
1
位
　
6
，8
2
8
万
枚
　
阿
久
悠

2
位
　
4
，9
8
4
万
枚
　
松
本
隆

3
位
　
4
，5
7
6
万
枚
　
秋
元
康

（
オ
リ
コ
ン
調
べ
に
よ
る
／
2
0
1
1
年
６
月
20
日
現
在
）

　
こ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
は
、日
本
の
作
詞

家
別
シ
ン
グ
ル
総
売
上
枚
数
を
表
し

た
も
の
。

　
1
9
9
0
年
代
終
盤
か
ら
作
詞
作

曲
、そ
し
て
編
曲
ま
で
を
こ
な
す
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
増
え
、Ｊ
ポ
ッ
プ
に
お
け
る

作
詞
家
の
活
躍
舞
台
は
激
減
し
て
い

る
、と
言
わ
れ
て
き
た
。と
こ
ろ
が
ご

覧
あ
れ
、先
の
ラ
ン
キ
ン
グ
の
ト
ッ
プ
３

は
、い
ず
れ
も
そ
う
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
で
は
な
く
、職
業
作
詞
家
と
し
て
の

御
仁
が
占
め
て
い
る
。こ
れ
は
い
っ
た

い
、ど
う
い
う
こ
と
か
？

　
も
ち
ろ
ん
、こ
の
３
人
が
そ
れ
ぞ
れ

時
代
の
先
端
を
い
く
プ
ロ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。４
位
以
下

の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
見
て
も
、歌
唱
ま
で

含
め
、楽
曲
制
作
を
こ
な
す
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
が
ト
ッ
プ
１０
中
の
約
半
数
を
占
め

て
は
い
る
。だ
が
…
…
。

　
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
り
、文
字
媒
体

の
流
通
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
現

代
。カ
ラ
オ
ケ
で
は
必
ず
歌
詞
を
文

字
と
し
て
目
に
す
る
。歌
詞
検
索
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、音
楽
の
中
の「
コ
ト

バ
」に
感
動
を
求
め
る
フ
ァ
ン
で
大
に

ぎ
わ
い
だ
。そ
う
、日
本
の
音
楽
シ
ー

ン
で
、ポ
ッ
プ
ス
の
隆
盛
期
に
歌
謡
曲

や
演
歌
が
死
に
絶
え
な
か
っ
た
よ
う

に
、プ
ロ
が
作
っ
た
歌
詞
も
ま
た
、無

く
な
る
こ
と
は
な
く
、常
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　
で
は
、そ
の「
職
業
作
詞
家
」に
な
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
？
　
そ
し

