
オ
カ
リ
ナ
作
っ
て
い
る
ん
で
す

紬
記
者
(
以
降
･
紬
)
千
村
さ
ん
は
､
オ
カ
リ
ナ
製
作

を
さ
れ
て
い
ま
す
が
'
オ
カ
リ
ナ
と
の
出
会
い
と
作

り
始
め
る
き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
?

千
村
さ
ん
(
以
降
･
千
村
)
中
学
､
高
校
と
吹
奏
楽

で
-
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
吹
い
て
い
た
の
で
､
音
楽
に
は
興

味
が
あ
っ
た
ん
で
す
o
そ
の
後
'
大
学
の
頃
､
趣
味
で

縦
笛
を
や
っ
て
い
ま
し
た
｡
も
と
も
と
笛
が
好
き
だ

っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
｡
そ
こ
か
ら
オ
カ
リ
ナ
に
移
っ
て

い
っ
た
ん
で
す
o
当
時
は
'
楽
器
屋
さ
ん
で
購
入
す
る

市
販
の
オ
カ
リ
ナ
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
が
ー
色
々
吹

い
て
い
る
う
ち
に
粘
土
で
作
る
物
だ
L
t
自
分
で
も

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
作
り
始
め
ま
し
た
｡

紬
オ
カ
リ
ナ
演
奏
も
､
な
さ
っ
て
い
た
ん
で
す
か
?

千
村
多
少
趣
味
で
吹
い
て
い
た
く
ら
い
で
す
｡
宗
次

郎
さ
ん
の
演
奏
と
か
､
真
似
し
て
吹
い
て
い
た
ん
で

す
が
'
な
か
な
か
同
じ
よ
う
に
吹
け
な
-
て
｡
も
っ

と
良
い
楽
器
が
あ
れ
ば
う
ま
く
吹
け
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
っ
て
'
そ
れ
で
自
分
で
も
ち
ょ
っ
と
試

し
に
作
っ
て
み
た
ん
で
す
｡

純
ど
こ
か
の
工
房
で
教
わ
っ
て
'
作
-
始
め
た
ん

で
す
か
?

千
村
全
-
の
独
学
で
す
o
オ
カ
リ
ナ
作
-
の
本

を
仕
入
れ
ま
し
て
､
そ
れ
を
読
ん
で
自
分
な
り

に
作
っ
て
み
た
ん
で
す
｡

紬
そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
｡
最
初
に
作
っ
た
オ
カ

リ
ナ
は
音
が
出
た
ん
で
す
か
?

千
村
出
ま
し
た
よ
o
多
分
､
最
初
に
作
っ
て
み
て

｢
こ
れ
は
全
然
だ
め
だ
な
｣
と
思
っ
た
ら
や
ら
な

か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
､
自
分
で
こ
ん
な
こ
と

言
う
の
も
な
ん
で
す
が
､
最
初
に
作
っ
た
も
の
を

｢
市
販
で
売
っ
て
い
る
物
よ
-
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
｣
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
(
隻
)
0

組
そ
れ
は
何
年
-
ら
い
前
な
ん
で
す
か
?



P rofl le

千村秀治(ちむらひではる)プロブイ-ル

i 963年長野県生まれ｡

子どもの頃から菜器が好きで､中学高校時代にトランペット大学時

代にリコーダーやオカリナの漠乗を楽しむ｡大学卒業後､野菜作りを

学ぶため八ヶ岳中央農業実践大学校へ｡その後､長野県内の企業で

ウイン事業の立ち上Ij-に関わり､ 1 0年間ぶどう栽培を行う｡退職後､

趣味で作成していたオカリナ作りがクチコ三で広がり.注文が巻きル

200 1年よりオカリナ=房｢Pecora｣を立ち上げ､オカリナや土笛

の製作､販売を開始｡現在は､オカリナ作成だけではなく､長野市内で

オカリナ教皇やオカリナ製作､絵付けワークショップ等も開催中.
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8

