
    

『
16
歳さ

い

の
教

き
ょ
う

科か

書し
ょ

2 

「
勉 べ

ん

強
き
ょ
う

」と
「仕し

事ご
と

」は
ど
こ
で
つ
な
が
る
の

か
』（講こ

う

談だ
ん

社し
ゃ

）と
い
う
本ほ

ん

を
紹

し
ょ
う

介か
い

す
る
連れ

ん

載さ
い

企き

画か
く

で
す
。
小

し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

低て
い

学が
く

年ね
ん

の
人ひ

と

に
は
、
ま
だ
先さ

き

の
話

は
な
し

で
、
少す

こ

し
難

む
ず
か

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
家 い

え

の
人ひ

と

た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
読よ

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

2
時じ

限げ
ん

目め 
｢

サ
イ
ゼ
リ
ア｣

で
フ
ー
ド
産さ

ん

業
ぎ
ょ
う

に
革か

く

命め
い

・
正ま

さ

垣が
き

康や
す

彦ひ
こ 

 

●
「
誰だ

れ

か
の
た
め
」
だ
か
ら
力

ち
か
ら

が
出で

る 

 

た
と
え
ば
、
き
み
が
「
今
日

き

ょ

う

は
疲つ

か

れ
た
」
っ
て
サ
ボ
る
よ
ね
。 

 

で
も
、
き
み
が
サ
ボ
っ
て
ラ
ク
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏う

ら

を
返か

え

せ
ば
「
そ
の
ぶ
ん
誰だ

れ

か
が
汗あ

せ

を
流な

が

し
て
カ
バ
ー
し
て
く
れ
た
」
と

い
う
こ
と
な
ん
だ
。 

 

そ
こ
に
気き

づ
い
た
瞬

し
ゅ
ん

間か
ん

、
真し

ん

の
反は

ん

省せ
い

が
生う

ま
れ
る
。 

 

明あ

日す

か
ら
は
も
っ
と
が
ん
ば
っ
て
、
少す

こ

し
で
も
そ
の
人ひ

と

に
ラ
ク

を
し
て
も
ら
お
う
と
考

か
ん
が

え
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で

の
自じ

分ぶ
ん

を
変か

え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

少す
く

な
く
と
も
僕ぼ

く

は
、
そ
う
や
っ
て
こ
の
仕し

事ご
と

を
続つ

づ

け
て
き
た
。
自じ

分ぶ
ん

ひ
と
り
だ
っ
た
ら
、
絶ぜ

っ

対た
い

こ
こ
ま
で
や
れ
て
な
い
ね
。 

 

自じ

分ぶ
ん

ひ
と
り
で
な
に
か
が
で
き
る
と
思お

も

っ
た
ら
、
大お

お

間ま

違ち
が

い
だ

よ
。
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
じ
ゃ
な
い
と
、
す
ぐ
に
妥だ

協
き
ょ
う

し
ち
ゃ
う

し
、
本ほ

ん

当と
う

の
反は

ん

省せ
い

が
で
き
な
い
か
ら
ね
。 

 

●
勉べ

ん

強
き
ょ
う

は
社し

ゃ

会か
い

に
出で

て
役や

く

に
立た

つ
か
？ 

 

僕ぼ
く

は
学が

っ

校こ
う

で
、
経け

い

営え
い

や
経け

い

済ざ
い

の
勉べ

ん

強
き
ょ
う

を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
物ぶ

つ

理り

学が
く

の
世せ

界か
い

か
ら
、
い
き
な
り
飲い

ん

食
し
ょ
く

業
ぎ
ょ
う

の
オ
ー
ナ
ー
、

つ
ま
り
経け

い

営え
い

者し
ゃ

と
い
う
立た

ち

場ば

に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
経け

い

験け
ん

か
ら
僕ぼ

く

が
言い

え
る
の
は
、
大お

お

き
く
2
つ
。 

 

ま
ず
ひ
と
つ
は
、
「
勉べ

ん

強
き
ょ
う

は
大
人

お

と

な

に
な
っ
て
か
ら
で
も
間ま

に
合あ

う
」
と
い
う
こ
と
。 

 

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
、
「
学が

っ

校こ
う

の
勉べ

ん

強
き
ょ
う

を
通つ

う

じ
て
身み

に
つ
け

た
基き

礎そ

は
、
意い

外が
い

な
と
こ
ろ
で
役や

く

に
立た

つ
」
と
い
う
こ
と
。 

 

順
じ
ゅ
ん

番ば
ん

に
説せ

つ

明め
い

し
よ
う
。 

 