て
、作
詞
家
で
い
続
け
る
た
め
に
、コ
ト

バ
は
ど
う「
磨
い
て
」い
く
べ
き
か
？
　

流
行
歌
の
世
界
に
お
い
て
、作
詞
家
と

い
う
仕
事
に
未
来
は
あ
る
の
か
？

　
そ
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
て
、ま
ず
次
の

ペ
ー
ジ
か
ら
は
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で「
職

業
作
詞
家
の
現
実
」を
追
い
か
け
て

み
る
。

S
o
n
g
 w
r
i
t
e
r

近
年
、
ま
た
求
め
ら
れ
始
め
て
い
る

「
感
動
を
く
れ
る
コ
ト
バ
」。

夢 を 叶 え る ── 作 詞 家 に な ろ う

S o n g  w r i t e r

特
集
2
・
夢
を
叶
え
る
シ
リ
ー
ズ
第
5
弾

作
詞
家
に
な
ろ
う
！

誰
に
で
も
、「
や
っ
て
み
た
か
っ
た
仕
事
」

「
な
り
た
か
っ
た
職
業
」
が
あ
る
。
そ
ん
な

現
時
点
で
は
叶
っ
て
い
な
い
夢
の
「
実
際
」

を
、
そ
の
仕
事
の
第
一
線
で
働
く
人
々
に

聞
い
て
み
る
こ
の
シ
リ
ー
ズ
。
第
5
回
は
、

い
つ
の
時
代
も
愛
さ
れ
る
歌
を
作
り
続
け

る
「
作
詞
家
」
を
追
い
か
け
ま
す
。
曲
に
乗

せ
て
、
美
し
く
、
印
象
深
く
言
葉
を
操
る

プ
ロ
に
な
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
は
？

撮
影
／
賀
地
マ
コ
ト
　
取
材
／
山
本
竜
也
　
デ
ザ
イ
ン
／
サ
ト
ウ
サ
エ

言
葉
の
魔
術
師
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も
り
ち
よ
こ
さ
ん

作
詞
家

もりちよこ
神戸出身。電通EYE(現・電通東日本)のコピーライ
ターから作詞家に。キッズ・アニメソング、J-POP、歌
謡曲、韓国語・ギリシャ語・英語訳詞、社歌など幅広
い。アニメ「ケロロ軍曹」「おじゃ魔女どれみ」「毎日
かあさん」等の主題歌や、平原綾香、天童よしみ、タッ
キー＆翼、さかなクン等への作品提供多数。最新作は
「パンパパ・パン」（NHK「おかあさんといっしょ」で５
月よりオンエア）、「それでも月は」（歌／堀内孝雄、
『笑うは薬』カップリング曲、アップフロントワークス）。

もりさんの作品の一部。CD・DVDのジャケットから。子ども
たちに愛唱されるかわいらしい歌から、アニメの主題歌、
J-POP、K-POPまで、その作品世界はジャンルを問わず。

自
分
で
、自
分
の
作
品
を
プ
レ
ゼ
ン
す
る
こ
と
か
ら
、す
べ
て
が
始
ま
る

│「
作
詞
家
に
な
り
た
い
」と
思
っ
た
の
は
、い
つ

頃
の
こ
と
で
す
か
？

　
高
校
時
代
に
音
楽
を
始
め
て
、大
学
を
卒

業
し
て
か
ら
も
２
〜
３
年
は
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な

ど
で
弾
き
語
り
を
し
て
い
ま
し
た
。シ
ン
ガ
ー

ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
に
な
り
た
く
て
、い
ろ
ん
な
コ

ン
テ
ス
ト
に
も
応
募
し
ま
し
た
ね
。結
局
、「
い

い
と
こ
ろ
ま
で
…
…
」止
ま
り
で
し
た
け
ど

（
笑
）。そ
の
後
、ア
ル
バ
イ
ト
で
広
告
の
世
界
に

入
っ
て
、そ
れ
以
降
の
長
い
間
、コ
ピ
ー
ラ
イ

タ
ー
の
仕
事
を
し
て
い
た
ん
で
す
が
…
…
大
き

な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、実
家
が
阪
神
大
震

災
で
被
災
し
た
こ
と
で
す
ね
。「
い
ま
や
り
た
い

こ
と
を
や
ら
な
き
ゃ
、人
生
も
っ
た
い
な
い
！
」っ

て
思
っ
た
。コ
ピ
ー
の
仕
事
は
す
ご
く
楽
し
か
っ

た
し
、や
り
が
い
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、も
う

少
し
だ
け
、「
残
る
」仕
事
が
し
て
み
た
く
な
っ

た
ん
で
す
。そ
れ
で
、一
度
は
あ
き
ら
め
た
大
好

き
な
歌
の
仕
事
、そ
れ
も
作
詞
の
仕
事
が
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

│「
書
く
こ
と
」は
、子
ど
も
の
頃
か
ら
好
き

だ
っ
た
の
で
す
か
？

　
そ
う
で
す
ね
。小
学
生
の
時
に「
お
は
な
し

を
書
い
て
み
な
い
？
」と
勧
め
て
く
だ
さ
る
先
生

が
い
ら
し
た
ん
で
す
。物
語
を
書
い
て
、ち
ょっ
と

し
た
絵
を
添
え
る
と
、母
が
ピ
ン
ク
の
リ
ボ
ン
で

綴
じ
て
く
れ
て
。そ
う
や
っ
て
自
家
製
の
絵
本
を

い
く
つ
も
作
っ
て
い
ま
し
た
。「
書
く
こ
と
」「
創

る
こ
と
」は
そ
の
頃
か
ら
大
好
き
で
し
た
ね
。

│
ど
の
よ
う
に
し
て
作
詞
家
に
な
っ
た
の
で
す

か
？

　
広
告
の
会
社
は
辞
め
て
い
た
し
、作
詞
の
世

界
に
何
の
つ
て
も
な
か
っ
た
の
で
、先
行
き
を
模

索
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
。そ
ん
な

と
き
、コ
ー
ラ
ス
を
し
て
い
る
友
人
が
、N
H
K

の
子
ど
も
番
組
の
録
音
ス
タ
ジ
オ
に
連
れ
て

行
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
。そ
こ
で
、番
組
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
と
き
に
、思

