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音楽科授業案
授業者 横 山 知代

1 日 時 平成 29 年 1 1 月 9 日 (木) 10 : 00，..，_， 1 0  : 50 
2 学 級 l 年 B 組 (男子 16 名 女子 24 名 計 40 名 )
3 題 材 名 能管で表現 し て み よ う

教 材 名 能管 手組 「晒」
4 題材 目 標

( 1  ) 各要素 と 題材 目 標の 関連
意識 し た 要素 題材 目 標

【要素A 】
自 分な り に音楽表現 を 工夫 し た り ， 思いや意 図
を音楽で表現 し た り す る た め の技能
曲想 と 音楽の構造や背景 と の 関 わ り 及び音楽
文化 に つ い て の 理解

【 要素 B ]
多様な音楽表現の よ さ や美 し さ を 味わ い ， 音楽
の意味や価値 を生み出す力
知識や技能 を得た り 活用 し た り し て ， 音楽表現
を創意工夫 し ， ど の よ う に表すか に つ い て 思
いや意図 を生み出す力

【 要素 C 】
音楽の学習 に 主体的 に 取 り 組む態度

我が 国 の音楽文化への愛着

. I晒」 の練習 を通 し て ， 能管 の基本的 な奏
法 を 身 に付 け る こ と が で き る 。 (技能)
・ 「越後獅子」 を鑑賞す る 活動 を通 し て ， 我

が 国 の伝統音楽で あ る 長 唄 に つ い て の 理
解を深め る こ と が で き る 。 (鑑賞の能力)

- 能管 の表現を視点 に鑑賞す る こ と を通 し
て ， 長 唄 に お け る 能管 の役割や意味につい
て 考 え る こ と が で き る 。 (鑑賞 の能力)

・ 「晒j の練習 を 通 し て ， 能管 の表現の特徴 を
捉 え， 手本に近づ け る た め に ど の よ う に演
奏す る かに つ い て 思いや意 図 を も つ こ と
が で き る 。 (創意工夫)

- 能管 の音色や奏法の特徴 を感 じ取 り ， よ り
手本に近づ く 演奏 を 求 め て 主体的 に表現
し よ う と す る こ と が で き る 。

・ 能管 を演奏す る 活動 を通 し て ， 我 が 国 の 音
楽文化 に親 し みや愛着 を も つ こ と が で き
る 。 ( 関 心 ・ 意欲 ・ 態度)

( 2  ) 要素育成の判 断基準 (特 に意識 し た も の )
【 要素 A ] 自 分な り に音楽表現 を 工夫 し た り ， 思いや意図 を音楽で表現 し た り す る た め の技能

評価方法 : 練習 時の観察 ・ 追究用紙の記録 ・ 発表時の演奏
3 「晒」 を 正 し い音 で演奏 し ， 姿勢 ・ 構 え に意味 を 見 出 し美 し い所作 を 実現 し ， それぞれ

の表現を 良 く 聴 き ， 能管 固有の音色や響 き の よ さ や味わい を と ら え て表現す る こ と が で
き る 。

2 姿勢 ・ 構 え ・ 演奏の一連の動作 を ， 正 し く お こ な う こ と が で き る 。
1 姿勢 ・ 構 え ・ 演奏の一連の動作を ， 正 し く お こ な う こ と が で き な い。

【 要素 B ] 知識や技能 を得た り 活用 し た り し て ， 音楽表現 を創意工夫 し ， ど の よ う に表すかにつ
い て 思いや意 図 を 生み 出す力

評価方法 : 練習 時の観察 ・ 追究用紙の記録
3 手本の演奏に近づ け る た め に は， ど の よ う な息づかいで， どの程度 の 音量 ・ 音色で演奏

し た ら 良 い か， ま た独特な 吹 き 始 め の音 を知覚 し ， 同 じ よ う に発音す る た め に は ど う し た
ら 良い か創意工夫す る こ と が で き ， 他者に も ア ドバイ ス す る こ と が で き る 。

2 手本の演奏に近づ け る た め に は， ど の よ う な息づかいで， ど の程度 の 音量 ・ 音色で演奏
し た ら 良し 、 か創意工夫す る こ と が で き る 。
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手本の 演奏 と 自 分の演奏の違い を知覚で き ず， 奏法の特徴 と 息づかい ・ 音量 ・ 音色 な ど
を結び付 け て 考 え る こ と が で き な い。

{ 要素 C 】 我 が 国 の 音楽文化への愛着
評価方法 : 追究用 紙の記録
3 我 が 国 の音楽文化への親 し みや愛着が こ れま で よ り も 品 ま っ た 姿 と な り ， 他 の 楽 曲 や表

現方法， そ の他の伝統音楽へ の 関心へ と 思い を広 げ る こ と が で き る 。
2 我 が 国 の音楽文化への親 し みや愛着が こ れま で よ り も 両 ま っ た 姿 と な る 。
1 我 が 国 の 音楽文化 に 関心が も て な い。