自じ

分ぶ
ん

の
お
店み

せ

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
て
従

じ
ゅ
う

業
ぎ
ょ
う

員い
ん

を
雇や

と

う
立た

ち

場ば

に
な

っ
た
と
き
、
僕ぼ

く

が
最さ

い

初し
ょ

に
向む

か
っ
た
先さ

き

は
本ほ

ん

屋や

さ
ん
で
し
た
。 

 

新し
ん

宿
じ
ゅ
く

の
大お

お

き
な
本ほ

ん

屋や

さ
ん
に
行い

っ
て
、
タ
イ
ト
ル
に
「
経け

い

営え
い

」

と
い
う
文も

字じ

が
入は

い

っ
て
い
る
本ほ

ん

を
全ぜ

ん

部ぶ

買か

い
占し

め
た
。
つ
い
で
に
、

料
り
ょ
う

理り

の
本ほ

ん

も
全ぜ

ん

部ぶ

買か

っ
た
。 

 

そ
れ
で
経け

い

営え
い

の
本ほ

ん

を
片か

た

っ
端ぱ

し

か
ら
読よ

ん
で
い
っ
て
、
企き

業
ぎ
ょ
う

の
あ

る
べ
き
姿

す
が
た

と
い
う
も
の
を
学ま

な

ん
で
い
き
ま
し
た
。 

 

ど
う
や
っ
た
ら
こ
の
小ち

い

さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
を
「
産さ

ん

業
ぎ
ょ
う

」
に
で
き

る
か
、
必ひ

っ

死し

に
考

か
ん
が

え
た
し
、
勉べ

ん

強
き
ょ
う

し
た
。
自じ

分ぶ
ん

の
意い

識し
き

を
、
飲い

ん

食
し
ょ
く

店て
ん

の
店て

ん

長
ち
ょ
う

か
ら
「
経け

い

営え
い

者し
ゃ

」
に
切き

り
替か

え
た
ん
だ
。 

 

勉べ
ん

強
き
ょ
う

は
大
人

お

と

な

に
な
っ
て
か
ら
で
も
間ま

に
合あ

う
と
い
う
の
は
、
つ

ま
り
そ
う
い
う
こ
と
。 

 

さ
て
、
産さ

ん

業
ぎ
ょ
う

化か

の
次つ

ぎ

に
考

か
ん
が

え
た
の
は
「
世よ

に
あ
る
料

り
ょ
う

理り

の
中な

か

で
、
今こ

ん

後ご

60
年ね

ん

間か
ん

潰つ
ぶ

れ
な
い
ジ
ャ
ン
ル
は
な
ん
だ
？
」
と
い
う
問も

ん

題だ
い

だ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
、
学が

く

生せ
い

時じ

代だ
い

か
ら
好す

き
だ
っ
た
数す

う

学が
く

や
物ぶ

つ

理り

の
基き

礎そ

が

役や
く

立だ

つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
僕ぼ

く

は
、
自じ

分ぶ
ん

の
好こ

の

み
よ
り
も
、「
数す

う

学が
く

」

を
優ゆ

う

先せ
ん

し
て
考

か
ん
が

え
た
。 

 

ま
ず
、
世せ

界か
い

に
あ
る
飲い

ん

食
し
ょ
く

店て
ん

の
種し

ゅ

類る
い

を
調し

ら

べ
て
み
る
。
す
る
と
、

い
ち
ば
ん
普ふ

及
き
ゅ
う

し
て
い
る
の
は
イ
タ
リ
ア
料

り
ょ
う

理り

と
中

ち
ゅ
う

華か

料
り
ょ
う

理り

だ
っ
た
。 

 

で
も
、
こ
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
を
選え

ら

ん
だ
ら
い
い
か
わ

か
ら
な
い
。
そ
こ
で
今こ

ん

度ど

は
、
野や

菜さ
い

や
穀こ

く

物も
つ

と
い
っ
た
食

し
ょ
く

材ざ
い

レ
ベ

ル
で
調し

ら

べ
て
い
っ
た
。 

 

す
る
と
世せ

界か
い

的て
き

に
ト
マ
ト
や
パ
ス
タ
、
チ
ー
ズ
の
消

し
ょ
う

費ひ

量
り
ょ
う

が

伸の

び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。･

･
･

ま
さ
に
イ
タ
リ
ア
料

り
ょ
う

理り

の

食
し
ょ
く

材ざ
い

じ
ゃ
な
い
か
。
よ
し
、
こ
れ
で
勝

し
ょ
う

負ぶ

し
よ
う
！ 

 