い
切
っ
て「
作
詞
の
仕
事
が
し
て
み
た
い
」と
伝

え
た
ら
、「
じ
ゃ
あ
、作
品
を
い
く
つ
か
書
い
て

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
」と
言
わ
れ
て
。す
ぐ
に

10
作
ほ
ど
書
い
て
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
れ

は
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、暫
く

し
て
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。「
夏
の

歌
、書
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
」っ
て
。そ
れ
で
初
め

て
採
用
し
て
い
た
だ
い
た
の
が「
ひ
ま
わ
り
と

わ
た
あ
め
」と
い
う
、私
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
な
ん

で
す
。

│
作
詞
家
に
な
っ
て
、そ
れ
以
前
の
経
験
は
役

に
立
ち
ま
し
た
か
？

　
自
分
で
歌
を
作
っ
て
歌
っ
て
い
た
こ
と
、そ
れ

に
コ
ピ
ー
の
仕
事
で
言
葉
を
練
り
上
げ
て
い
た

経
験
は
、や
っ
ぱ
り
大
き
く
役
立
ち
ま
し
た

ね
。そ
れ
と
、広
告
制
作
の
現
場
経
験
で
、自

分
で
考
え
た
企
画
を
自
主
的
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
す
る
癖
が
つ
い
て
い
た
こ
と
。こ
れ
は
い

ま
で
も
、や
っ
て
お
い
て
良
か
っ
た
な
と
思
い
ま

す
。作
詞
家
の
仕
事
の
大
部
分
は
、そ
の
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
始
ま
り
ま
す
か
ら
。
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│
デ
ビ
ュ
ー
以
降
は
、コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
お
仕
事
が

入
っ
て
き
た
の
で
す
か
？

　
い
え
い
え
！（
笑
）そ
れ
か
ら
５
〜
６
年
は
、フ

リ
ー
ラ
ン
ス
で
担
当
す
る
コ
ピ
ー
の
仕
事
と
兼
業

で
し
た
し
、今
で
も
、コ
ピ
ー
や
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
仕

事
は
、い
た
だ
け
る
の
な
ら
積
極
的
に
や
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。作
詞
家
の
仕
事
っ
て
、「
○
○

先
生
に
是
非
、お
願
い
し
ま
す
」と
い
う
指
名
だ

け
で
や
っ
て
い
け
る
の
は
、ほ
ん
の一
握
り
の
大
御

所
の
方
だ
け
。私
の
現
状
で
い
う
と
、指
名
の
仕

事
は
半
分
。残
り
の
半
分
は
、他
の
作
詞
家
の
方

と
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョン
だ
っ
た
り
、自
主
的
に
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
結
果
、採
用
に
な
る
仕
事

だ
っ
た
り
。自
分
で
仕
事
を
作
っ
て
い
か
な
き
ゃ
、

続
か
な
い
職
業
だ
と
思
い
ま
す
。

│
ほ
か
に
、作
詞
家
に
な
る
た
め
に
必
要
な「
資

質
」は
な
ん
で
す
か
？

　
基
本
は「
歌
が
大
好
き
な
こ
と
」だ
と
思
い

ま
す
。歌
を
楽
し
ん
で
歌
え
る
人
じ
ゃ
な
い

と
。今
は
、作
詞
の
仕
事
の
95
％
が「
曲
先
」と

いっ
て
、曲
が
先
に
出
来
上
が
っ
て
い
て
、そ
れ
に

歌
詞
を
は
め
込
む
作
業
な
ん
で
す
。曲
の
中
の

ブ
レ
ス（
息
つ
ぎ
）の
位
置
と
言
葉
の
切
れ
目
が

合
う
よ
う
に
作
詞
す
る
ん
で
す
が
、歌
う
の
が

好
き
で
、カ
ラ
オ
ケ
な
ど
で
ブ
レ
ス
が
体
に
染
み

込
ん
で
い
る
人
は
、こ
の
作
業
に
馴
染
ん
で
い
き

や
す
い
と
思
い
ま
す
ね
。

　
実
際
の
仕
事
で
は
、曲
を
も
ら
う
と
、そ
れ
こ

そ
夢
に
出
て
く
る
ま
で
聴
き
込
ん
で
、ソ
ラ
で
ハ

ミ
ン
グ
で
き
る
よ
う
に
し
て
か
ら
言
葉
を
練
る
。

歌
詞
が
出
来
上
が
る
と
、実
際
に
は
め
込
ん
で

歌
っ
て
み
る
。そ
の
繰
り
返
し
だ
か
ら
、作
業
中

は
喉
が
渇
く
し
、声
も
か
れ
ま
す（
笑
）。歌
う

こ
と
が
好
き
じ
ゃ
な
き
ゃ
、出
来
な
い
で
す
よ
ね
。

│
作
詞
家
を
目
指
す
方
に
、ア
ド
バ
イ
ス
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
時
代
に
先
輩
に
言
わ
れ
た

