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ベートーヴェンが用いた漸次的強弱変化の指示の意図 

 

―ピアノ・ソナタにおける事例を通して―  

 

 

内﨑 章太（ピアノ） 

 

 

は じ め に  

 

漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 は バ ロ ッ ク 時 代 の 音 楽 に 決 し て 多 く は な い が 確 認 で き る 1。 ま た 、

い わ ゆ る テ ラ ス 状 デ ュ ナ ー ミ ク が 特 徴 の 一 つ と し て 挙 げ ら れ る バ ロ ッ ク 音 楽 に お い て も 、

漸 次 的 な 強 弱 変 化 は 重 要 な 表 現 の 一 つ で あ っ た 。そ の こ と は ジ ュ リ オ・カ ッ チ ー ニ  Giulio 

Caccini（ 1551-1618） の 《 新 音 楽  Le nuove musiche》 (1602)の 序 文 に 寄 せ た 言 葉 か ら も

明 ら か だ ろ う 2。  

し か し 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 を 楽 譜 に 書 き 込 む こ と が 珍 し く な く な っ た の は 18 世 紀 半

ば を 過 ぎ て か ら で あ る 。 特 に 鍵 盤 音 楽 に お い て は 、 漸 次 的 な 強 弱 変 化 を つ け る こ と が 難 し

い チ ェ ン バ ロ に 代 わ っ て 、 細 か な 強 弱 が つ け ら れ る フ ォ ル テ ピ ア ノ が 主 要 な 鍵 盤 楽 器 と し

て 用 い ら れ る よ う に な っ て か ら 増 え た も の と 考 え る の が 普 通 で あ ろ う 。 つ ま り 漸 次 的 強 弱

変 化 の 指 示 は 、 新 た な 鍵 盤 音 楽 の 楽 譜 を 特 徴 づ け る 一 つ の 要 素 と 言 え る 。  

漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 が 楽 譜 に 書 き 込 ま れ る よ う に な り 、 そ の 指 示 に よ っ て 作 曲 家 は い

か な る 音 楽 表 現 を 求 め た の か 、 ル ー ト ヴ ィ ヒ ・ ヴ ァ ン ・ ベ ー ト ー ヴ ェ ン  Ludwig van 

Beethoven（ 1770-1827） の 選 帝 侯 ピ ア ノ ・ ソ ナ タ 3 曲 と 番 号 付 き ピ ア ノ ・ ソ ナ タ 32 曲 、

計 35 曲 の ピ ア ノ・ソ ナ タ の 事 例 を 通 し て 考 察 す る 。本 研 究 で は 初 版 譜 と 、可 能 な か ぎ り 自

筆 譜 を 参 照 し た 。  

 

 
1  バ ロ ッ ク 時 代 の 音 楽 に お い て 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 が さ れ た 例 に つ い て は Donington(1974: 487-

488)に 詳 し い 。  

2  カ ッ チ ー ニ は 《 新 音 楽 》 の 序 文 に お い て 「 声 を ふ く ら ま せ た り 弱 め た り 、 ま た 感 嘆 の 叫 び と す る の

は 感 情 表 現 の 根 本 で あ る 」 と 述 べ て い る （ 橋 本  2005: 144）。  
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第 １ 章  ベ ー ト ー ヴ ェ ン が 用 い た 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示  

 

 ベ ー ト ー ヴ ェ ン が ピ ア ノ・ソ ナ タ に お い て 書 き 記 し た 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 を 表 1 に ま

と め た 。  

 