こ
う
し
て
、
も
と
も
と
は
普ふ

通つ
う

の
洋よ

う

食
し
ょ
く

店て
ん

だ
っ
た
サ
イ
ゼ
リ
ア

を
、
イ
タ
リ
ア
料

り
ょ
う

理り

の
お
店み

せ

に
変か

え
て
い
っ
た
ん
だ
。 

『
16
歳
の
教
科
書
２
』（講
談
社
）よ
り
一
部
を
改
変
し
て
引
用 

 

 

こ
の
職
業
を
探
せ
！ 

 

前ぜ
ん

号ご
う

の
正せ

い

解か
い

は
、
動ど

う

物ぶ
つ

園え
ん

の
飼し

育い
く

係
が
か
り

で
し
た
。 

21

教
き
ょ
う

室し
つ

に
貼は

っ
て
あ
る
「
13
歳さ

い

の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
マ
ッ
プ
」
の
中な

か

か

ら
、
次つ

ぎ

の
ヒ
ン
ト
に
合あ

う
職

し
ょ
く

業
ぎ
ょ
う

を
探さ

が

し
て
ね
。
正せ

い

解か
い

が
分わ

か
っ
た
ら
、

応お
う

募ぼ

用よ
う

紙し

に
書か

い
て
、
名め

い

教
き
ょ
う

ポ
ス
ト
に
入い

れ
よ
う
！ 

も
ち
ろ
ん
、

正せ
い

解か
い

者し
ゃ

に
は
、
ガ
チ
ャ
マ
シ
ン
メ
ダ
ル
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！ 

（正せ
い

解か
い

者し
ゃ

多た

数す
う

の
場ば

合あ
い

は
、
抽

ち
ゅ
う

選せ
ん

） 

 

ヒ
ン
ト
１ 

現げ
ん

在ざ
い

、
女じ

ょ

性せ
い

の
人に

ん

気き

職
し
ょ
く

業
ぎ
ょ
う

に
な
っ
て
い
る
。 

ヒ
ン
ト
２ 

カ
ッ
プ
ル
の
個こ

性せ
い

的て
き

な
演え

ん

出
し
ゅ
つ

を
考こ

う

案あ
ん

し
、
予よ

算さ
ん

に
見み

合あ

っ

た
プ
ラ
ン
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。 

ヒ
ン
ト
３ 

ブ
ラ
イ
ダ
ル
企き

業
ぎ
ょ
う

に
就

し
ゅ
う

職
し
ょ
く

し
、
先せ

ん

輩ぱ
い

の
ア
シ
ス
タ
ン
ト

を
し
な
が
ら
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習

し
ゅ
う

得と
く

す
る
。 

参
考
：
13
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
公
式
サ
イ
ト

（http
:/

/
w

w
w

.1
3
h
w

.co
m

/

）    

 