「
足
で
書
け
！
」と
い
う
言
葉
は
、作
詞
家
に
も

通
じ
る
と
思
い
ま
す
。デ
ス
ク
に
向
か
っ
て
、い
つ

ま
で
も
言
葉
が
降
り
て
く
る
の
を
待
つ
の
で
は
な

く
、と
に
か
く
出
か
け
て
、歩
い
て
、い
ろ
ん
な
も
の

を
見
て
、い
ろ
ん
な
こ
と
を
経
験
し
て
、い
ろ
ん
な

人
と
話
す
。そ
う
し
て
自
分
の
中
に
貯
ま
って
いっ

た
も
の
が
、す
べ
て
の
創
作
の
源
泉
だ
と
思
う
。

　
そ
れ
と
、作
詞
家
と
、シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ

タ
ー
は
違
う
と
い
う
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ

タ
ー
は
、自
分
の
思
う
こ
と
を
私

小
説
的
に
、好
き
な
よ
う
に
書
い

て
、あ
と
は
聴
く
人
に
判
断
を
委

ね
れ
ば
い
い
け
れ
ど
、作
詞
家
は

違
う
ん
で
す
。「
こ
の
歌
手
に
ど

ん
な
歌
を
歌
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、よ

り
た
く
さ
ん
の
人
に
振
り
向
い
て

も
ら
え
る
か
」を
考
え
な
き
ゃ
い

け
な
い
。自
分
の
気
持
ち
を
吐
き

出
す
前
に
、他
人
の
気
持
ち
が
わ

か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
仕
事
で

す
か
ら
。ピ
ュ
ア
な
赤
ち
ゃ
ん
を
歌
う
詞
と
、不

倫
の
ド
ロ
ド
ロ
を
描
く
詞
を
同
時
に
作
れ
る
、職

業
作
詞
家
と
し
て
の
感
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

な
け
れ
ば
い
け
な
い
仕
事
な
ん
で
す
。

│
作
詞
家
と
し
て
の「
や
り
が
い
」を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

　
や
っ
ぱ
り
、多
く
の
方
が
聴
い
て
口
ず
さ
ん
で

く
だ
さ
る
こ
と
が
一
番
の
喜
び
で
す
。最
近
は

「
ド
コ
ノ
コ
ノ
キ
ノ
コ
」（
N
H
K「
お
か
あ
さ
ん

と
いっ
し
ょ
」）を
歌
い
踊
る
動
画
を
、皆
さ
ん
が

競
う
よ
う
に
ネ
ッ
ト
上
に
ア
ッ
プ
し
て
く
だ

さ
っ
た
り
。私
の
音
楽
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
西
宮
少

年
合
唱
団
で
は
、創
立
50
周
年
の
記
念
公
演

で
、後
輩
た
ち
が「
か
っ
ぱ
な
に
さ
ま
？ 

か
っ
ぱ

さ
ま
！
」を
歌
っ
て
く
れ
ま
し
た
。本
当
に
、作

詞
家
冥
利
に
尽
き
ま
す
ね
。ハングル語のキーボードも使用する。

2007年に韓国で作詞家デビュー。きっかけは、「冬のソナタ」
主題歌作曲家ユ・ヘジュンが東京で開いたライブの楽屋を訪れ
たこと。その出会いから韓国語を学び始め、今ではコンビ作品も
多い。毎年1ヶ月の間、韓国に語学留学もしているとか。 「韓国
最高の歌手スン・ユニさんに、いつか韓国語で作詞した歌を歌っ
ていただくのが夢です」

S
o
n
g
 w
r
i
t
e
r

夢 を 叶 え る ── 作 詞 家 に な ろ う

歌
と
、歌
う
こ
と
が
大
好
き
！

そ
こ
か
ら「
職
業
作
詞
家
」へ
と

成
長
し
て
い
く
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　作
詞
家
に
な
る
の
に
特
に
資
格
は
い
ら