表１：ベートーヴェンがピアノ・ソナタにおいて用いた漸次的強弱変化 3 

曲 作曲年  < crescendo > decrescendo diminuendo calando smorzand mancando 総小節数  

WoO47-1 1782-83 
  

      207 

WoO47-2 1782-83 
 

1        293 

WoO47-3 1782-83 
  

      389 

作品 2-1 1793-94 20 2 16 2      330 

作品 2-2 1793-94 8 3 9  1   1    672 

作品 2-3 1794-95 6 
 

4    2    779 

作品 49-1 ?1797 10 
 

8       274 

作品 49-2 1795-96 
  

      241 

作品 7 1796-97 47 9 29 6     1  784 

作品 10-1 1795-97 8 14 11 3   1    418 

作品 10-2 1796-97 11 17 14 1      522 

作品 10-3 1797-98 9 41 19 3    1   630 

作品 13 1797-98 5 37 7  6   1    593 

作品 14-1 1797-98 10 22 10 10     409 

作品 14-2 1799 5 38 5  10     544 

作品 22 1800 3 57 15 11     521 

作品 26 1800-01 3 50 15 6     １ 4  558 

作品 27-1 1800-01 1 39 2  15     451 

作品 27-2 1801 28 27 29 7      329 

作品 28 1801 27 53 33 13     864 

作品 31-1 1802 3 49 29 2  7     719 

作品 31-2 1802 11 56 17 5  13    730 

作品 31-3 1802 13 42 19 8   1    819 

作品 53 1803-04 3 59 17 29     873 

作品 54 1804 11 20 17 4      342 

作品 57 1804-05 23 29 31  19    720 

作品 78 1809 2 16 5   5     288 

作品 79 1809 11 16 14  8     352 

作品 81a 1809-10 15 31 28  9     493 

作品 90 1814 20 34 17  16    535 

作品 101 1816 4 43 11  9     557 

作品 106 1817-18 59 89 90  27  1   1167 

作品 109 1820 18 46 25 1  16    479 

作品 110 1821-22 15 34 20 1  19  1   487 

作品 111 1821-22 13 30 49  7     335 

 
3  各 指 示 の 列 に お け る 数 字 は 、 そ の 指 示 が そ れ ぞ れ の 作 品 で 使 用 さ れ て い る 個 数 を 示 し て い る 。 使 用

さ れ て い な い 場 合 は 空 欄 と し た 。  

4  自 筆 譜 で は calando で あ る 。  
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ベ ー ト ー ヴ ェ ン が ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て 用 い た 漸 次 的 強 弱 変 化 は 増 加 を 指 示 す る も の

と 、減 少 を 指 示 す る も の に 二 分 で き る 。増 加 指 示 に は 、＜（ 記 号 ク レ ッ シ ェ ン ド ）、

crescendo（ 文 字 ク レ ッ シ ェ ン ド ）が あ り 、減 少 指 示 に は＞（ 記 号 デ レ ッ シ ェ ン ド ）、

decrescendo（ 文 字 デ ク レ ッ シ ェ ン ド ）、diminuendo（ デ ィ ミ ヌ エ ン ド ）、calando（ カ ラ ン

ド ）、smorzando（ ス モ ル ツ ァ ン ド ）、mancando（ マ ン カ ン ド ）が あ る 。本 稿 で は＜

お よ び＞の 双 方 を 指 す 場 合 は こ れ ら を「 記 号 に よ る 指 示 」と 呼 び 、そ れ 以 外 の も の

を ま と め て 指 す 場 合 は 「 文 字 に よ る 指 示 」 と し 、 呼 び 分 け を 行 い た い 。  

ベ ー ト ー ヴ ェ ン が ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て 初 め て 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 を し た 作 品 は 、

WoO47-2（ 1782-83）の 第 ２ 楽 章 で あ っ た 。そ れ か ら 作 品 111（ 1821-22）ま で 、ほ と ん ど

の 作 品 の 中 で 漸 次 的 強 弱 変 化 を 指 示 し て お り 、 創 作 時 期 を 問 わ ず 用 い 続 け た と 考 え て よ い

だ ろ う 。  

 

第 1 節  そ れ ぞ れ の 指 示 の 意 味  

ベ ー ト ー ヴ ェ ン が ピ ア ノ ・ ソ ナ タ の な か で 用 い た 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 が そ れ ぞ れ ど の

よ う な 意 味 で 用 い ら れ て い る か 、 18 世 紀 後 半 か ら 19 世 紀 前 半 に か か れ た 鍵 盤 楽 器 の た め

の 教 則 本 を も と に 確 認 す る 。 用 い た 教 則 本 は ダ ニ エ ル ・ ゴ ッ ト ロ ー プ ・ テ ュ ル ク  Daniel  

Gottlob Türk（ 1750-1813）の『 ク ラ ヴ ィ ー ア 教 本 , あ る い は 教 師 と 生 徒 の た め の ク ラ ヴ ィ ー

ア 奏 法 の 手 引 き  Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und 

Lernende, mit kritischen Anmerkungen』（ 1789）、 ヨ ー ハ ン ・ ぺ ー タ ー ・ ミ ル ヒ マ イ ア ー  

Johann Peter Milchmeyer（ 1750-1813）の『 ピ ア ノ フ ォ ル テ の 正 し い 演 奏 法  Die wahre Art 

das Pianoforte zu spieln』（ 1797）、 ヨ ハ ン ・ バ プ テ ィ ス ト ・ ク ラ ー マ ー  Johann Baptist 

Cramer（ 1771-1858）の『 ピ ア ノ・フ ォ ル テ の た め の 指 導 書  Instructions for the Piano Forte』

