向上を図っている

鑑賞の能力 • 演奏者の発声や外国語の発音などについ
て，注意深く聴いている

5～

7

合唱曲で
アンサンブルを
楽しもう

関心・意欲・
態度

• 合唱の楽しさを体得しようとしている
• 互いに協調して音楽をつくり上げている

Tomorrow
何度でも
見上げてごらん夜の星を
鳥の歌 ( 合唱 )
流浪の民

12 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

音楽表現の
創意工夫

• 合唱の表現上の効果を理解し，積極的に表
現を工夫している
• 各パートの特徴や役割を理解し，主体的に
表現をしている

音楽表現の
技能

• 曲にふさわしい発声の仕方で表現している
• 各パートのバランスなどに注意して表現し
ている

鑑賞の能力 • 合唱のさまざまな表現形態を理解し，それぞ
れの響きや雰囲気の違いを感じ取っている

9
・
10

曲の背景や内容を
理解してクラシック
音楽を味わおう

関心・意欲・
態度

• さまざまなクラシック音楽に親しもうとし
ている
• 曲の背景について理解を深めようとしている

交響曲第9番(ベートーヴェン)
はげ山の一夜
威風堂々第１番
鳥の歌，鳥の歌(合唱)
ラクリモサ
ハンガリー舞曲第５番
弦楽のためのアダージョ
交響曲第４番（チャイコフスキー）
ピアノの名曲

12 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
音楽表現の
創意工夫 • 曲の構成を基にして音楽表現を理解している

音楽表現の
技能

• 曲に使われているさまざまな楽器の演奏法
を理解している

鑑賞の能力 • 作曲者や時代，ジャンルによる表現の違い
を理解しようとしている

11
・
12

合奏を楽しもう

関心・意欲・
態度

• 自ら進んでさまざまな楽器に取り組もうと
している
• 互いに協力して音楽をつくり上げようとし
ている

スタンド バイ ミー
情熱大陸
月の宵

8 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
音楽表現の
創意工夫

• 楽器の響きの特徴を感じ取り，そのよさを
生かして主体的に表現している

音楽表現の
技能

• 音量やアーティキュレーションなどに留意
しながら，調和のとれたアンサンブルをし
ている

鑑賞の能力 • アンサンブルの特徴を感じ取り，そのよさ
や美しさを味わっている

12 リズム作品をつくろう

関心・意欲・
態度

• 創作の楽しさを知り，積極的に取り組んで
いる

ボディーパーカッショ
ンに挑戦しよう！ 4 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

音楽表現の
創意工夫

• 互いのリズムを聴き合い，パートの役割を
意識しながら演奏を工夫している

音楽表現の
技能

• 演奏効果や表現方法を考えて，それに適し
たリズムパターンを用いて創作している

鑑賞の能力 • 互いの作品のよいところを理解し，批評す
ることができる

1
・
2

日本の伝統芸能や
民俗芸能を
鑑賞しよう

関心・意欲・
態度

• 日本の伝統芸能や民俗芸能を通して，日本
の文化に対する理解を深めようとしている

歌舞伎 義経千本桜
歌舞伎舞踊 越後獅子
長唄『越後獅子』
～長唄を唄ってみよう～
アイヌの古式舞踊
八月踊り／黒川能
佐渡の文弥人形
大鹿歌舞伎
音階を選んで旋律をつ
くろう！

12 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

音楽表現の
創意工夫

• 伝統芸能の歴史や民俗芸能のもつ地域性を
理解して，それらを生かしながら表現して
いる

音楽表現の
技能

• 日本の音階の特徴を生かして，イメージに
合った旋律をつくり出している

鑑賞の能力 • 日本の伝統音楽で用いられている楽器や声
の特徴や音色を理解して味わっている

2
・
3

世界の音楽を
楽しもう

関心・意欲・
態度

• 世界の音楽に触れ，それぞれの国の文化を
理解しようとしている レロン，レロン，シンタ

ナニちゃん，キャベツ畑へ
エレナ，エレナ
ジャズ :イン ザ ムード
ロック :リヴィン オン 
ア プレイヤー

10 ○ ○ ○ ○ ○ ◎
音楽表現の
創意工夫

• 世界の音楽に触れ，そのよさや美しさを感
じ取っている

音楽表現の
技能

• 歌詞や曲の特徴を捉え，曲の雰囲気に合わ
せて歌ったり踊ったりしている

鑑賞の能力 • 世界の音楽に対する理解を踏まえ，主体的
にその音楽のよさや美しさを味わっている

 芸術科の目標
芸術の幅広い活動を通して，生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるとともに，感性を高め，
芸術の諸能力を伸ばし，芸術文化についての理解を深め，豊かな情操を養う。