な
い
。だ
が
、作
詞
の
現
場
で
は
、専
業
の
作

詞
家
だ
け
で
な
く
、小
説
家
、詩
人
、芸
能

人
、放
送
作
家
な
ど
他
業
種
を
本
業
と
す

る
人
が
関
わ
る
こ
と
も
多
く
、大
変
に
競
争

が
激
し
い
。

　作
詞
家
に
必
要
な
の
は
、文
学
的
セ
ン
ス

だ
け
で
な
く
、楽
曲
を
理
解
・
解
釈
す
る
音

楽
的
セ
ン
ス
。そ
れ
ら
を
学
べ
る
専
門
学
校

や
、各
種
教
室
は
あ
る
が
、こ
れ
ら
が
作
詞

家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
に
直
結
す
る
こ
と
は

あ
ま
り
多
く
な
い
。た
だ
し
、作
詞
の
基
礎

を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
し
、公
募
や
コ
ン
ペ

テ
ィ
シ
ョ
ン
の
情
報
は
多
数
入
っ
て
く
る
の

で
、大
い
に
利
用
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。

　で
は
、デ
ビ
ュ
ー
ま
で
の
道
の
り
と
し
て
は

具
体
的
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
？ 

一
番
基

本
的
な
の
は
、音
楽
作
家
事
務
所
と
契
約

す
る
こ
と
。こ
ま
め
に
自
分
の
作
品
を
送
り

続
け
、事
務
所
関
係
者
に
認
め
て
も
ら
え
れ

ば
、事
務
所
と
契
約
出
来
る
可
能
性
も
あ

る
だ
ろ
う
し
、各
種
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
や
コ
ン

ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
こ
と
が
容
易
に

な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　そ
れ
以
外
に
は
、音
楽
制
作
会
社
や
プ
ロ

「
作
詞
家
」へ
と

続
く
ル
ー
ト

「歌詞を作る」ための5つのポイント
まずは自宅で始めてみる

書き
写して
みる

字脚を
揃える

まず
テーマを

絞る

　テーマは、はっきり意
識できる場合と、書いて
いるうちに「ああ、これが
テーマだ」と気づく場合
とがある。書いているうちにテーマが変
わってしまう場合もあるが、できる限り、書
き出す前に、「この歌詞ではもっともこれが
言いたい」といったように意識しておこう。
　テーマはその歌に込められたメッセージ
そのもので、サビで歌われるべきもの。聞
いた人に「そうそう」とか、「あるある」のよ
うに、共感をもって受け入れられる。そうい
うテーマであることが望ましいものだ。

　たとえばこんな歌詞。
　　   6　　　　 6　　　   6　　  　   6
　花を植えて　君を迎え　帰る道も　ここにいるよ

　上に書いた数字は音の数（音節数）。これを字脚と言う。字脚の数え方は、俳句や川柳と同じ。
　長音（音引き）や促音（つめる音）も1音として数える。「しゅ」「ぎゅ」「にゃ」など拗音は1音として数える。
　上記の例文は、「6・6・6・6」とそろっている。また、｢6｣の中も「3・3」とそろっているので、たたみかけるよ
うなリズムが感じられるはず。リズムがいいかどうかは、書いてある内容に関わらず、「読んでいて心地よい
か」が鍵。まずは字脚を揃えることからはじめ、そこから自分にとって心地いいリズムを探してみよう。

じ　あし

よう おん

　まずは好きな歌の歌詞を書き写してみよう。
　自分流に書き換えてはダメ。テンがあれば
テンを打ち、改行されていれば改行する。当
て字や送り仮名などの表記もそのままに、丁

寧に清書する。その際、「ここはなぜ改行したのか」「ここに
なぜテンが必要なのか」「ここはなぜこの漢字を使ったのか」
といったことを考えてみると、とても勉強になる。この作業は、
絵画で言えばデッサン、スポーツで言えば筋トレのようなも
の。写し終えたら、必ず声に出して読んでみる。さまざまなジャ
ンルの歌詞を書き写してみるのも、好きな作詞家の作品をま
とめるのもいい。書き写し、声にする。この作業で、すべての
作詞ノウハウが学べる。
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文字数を
考える