年

前
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ぶ

と

う

作

り

の
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事

を

辞

め

て

次

に

何

を

し

よ

う

か

と

思

っ

て

紬
そ
れ
が
ど
う
し
て
'
オ
カ
リ
ナ
製
作
を
お
仕
事
に
し
よ
う
と
思
わ
　
い
た
ん
で
す
o
そ
こ
で
色
々
な
方
と
話
し
て
い
る
と
き
に
｢
オ
カ

れ

た

の

で

す

か

ワ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

リ

ナ

作

っ

た

ら

｣

と

勧

め

ら

れ

ま

し

た

o

｢

ま

あ

､

い

つ

ま

で

耗

-

千
村
最
初
は
､
自
分
で
使
う
笛
を
作
-
た
か
っ
た
ん
で
す
0
2
0
0
1
　
か
分
か
ら
な
い
け
ど
､
取
-
あ
え
ず
使
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
ん

年
に
神
戸
の
オ
カ
リ
ナ
ウ
ェ
ス
テ
ィ
パ
ル
に
参
加
す
る
と
き
に
'
自
分
で
　
な
ら
､
作
っ
て
み
る
か
｣
ぐ
ら
い
の
軽
い
気
持
ち
で
最
初
は
始
め

吹
-
オ
カ
リ
ナ
を
作
っ
て
い
た
ん
で
す
o
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
､
ワ
イ
ン
の
　
ま
し
た
o

紬
そ
れ
が
8
年
間
も
続
い
て
い
る
っ
て
'
す
ご
い
で
す
ね
｡

千
村
　
今
で
も
時
々
初
め
て
お
会
い
す
る
方
に
'
｢
オ
カ
リ
ナ

作
っ
て
い
る
ん
で
す
｣
と
い
う
と
｢
そ
れ
は
仕
事
で
や
っ
て
い
る

ん
で
す
か
?
　
オ
カ
リ
ナ
で
食
え
る
ん
で
す
か
?
｣
と
言
わ
れ

る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
(
笑
)
0



毛のづく芳三豊っくり､柚要人

名闇｢ひではる｣の｢ひ｣とペコラ〔羊)を

イメージしています.カワイイ

'▼

好
き
だ
っ
た
ら
や
っ
て
み
る

紬
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
お
仕
事
に
す
る
秘

け
つ
は
な
ん
で
す
か
?

千
村
好
き
だ
っ
た
ら
や
っ
て
み
た
ら
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
や
っ
て
み
て
駄
且
だ
っ
た

ら
し
ょ
う
が
な
い
と
思
う
し
､
僕
も
2
度
目
な

ん
で
す
よ
｡
ワ
イ
ン
の
ぶ
ど
う
作
-
を
し
て
い

た
の
で
す
が
'
1
0
年
も
続
か
ず
に
あ
き
ら
め
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
D
じ
ゃ
あ
次
に
何
を
や
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
音
楽
が
好
き
で
楽
器
を
作
っ

て
､
そ
れ
が
喜
ん
で
使
っ
て
頂
け
る
な
ら
｢
取
-

あ
え
ず
続
け
て
み
よ
う
｣
と
｡

紬
ぶ
ど
う
作
り
の
と
き
と
､
違
い
は
あ
り
ま

す
か
?

千
村
ワ
イ
ン
の
ぶ
ど
う
っ
て
直
接
お
客
さ
ん
に

は
渡
ら
な
い
ん
で
す
o
私
は
､
ぶ
ど
う
作
-
ど

け
で
ワ
イ
ン
の
醸
造
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
o

そ
れ
だ
と
､
世
界
の
ワ
イ
ン
に
肩
を
並
べ
る
も

の
を
作
り
た
い
と
い
う
夢
も
な
か
な
か
叶
え

ら
れ
な
い
し
､
お
客
さ
ん
の
顔
も
見
れ
ま
せ
ん
｡

オ
カ
リ
ナ
は
自
分
で
直
接
お
客
様
に
渡
す
の

で
､
気
持
ち
の
持
ち
よ
う
が
全
-
違
い
ま
す
ね
｡

細
直
接
の
触
れ
合
い
が
大
切
な
ん
で
す
ね
｡

千
村
オ
カ
リ
ナ
作
-
で
も
､
自
分
と
し
て
は

ち
ょ
っ
と
違
う
タ
イ
プ
を
作
-
た
い
と
感
じ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
日
本
で
オ
カ
リ
ナ
を
演