5 題材 に つ い て

( 1 ) 教科 テ ー マ と 題材 と の 関 わ り

生徒 は ， 長唄 を聴い た 時 に 「 日 本 ら し さ 」 を感受す る 。 そ し て ， 歴史や特性 を学習 し て い
く 中 で， 我 が 国 の音楽文化 と し て の理解 を深め て し 、 く 。 無意識 に感 じ て い た ， 単 に 「 日 本 ら
し い 」 と 感 じ て い た も の を ， 長唄 と い う ひ と つ の音楽の存在 と し て 意識 で き る よ う に な る 。
そ し て実際に長唄で使 われて い る 楽器 を 体験す る こ と に よ っ て ， 実感 を伴っ て そ の表現の特
性や価値 に つ い て 考 え る こ と が で き る よ う に な る 。

サ ブテ ーマ で、 あ る 「表現の実感 を伴 う 聴取活動」 を意図 的 に 取 り 入れ， 授業 を構成 し て い
く 。 鑑賞 の授業 に お い て ， 聴 く ポイ ン ト を絞 る こ と に よ り ， 曲 中 の 限 ら れた音 に集 中 し ， さ
ら に追究 し て音楽 を形づ く っ て い る 要素 同 士 の 関連やそ の働 き に つ い て知覚 ・ 感受す る こ と
が で き る 。 それ と 同 様 に ， 表現活動 に お い て も 「聴 く こ と 」 を意識す る こ と で， 正 しい表現，
も し く はイ メ ー ジ どお り の表現へ と 近づ い て い く と 考 え る 。 「聴 く こ と j を音楽活動 の軸 と す
る こ と で， 音楽科 の教科テ ー マ で、 あ る 「無意識的感受 を意識化す る 授業づ く り J を 実現 し て
し 1 く 。

能 管 は ， こ れま で生徒が体験 し て い る 器楽教材 と は異な り ， 調性 を持た な い と い う 特性が
あ る 。 音 そ の も の の表現力 に魅力 が あ る 楽器で あ る 。 ま た ， 演奏 中 に は基本的 に は手元 も 楽
譜 も 見 な い。 そ の た め ， 奏法 も 含 め た 白 己 の イ メ ー ジ どお り に演奏で き て い る か ど う かは，
主 に 「聴 く こ と J で判 断す る こ と と な る 。 楽譜 は存在す る が ， 西洋の楽譜の よ う に細かな表
現 に 関す る 指示 は な い。 唱 歌 を 覚 え な が ら ， 曲 の構成 を知覚 し ， 実際に楽器を持っ て練習す
る 際 に は楽譜か ら 離れ， 音 に集 中 す る こ と が で き る 。 ま た ， 各 自 の 息遣いそ の も の が 音色へ
と 直結す る と い う 点 か ら も 表現活動 の 中 で 自 然 と 「表現 の 実感 を伴 う 聴取活動」 へ と 結び
っ く 題材 で あ る と 考 え ら れ る 。

我 が 国 の伝統音楽は， 簡 単 な 楽譜 は存在す る が ， 基本的 に は師 の 手本 を真似 て 習 得 し て い
く と い う 伝承方法 を と る 。 師 の 手本を真似 て 自 分の表現技能 を 高 め る に は I聴 く こ と 」 が 不
可欠 で あ る 。 正 しい音が ど ん な 音 で あ る か聴 く ， 自 分の発 し て い る 音 は正 し い の か聴 く ， 手本
と 白 分の 音 を聴 き 比べ る 。 こ の よ う に し て聴取 し た こ と を 基 に ， 自 分が 目 指す音 に近づ く に
は ど う し た ら い い の か考 え 工夫 し て し 、 く 。 能管 を演奏 し 互 い の演奏 を 聴 き あ っ た り 自 己 の表
現 と む き あ っ た り す る 体験 を も っ て ， 音楽表現の 豊 か さ を 実感 し て い く 姿 を期待す る 。

「晒」 は ， 歌舞伎蝉子お よ び黒御簾音楽 の 手 の ひ と つ で ， 長唄 「越後獅子」 の 終 曲 部分 に
用 い ら れて い る 手で あ る 。 手組 と し て 歌舞伎の演 目 に も 使 われ て い る た め ， 今後の鑑賞教材
へ と 関連づ け て取 り 扱 う こ と も で き る 教材で あ る 。 2 年次 の 教材 と な る 歌舞伎 の鑑賞 で も ，
長唄や能管 に視点 が む く こ と を予想、で き ， 系統立て た授業展 開 も 実現 で き る 。 ま た ， 曲 中 に
5 つ の音 し か使われて お ら ず， 反復の多い構成 と な っ て い る た め ， 基本的な奏法 を 身 に つ け
る の に適 し た作品 で、 あ る 。

器楽教材 と し て 「演奏で き た」 と し づ 達成感 を 味 わ わせ る だ け で な く ， 楽器 を体験す る こ
と で、実感 を 伴 っ て音楽表現 の 豊 か さ や美 し さ に気づ かせ る 手立 て と な る こ と ， そ の た め に 「聴
く こ と 」 の 重要性 を授業者 と し て 意識化 し て く こ と が 大切 で あ る と 考 え る 。