S
o
n
g
 w
r
i
t
e
r

夢 を 叶 え る ── 作 詞 家 に な ろ う

ダ
ク
シ
ョ
ン
に
所
属
し
た
り
、作
詞
コ
ン
テ
ス

ト
へ
の
応
募
や
持
ち
込
み
な
ど
を
通
し
て
音

楽
出
版
社
と
契
約
を
結
ん
だ
り
、著
名
な

作
詞
家
に
弟
子
入
り
し
た
り
し
て
、レ
コ
ー

ド
会
社
が
制
作
す
る
案
件
に
作
品
提
供
す

る
方
法
も
あ
る
。

　ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
か
ら
転
向
し
て
、作
詞

家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
る
者
も
多
い
。

こ
の
場
合
、作
曲
も
出
来
る
と
い
う
点
が
有

利
に
見
え
て
し
ま
う
が
、実
は
そ
う
で
は
な

い
。ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
転
向
組
の
作
詞
家
は
、

実
は
ほ
と
ん
ど
が
作
曲
の
セ
ン
ス
は
や
や
劣

る
人
が
大
半
だ
。種
明
か
し
を
す
れ
ば
、レ

コ
ー
ド
会
社
に
持
ち
込
み
を
さ
れ
た
音
源
か

ら
、「
曲
は
全
然
だ
け
ど
、歌
詞
は
い
い
ね
」

と
い
う
判
断
を
さ
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。こ
れ

は
そ
の
ま
ま
、作
詞
家
に
な
る
た
め
に
レ

コ
ー
ド
会
社
に
持
ち
込
み
を
し
よ
う
と
考
え

て
い
る
人
へ
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
。

　レ
コ
ー
ド
会
社
に
自
作
の
作
詩
だ
け
書
い

て
送
っ
て
も
読
み
流
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。レ

コ
ー
ド
会
社
が
欲
し
て
い
る
の
は
、歌
詞
で
は

な
く
音
源
だ
か
ら
だ
。こ
れ
を
逆
手
に
取
っ

て
、作
曲
が
出
来
る
人
間
と
組
ん
で
、歌
詞

を
ど
ん
な
形
に
し
ろ
曲
に
乗
せ
、音
源
と
し

て
持
ち
込
み
を
し
て
み
よ
う
。も
ち
ろ
ん
、歌

詞
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
を
添
え
て
。

　こ
れ
だ
け
で
、「
見
て
も
ら
え
る
確
率
」が

飛
躍
的
に
上
が
る
の
は
間
違
い
な
い
。

「作詞家になる」ためには？

歌詞の
構成を
考える

　一般的な歌詞の文字数はおよそ
○Aメロ
　2行～4行ぐらい
○Bメロ
　2行～4行ぐらい（Aメロより短いことが多い）
○Cメロ
　3行～4行ぐらい（これを繰り返すパターンが多い）
　もちろん、これはジャンルにもよる。一般に童謡の場合は、聞く対
象である子どもの理解度を鑑みて、文字数は少なくなっているはず。
　各パートの分量を実感してもらうため、インタビューに登場した、
もりちよこ先生の作品を紹介しよう。

恋はウフフ（作詞：もりちよこ）

（Aメロ）
あなたの　笑顔に　会えた日は

雨でも　晴れてる　弾んでる

放課後　いつもの　寄り道で

誰かと　おしゃべり　したくなる

（Bメロ）
スキなんて　まさかね、 ウソ　ホントよ

純情　一途で　かなり意地っぱり

でもでも

（サビ）
なんてゆーか　かんてゆーか

How do you do?　恋はウフフ

なんてゆーか　かんてゆーか

　ひとつ典型的なも
のを挙げてみよう。
Aメロ→Bメロ→サビ
　大きく見ると、「1
番－2番－サビ」の繰り返しという構
成。英語で1番、２番の歌詞をコーラ
スと呼ぶ。コーラスを2回やって、サビ
のみ（ハーフ）を繰り返すので、この
形式をツーハーフと呼ぶ。曲の最初
のメロディーを略してAメロ。次のひと
かたまりがBメロ、そしてCメロ（サビ）
となる。Aメロの役割は、主に「説
明」。Bメロの役割はAメロのストー
リーの展開部分やサビへの効果的
な橋渡し。サビは、作者の主体となる
メッセージ。
　この、基本的なツーハーフのほか
にもさまざまな構成がある。テーマを
訴えるのに最も効果的な構成を考え
てから歌詞を作っていこう。
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