 音楽Ⅱの目標
音楽の諸活動を通して，生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるとともに，感性を高め，個
性豊かな表現の能力と主体的な鑑賞の能力を伸ばし，音楽文化についての理解を深める。

 評価の観点の趣旨（音楽Ⅱ）
「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改
善等について（通知）（平成 22年 5月 11日）別紙 6 各教科の評価の観点及びその趣旨（高等
学校及び特別支援学校高等部）」による。

〈音楽への関心・意欲・態度〉音楽活動の喜びを味わい，音楽や音楽文化に関心をもち，主体的
に音楽表現や鑑賞の学習に取り組もうとする。

〈音楽表現の創意工夫〉音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働きを感受しながら，音
楽表現を工夫し，表現意図をもっている。

〈音楽表現の技能〉創意工夫を生かした音楽表現をするための技能を身に付け，創造的に表して
いる。

〈鑑賞の能力〉音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働きを感受しながら，解釈したり
価値を考えたりして，音楽に対する理解を深め，よさや美しさを創造的に味わっている。

年間指導計画例



7

検討の観点別にみた特色
観点 教科書の特色

範
囲

●取り扱う内容の範囲は，学習指導要
領の目標及び内容によっているか。

●多様なジャンルから精選された教材によって必要な内容がじゅうぶんに扱われており，
音楽科の目標を達成するという観点から極めて適切なものになっている。

程
度

●教材は，生徒の心身の発達段階や能
力の実態に適応しているか。

●歌唱教材においては生徒の心情的な発達段階に応じた楽曲を，器楽教材においては技術
的に平易な楽曲を取り上げている。また，鑑賞教材においては観点を明確に示すなど，
生徒の能力の実態に即した適切な内容になっている。

選
択
・
扱
い

●教材の選択及び扱いは，学習活動を
進めるうえで適切であるか。

●明確な観点のもと，幅広く変化に富んだ学習活動を行うことのできる教材が用意されて
おり，生徒が主体的に興味 ・ 関心をもって意欲的に学習を進めることができるよう配慮
されている。

●基礎的・基本的な内容を学習するう
えで適切であるか。

●教材の内容と関連付けて，基礎的・基本的内容を学習できるよう，さまざまな参考資料
が配置されている。また，鑑賞においては楽曲分析が分かりやすく解説されており，確
実に学習活動を進められるよう配慮されている。

●説明文やイラスト，写真などは，学
習活動を進めるうえで適切であるか。

●説明文は平易な言葉で示されており，その配置も工夫されている。
●イラスト， 写真の取り上げ方もアイディアにあふれ，音楽的感覚の育成や知的理解の深化
に配慮されている。

●生徒が興味・関心をもち，主体的，
創造的な学習活動を進められるよう
に工夫されているか。

●イタリア語，ドイツ語，フランス語の歌曲の歌い方を丁寧に解説したり，創作の手順を
具体的に示していている。鑑賞教材では楽曲の構成を細かく分析して提示し，生徒が主
体的に学習活動を進められるよう配慮されている。

●「創作」に関わる学習活動が適切に取
り扱われているか。

●創作活動においては，生徒の能力に応じて進められるよう配慮されている。
●小学校，中学校における「音楽づくり」「創作」の学習内容や，学習指導要領に示された観
点を踏まえながら，時間的，能力的に無理なく取り組める教材が，具体的な手順ととも
に取り上げられている。

●我が国の音楽や音楽文化に対する配
慮がなされているか。

●歌唱教材においては，古くから歌い継がれている曲を「心の歌」として，和楽器の演奏に
おいては平易なオリジナル曲を，また鑑賞教材においては伝統芸能や民俗芸能を取り上
げることで，音楽的側面と文化的側面から，生涯にわたって我が国の音楽や音楽文化に
親しめるよう配慮されている。