奏
さ
れ
て
い
る
方
は
､
比
較
的
年
配
の
女
性
が

多
い
ん
で
す
o
こ
の
人
た
ち
が
一
番
吹
き
や
す

い
も
の
を
提
供
し
て
い
-
こ
と
が
大
事
で
'
｢
こ

ん
な
に
良
い
音
色
な
ん
だ
か
ら
､
こ
れ
ど
う
ぞ
｣

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
｡

細
誇
-
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
｡

千
村
そ
れ
ほ
ど
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
｡
で
も
､

誰
に
で
も
使
え
る
作
品
を
作
ら
な
け
れ
ば
､

使
っ
て
も
ら
え
る
人
も
い
な
-
な
る
｡
演
奏
さ

れ
る
人
た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
物
を
作
っ
て

い
る
だ
け
で
す
｡

も
の
づ
く
り
か
ら

場
づ
-
-
へ

紬
オ
カ
リ
ナ
の
魅
力
を
二
言
で
亭
っ
と
り

千
村
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
よ
う
な
楽
器
と
違
っ
て
､

オ
カ
リ
ナ
は
音
が
出
る
よ
う
に
製
作
者
が
調

整
し
て
い
る
の
で
誰
で
も
吹
け
ば
鳴
り
ま
す
o

と
て
も
単
純
な
楽
器
な
ん
で
す
が
､
本
当
に

音
楽
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
思
う
と
､
誰
で

も
吹
け
る
割
に
は
難
し
い
｡
私
は
そ
こ
が
魅

力
だ
と
思
い
ま
す
ね
｡

紬
制
作
の
と
き
に
､
な
に
か
こ
だ
わ
り
は
?

千
村
オ
カ
リ
ナ
は
ー
全
体
的
に
楽
器
の
レ
ベ
ル

は
そ
ん
な
に
高
-
な
い
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で

す
｡
粘
土
で
作
る
素
朴
な
楽
器
な
の
で
精
密

な
楽
器
の
よ
う
に
は
い
か
ず
'
土
笛
だ
か
ら
そ

れ
で
良
い
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
人
も
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
私
は
色
々
な
難
し
い
面

を
ク
リ
ア
し
､
楽
器
と
し
て
様
々
な
方
々
に
提

供
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

軸
最
近
は
､
オ
カ
リ
ナ
で
ジ
ャ
ズ
や
ボ
サ
ノ
バ

を
演
奏
す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
.

千
村
プ
ロ
演
奏
家
は
プ
ロ
と
し
て
の
要
求
が

あ
る
と
思
い
ま
す
が
､
普
通
の
楽
し
み
で
吹
-

人
は
音
色
が
良
い
こ
と
が
一
番
大
切
な
の
で
し

ょ
う
｡
製
作
者
の
思
い
と
し
て
は
､
気
軽
な
楽

器
な
の
で
一
人
で
も
多
-
の
人
に
楽
し
ん
で
欲

し
い
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
ね
｡

紬
H
I
l
指
し
て
い
る
も
の
は
何
で
す
か
?