伝統音楽は， 特別 な 場所で特別 な人が演奏 し て い る と い う 印 象 を 持つ 生徒が ， 自 ら 体験す
る こ と に よ り ， 親 しみや愛着 を持ち 他 の 楽 曲 や他 の伝統芸能 な どへ意識 を む け た り 興味 を
広 げた り す る き っ か け と な る こ と を期待す る 。



重量主
・ 能管 の 基本 的 な奏法

. 長唄 に つ いて の 理解

. 音楽文化の理解

- 表現の創意工夫

・ 長唄 に お け る 能管の

役割 や意味

- 表現の豊 さ や味わ い

重量豆
・ 音楽の学習 に主体的 に取 り 組む態度

. 我が国の音楽文化への愛着

無意識的感受 を意識化する授 業 づ く り

【 図 1 本単元で意識 し た 各要素の構造 図 】

( 2  ) 指導計画 ( 5 時間 扱 い)

時 授業内容 主 な 要素
A B C 

第 1 時 < 鑑賞 : 長唄 >
- 長唄 と の 出会い 越後獅子 を鑑賞 し， 感想、 を伝 え合 う

長 唄 に つ い て 学習 す る
- 唱歌 と の 出会い 唱歌 を 体験 し ， 再度鑑賞す る 。最初 に鑑賞 し た も の と 比較 し ， 聴き 方

の変化 を振 り か え る 。
【 要素 A ] (鑑賞 の能力)
【 要素 C 】 ( 関心 ・ 意欲 ・ 態度)

第 2 時 < 能管 を吹いてみ よ う >
- あ い さ つ， 姿勢， 構 え方 に つ い て 学習す る 。
- 音 の 出 し方を学習す る 。 。 。- 呂 音 と 甲音， ヒ シ ギ の音 の 出 し 方 を 学習す る 。

【 要素 A 】 (鑑賞 の能力)
[ 要素 C ] ( 関 心 ・ 意欲 ・ 態度)

第 3 時 < 唱歌 を マ ス タ ー し よ う >
- 手組 「晒」 を鑑賞す る 。 。 。
• r晒」 の唱歌 (能管) を覚 え る 。 【 要 素 A 】 (表現の技能)

第 4 時 < 能管で手組 「晒」 を 表現 し よ う >
(本時) - 練習 をす る 。 。- 手本に近づ け る た め の表現 を創意工夫す る 。

[ 要素 B 】 (創意工夫)
第 5 時 < 演奏 し よ う >

- 能管 手組 「晒」 を演奏す る 。
- 互い の演奏 を聴き 合 う 。 。 。- 能管の役割や意味 に つ い て 考 え る 。

[要素A ] (表現の技能) [ 要素 B ] (鑑賞 の能力)
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6 本時 に つ い て

( 1 ) 授 業 名 手組 「 晒」 を練習 し よ う ( 4 / 5 )
( 2  ) 目 標

「 晒J の練習 を通 し て ， 能管の表現の特徴 を 捉 え ， 手本 に近づ け る た め に ど の よ う に演
奏す る か に つ い て 思いや意図 を も つ こ と が で き る 。 [ 要素 B ] (音楽表現の創意工夫)

( 3  ) 授 業過程

学習活動 - 支援及び留意点 。評価 問則一時
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い い の だ ろ う 0
・ 最後 は 「ひいーい っ j と 聞 こ え る 。 最

後 が 強 く 聞 こ え る か ら も っ と 息 を使
う の かな。

- 出 だ し が ， は っ き り し て い る の を真似
し て み よ う 0

・ 「 ヒ ャ 」 の所は， 音 が 重な っ た感 じ が
す る けれ ど ， ど う 演奏 し た ら いい の だ
ろ う 。

0 こ だわ っ た り 工夫 し た り し た こ と を ，
伝 え合お う 0

・ 自 分が 思 っ て い る よ り も ， 息の ス ピー
ド を 出 さ な い と ， 手本の よ う な音 に は
な ら な い。

- 音 と 音 と の 間 で息 の 流れ を と め る と 手
本 の よ う に はし 、 か な し 、 か ら ， 息継 ぎ の
場所 に気 をつ け た。

- 音 を 出す と き に ， 指 を 打つ奏法 を入れ
て みた。

0 も う 一度， 演奏 し て み よ う 。

- 第 1 時の鑑賞で各 自 が感受 し た 能
管 の イ メ ー ジ を振 り 返 ら せ る こ
と で， 能管の持つ響 き の イ メ ー ジ
を も たせ る 。

- 言葉 の 暗記 だ け に な ら な い よ う
に。 拍感や息継 ぎ 、 ニ ュ ア ン ス も
確認す る 。

個人
5 分

小集団
30 分

- 仲 間 の気づ き ゃ演奏 も よ く 聴い
て ， 互い に助言 し 合 え る よ う 声掛
け し て い く 。

。能管の表現の特徴 を捉 え ， 手本 に
近づ け る た め に ど の よ う に演奏
す る か に つ い て 思いや意図 を も
つ こ と が で き る 。 [ 要素 B ] (音楽
表現の創意工夫)

一斉
10 分

. 2 グループロ に 分 け て合わせて ， 互
い に聴 き 合 え る よ う にす る 。
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