●情報，人権など，社会的及び道徳的
教育課題の扱いは，適切に配慮され
ているか。

●歌唱教材や鑑賞教材において，音楽作品が生まれてきた背景を深く掘り下げて説明する
ことで，音楽作品が発する社会的メッセージが理解できるように構成されている。

組
織

●教材は系統的，発展的に組織されて
いるか。

●目次及び本文中に示した学習の目標をもとにして，系統的に教材が配置されており，確
実に学習を進め，発展的内容にも触れられるよう配慮されている。

●小学校，中学校における学習内容と
の系統性，一貫性について配慮がな
されているか。

●小，中学校の義務教育における音楽科の目標の上に立った内容の教科書となっている。
●歌い継いでいきたい日本の歌が，「心の歌」として小，中学校から一貫して取り上げられ
ている。

●各学校の実態に応じた学習指導計画
を立てるための配慮がなされている
か。

●大きく表現領域と鑑賞領域に分かれているため，学習の深化や相互の関連付けを容易に
行うことができ，各学校の実態に応じた柔軟な学習指導計画が立てられるよう配慮され
ている。

配
列

●教材の配列は単なる羅列ではなく，
楽曲の性格に即して適切であるか。

●分野ごとに教材が配列されており，学習の理解や深化を図りやすいよう配慮されている。

分
量

●教材の分量は適切であるか。 ●精選された教材が過不足のない分量で扱われており，各学校や生徒の実態に応じて柔軟
な対応ができるよう配慮されている。

記
述

●カラーユニバーサルデザインへの配
慮はなされているか。

●全体的に区別しやすい配色を用いながら，必要に応じて形状を違えて示すなど，確実に
識別できるよう配慮されている。

人
権

●人権教育，国際理解，情報，環境な
どに配慮がなされているか。

●全体を通して，人権教育に対して適切な配慮がなされている。また，歌唱教材や鑑賞教
材においても，諸外国の音楽文化に対する理解を深めることができるよう配慮されている。

体
裁

●全体の体裁は教科書として適切であ
るか。

●A4変型判で楽譜が見やすく，紙面のレイアウトも統一感があり，教科書として適切なも
のとなっている。

●表紙や扉からも高校生に向けたメッセージが感じられるよう工夫されており，音楽に親
しみやすい体裁となっている。

●印刷・製本などは適切であるか。 ●モノクロページとカラーページに分かれ，すっきりとした紙面であるとともに， 楽譜，文
字，イラスト，写真などの印刷の発色もよく，鮮明なものとなっている。

●製本は長期の使用にじゅうぶん耐えうる堅牢なものとなっている。
●再生紙を使用し，リサイクル可能な表紙加工が施されているなど，環境にもじゅうぶん
に配慮がなされている。
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ホームページ・アドレス：http://www.kyogei.co.jp/

●研究資料編
　年間指導計画例，学習指導案例を複数掲載します。  授業を多角的にサポートする資料を掲載します。
●楽譜資料編
　歌唱教材の伴奏譜の他，移調譜や別の編曲なども随時取り上げ，指導の便を図ります。　
●指導用CD
　主な歌唱教材，器楽教材，鑑賞教材を収録します。
●別売準拠DVD       ■定価　各18,900円（税込）
　教科書に掲載されている「日本の伝統芸能」及び「世界の歌」の授業の参考となる資料として　DVDを販売しています。

指導書の構成

株式会社 教育芸術社

［監修］
小原光一（前横浜国立大学教授）
久保田慶一（国立音楽大学教授）

［執筆・編集］
藤沢章彦（前国立音楽大学教授）
黒澤吉徳（作曲家）
鹿谷美緒子（作曲家）
長谷部匡俊（作曲家）

［編集協力］
今藤政太郎（長唄・三味線演奏家）
加賀清孝（声楽家）
梶井龍太郎（東海大学教授）
川本聡胤（フェリス女子学院大学准教授）
児玉竜一（早稲田大学教授）
関根敏子（昭和音楽大学，東洋大学講師）

　「高等学校音楽鑑賞ＤＶＤ　日本の伝統芸能編」
　・DVD1枚／収録時間126分
　・雅楽， 琵琶楽， 能楽， 文楽， 歌舞伎から14演目（曲）を収録

「高校生の音楽2」執筆協力者

滝口幸子（城西国際大学助教）
苣木宏幸（ギタリスト）
濱口典子（昭和音楽大学講師）
森重行敏（桐朋短期大学講師）
吉澤　実（リコーダー奏者）

　「高等学校音楽鑑賞ＤＶＤ　民族編」
　・DVD1枚／収録時間146分
　・38カ国，59曲を収録
　・民族音楽研究家，江波戸 昭先生の解説付き
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