千
村
私
は
｢
も
の
づ
-
-
か
ら
'
喝
つ
-
-
へ
｣

と
い
う
言
葉
が
好

き
な
ん
で
す
o
農

業
大
学
校
時
代
ー

講
演
に
来
て
い
た

神
田
精
葦
軒
の
社

長
か
ら
作
業
着
に

書
い
て
い
た
だ
い
た

言
葉
で
す
｡
そ
の
本

意
は
今
で
も
分
か

ら
な
い
ん
で
す
｡
し

か
し
､
私
の
仕
事
も

も
の
づ
く
り
で
す
｡

も
の
づ
-
-
だ
け
で
終
わ
る
か
､
そ
れ
と
も
場

を
つ
く
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
の
か
･
D
オ
カ
リ

ナ
教
室
を
や
っ
て
い
る
の
で
､
そ
こ
で
音
楽
を
つ

-
る
と
い
う
の
も
場
づ
-
り
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
o

紬
オ
カ
リ
ナ
自
体
が
歴
史
的
に
そ
う
い
う

｢
場
｣
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
ね
o

千
村
オ
カ
リ
ナ
の
原
型
は
｢
土
笛
｣
と
い
わ
れ

て
い
る
ん
で
す
が
'
大
昔
は
､
メ
ロ
デ
ィ
を
演
奏

す
る
と
い
う
よ
-
も
収
穫
の
お
祝
い
な
ど
の

儀
式
の
と
き
使
う
こ
と
が
多
か
っ
た
み
た
い
で

す
C
昔
か
ら
ー
何
か
人
と
人
の
つ
な
が
-
を
作

る
た
め
の
楽
器
だ
っ
た
ん
で
す
｡

紬
オ
カ
リ
ナ
と
の
出
会
い
が
新
し
い
可
能
性

を
広
げ
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
0

人
､
音
楽
､
街
､
自
然
と
つ
な
が
り
､
素
晴
ら

し
い
オ
カ
リ
ナ
を
産
み
出
し
続
け
る
千
村
さ

ん
は
'
既
に
多
-
の
素
敵
な
｢
場
｣
を
作
っ
て
い

る
と
息
い
ま
し
た
｡
今
日
は
費
重
な
時
間
を

い
た
だ
き
､
あ
-
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡



《オカリーナ､ ocarina》

空気が外に抜けないようにする.閉管楽器の-つ｡

イタリアやE]本では涙滴状の形のものが最も一般的で､

世界的に見れば丸形や角形の陶器製楽器もオカリナ

とよばれています｡素朴でまろやかな青色が特徴で､

素焼きで作られ､本体に開いた6-1 3価程度の指穴

を塞ぐ事によって音程を調節します｡音域はl ～2オク

ターブと狭く､恵の強さや気温により音程が変動する

こともあるため上手にひきこなすのは難しいとも言わ

れています.

オカリナを表側からみたところ｡オカリナ作りで一番大切なのは､吹

き口に一高近い穴｢発音孔(歌口) ｣.発音孔を細かく穴をあけて削

っていき､その後に吹き口から,eLの通り道と膏の出る穴をあrj-ます｡

これが上手くいったところで最後に指穴を開rj-て調律します.製作

者によって､この発育孔に工夫しているので､よく胡察してみてくだ

さいね｡

歴史>>
起源はマヤ文明にまでさかのぼり､亀の形をしたものが

発掘されています｡中国および中央アメリカでは動物の

形をしたオカリナが文化上重要な地位にありました0 i 9

世紀に西洋に伝わり､イタリア人のジュセッペドナティ

(GIUSePPe Donatl)によりほぼ現在の形が確立された

そうです.オカリナの名前はイタリア語の｢小さなガチョ

ラ(ocaガチョウ/｢lna小さい)から由来しています.

種笑頁>>
一般的に7種類あります｡小さいサイズEj:音階が高く､大

きくなるにつれ音階が低くなります｡

サイズが小さい順に

l,ソプラノ(ピッコロ)C調

2.アルトG詞

3.アルトF調

4.アルトC調

5.テノールG調

写:完完詰F調　数芸認諾誓言賢
※オカリナは音域が1オクターブ半しかありません｡そのためアン

サンブルをする場合には多種頬のオカリナを使って､音域の狭い

のをカバーします｡