ですね。それにはモーツァルトが最高
さいこう

です。モーツァルトは「音楽
おんがく

の神
かみ

の化
け

身
しん

」だと思います。彼
かれ

の音楽
おんがく

は、音楽
おんがく

そのものを楽
たの

しませてくれます。ベートーベンの

人間的
にんげんてき

な「感動
かんどう

」とは違
ちが

う、もっと直接
ちょくせつ

心
こころ

に届
とど

く「楽
たの

しさ」「美
うつく

しさ」を感
かん

じます。たくさんあるモーツァルトの曲
きょく

でも、交響曲
こうきょうきょく

第
だい

４１番
ばん

ハ長 調
ちょうちょう

「ジュピタ

ー」が新年
しんねん

のお勧
すす

めです。モーツァルトは人生
じんせい

の晩年
ばんねん

（といっても３５歳
さい

１０か月
げつ

で亡
な

くなっている）に三つの交響曲
こうきょうきょく

を一気
い っ き

に作曲
さっきょく

しました。交響曲
こうきょうきょく

第
だい

３９番
ばん

、

第
だい

４０番
ばん

、そして第
だい

４１番
ばん

「ジュピター」です。第
だい

３９番
ばん

は美
うつく

しく、第
だい

４０番
ばん

は哀
かな

しく、第
だい

４１番
ばん

は壮
そう

麗
れい

といったふうに全
まった

く性格
せいかく

の違
ちが

う曲
きょく

を３カ月
げつ

の間
あいだ

に書
か

き

上
あ

げました。その中
なか

の「ジュピター」は彼
かれ

が残
のこ

した最
さい

後
ご

の交響曲
こうきょうきょく

です。「ジュピター」とは、ローマ神
しん

話
わ

における最高
さいこう

神
しん

のこと。モーツァルト自
じ

身
しん

がつけた名
な

前
まえ

で

はありませんが、曲
きょく

のスケールの大
おお

きさ、荘
そう

厳
ごん

で輝
かがや

かしい曲想
きょくそう

にふさわしいニックネームだと思
おも

います。 

♪ 聴
き

きどころ ♪  

第
だい

一楽
がく

章
しょう

：序奏
じょそう

なしにいきなり響
ひび

くドの音
おと

の連続
れんぞく

と優
やさ

しいメロディーが続
つづ

く冒頭
ぼうとう

のところ。いきなり曲
きょく

に心
こころ

をがっちり掴
つか

まれてしまう感
かん

じです。 第
だい

二楽
がく

章
しょう

：

まるで歌
うた

っているような美
うつく

しいメロディー。全体
ぜんたい

を楽
たの

しみましょう。 第
だい

三楽
がく

章
しょう

：緩
ゆる

やかに下
か

降
こう

するメロディーに、トランペットやティンパニーが絡
から

んで壮麗
そうれい

な

感
かん

じがするところを楽
たの

しみましょう。 第
だい

四楽
がく

章
しょう

：この曲
きょく

の白
はく

眉
び

です。有名
ゆうめい

なジュピター音型
おんけい

（ドレファミの４音
おん

符
ぷ

）で始
はじ

まる 

冒頭
ぼうとう

部分
ぶ ぶ ん

。途
と

中
ちゅう

、いくつかの旋律
せんりつ

を絡
から

め合
あ

わせる対位法
たいいほう

で曲
きょく

をもりあげ、さらに３重
じゅう

のフーガをとり入れクライマックスを 

迎
むか

えるところ。聴
き

き終
お

わった後
あと

に崇高
すうこう

で幸
しあわ

せな充
じゅう

実感
じつかん

が残
のこ

ります。 

ちなみに「ジュピター」というと、平
ひら

原
はら

綾
あや

香
か

さんが歌
うた

った曲
きょく

も有名
ゆうめい

です。こちらはイギリスの作
さっ

曲
きょく

家
か

ホルストの組
くみ

曲
きょく

「惑
わく

星
せい

」 

の中
なか

の「木星
もくせい

」をアレンジしたもの。これもいい曲
きょく

ですが、モーツァルトの曲
きょく

とは別物
べつもの

です。（て（手島） 

 
交響曲第４１番「ジュピター」 新年

しんねん

はこの曲
きょく

で迎
むか

えよう！ 

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト 作 曲
さっきょく

 

 

 

 

いよいよ今
こ

年
とし

もあとわずかになりました。年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

になるとテレビ・ラジオでは 

その年
とし

の締
し

めくくりとしていろいろな音
おん

楽
がく

番
ばん

組
ぐみ

をやります。ポップス系
けい

だと 

○○歌
か

謡
よう

祭
さい

や△△歌
うた

合
がっ

戦
せん

など。クラッシック音楽
おんがく

の世
せ

界
かい

でも、前回
ぜんかい

紹介
しょうかい

した 

ベートーベンの第
だい

九
く

（合
がっ

唱
しょう

付
つ

き）の演奏会
えんそうかい

は年
ねん

末
まつ

のイベントになっています。 

音楽
おんがく

を聞
き

く機
き

会
かい

がとても多
おお

くなりますね。ヨーロッパやアメリカでも、大
おお

晦
みそ

日
か

の 

コンサートがあったり、新年
しんねん

を迎
むか

えると、「ニューイヤーコンサート」があったりします。なかでも日
に

本
ほん

人
じん

は毎
まい

年
とし

ウィーンで開
ひら

かれる「ニューイヤーコンサート」が大
だい

好
す

きです。「美
うつく

しく青
あお

きドナウ」と

いうバレエの曲
きょく

を作
つく

ったヨハン・シュトラウス二世
せい

とその家
か

族
ぞく

（親
おや

・兄
きょう

弟
だい

に作
さっ

曲
きょく

家
か

が多
おお

い！）の音楽
おんがく

を中
ちゅう

心
しん

にプログラムが組
く

まれている楽
たの

しいコンサートです。全世界
ぜんせかい

に中
ちゅう

継
けい

されて多
おお

くの人
ひと

が見
み

てい

ます。日
に

本
ほん

でも元
がん

旦
たん

に生
なま

中継
ちゅうけい

で放
ほう

送
そう

されています。再放送
さいほうそう

もされますので見たことのない人
ひと

は一
いち

度
ど

見

てください。 

私
わたし

にとっての新年
しんねん

の音楽
おんがく

はモーツァルトです。一年
いちねん

の始
はじ

まりは爽
さわ

やかな音楽
おんがく

でスタートさせたい 

 

モーツァルト 

ジュピター音型 