（ 1812）、ヨ ハ ン・ネ ポ ー ム ク・フ ン メ ル  Johann Nepomuk Hummel（ 1778-1837）の『 ピ

ア ノ 奏 法 の た め の 詳 し い 理 論 的 ・ 実 践 的 手 引 き  Ausführliche theoretisch-practische 

Anweisung zum Piano-Forte-Spiel』（ 1828）、 ア ン リ ・ エ ル ツ  Henri Herz（ 1803-1888）

の『 完 全 な る ピ ア ノ・メ ソ ッ ド  Méthode complète de piano』（ 1838）、カ ー ル・チ ェ ル ニ ー  

Carl Czerny（ 1791-1857）の『 理 論 的 実 践 的 ピ ア ノ フ ォ ル テ 教 本  作 品 500  Vollständige 

theoretisch-practische Pianoforte-Schule Op.500』（ 1839） の 計 ６ 冊 で あ る 。  
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第 1 項  増 加 指 示  

ま ず そ れ ぞ れ の 教 則 本 の 中 で 、＜と crescendo が ど の よ う に 説 明 さ れ て い る か 、

表 ２ に ま と め た 。  

 

表２ 教則本における増加指示の説明 5 

著 者  ＜  crescendo  

Türk  

1789 

[crescendo の 説 明 に 続 い て ]  こ れ は 次 の 記 号

＜に よ っ て も 示 さ れ る （ 117) 

成 長 す る 、 増 大 す る (よ り 強 く な る )（ 117）  

Milchmeyer  

1797 

短 い crescendo（ 51) だ ん だ ん 強 く (54) 

Cramer 1812 crescendo の 略 号 （ 44）  音 量 の 漸 次 的 増 加 、 ま た は＜ (44) 

Hummel 

1828 

先 端 か ら 広 が っ た 開 口 部 に 向 か っ て 演 奏 の 強

さ が 徐 々 に 増 す こ と を 示 し て い る （ 55）  

増 加 す る （ 57) 

Herz  

1838 

い く つ か の 音 の 強 さ が 徐 々 に 増 大 す る こ と を

＜で 表 し 、 そ の 逆 の 効 果 を＞で

表 す (28) 

[松 葉 の 説 明 の 後 に ]  強 弱 の 漸 増 ・ 漸 減 が よ り 広 範

囲 に 及 ぶ 場 合 は 、 次 の イ タ リ ア 語 の 単 語 、

crescendo、 decrescendo、 diminuendo を 使 用 す る

と よ い （ 28）  

Czerny  

1839 

crescendo は 徐 々 に 広 が る 角＜で も 表 わ

さ れ る （ 141）  

力 の 増 加 、 膨 張 （ 140) 

 

 テ ュ ル ク や ク ラ ー マ ー 、 チ ェ ル ニ ー は＜を 、 crescendo の 略 号 と み な し て い る こ

と が 分 か る 。ミ ル ヒ マ イ ア ー と エ ル ツ の 説 明 か ら は 、＜は 単 な る 略 号 で は な く 、漸

次 的 強 弱 変 化 が 及 ぶ 範 囲 の 長 さ に 応 じ て 、 記 号 と 文 字 に よ る 指 示 の 使 い 分 け が 行 わ れ て い

た こ と が 窺 え る 。 ベ ー ト ー ヴ ェ ン が＜と crescendo を 変 化 の 範 囲 に よ っ て 使 い 分 け

て い た の か 定 か で は な い 。 し か し 作 品 109（ 1820） 第 1 楽 章 10 小 節 の よ う に 1 拍 に も 満

た な い 範 囲 で あ っ て も crescendo を 使 用 し て い る 例 も あ る た め 、 必 ず し も 変 化 の 範 囲 の 長

さ に よ っ て 指 示 を 明 確 に 使 い 分 け て い た わ け で は な さ そ う で あ る 6。  

 図 1 と 図 2 は ベ ー ト ー ヴ ェ ン の ピ ア ノ ・ソ ナ タ に お い て＜と crescendo の 後 に ど

の よ う な 強 弱 指 示 が 置 か れ て い る か 調 べ 、 ま と め た も の で あ る 。＜と crescendo の

後 に 置 か れ る 強 弱 指 示 を 10 の グ ル ー プ に 分 け た 7。 

 

 
5  括 弧 内 の 数 字 は そ れ ぞ れ の 説 明 が 記 載 さ れ て い る 貢 を 示 し て い る 。  

6  減 少 指 示 に つ い て も 同 様 の こ と が 言 え る 。  

7  「 そ の 他 」 の グ ル ー プ に は 、＜お よ び crescendo の 後 に 強 弱 指 示 が 置 か れ て い な い 場 合 、 ま

た は 強 弱 指 示 以 外 の 指 示 が 置 か れ て い る と 考 え ら れ る も の が 該 当 す る 。  
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図１ ＜の後に置かれる強弱指示  
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図 2 crescendo の後に置かれる強弱指示  
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＜の 後 に は＞が 置 か れ る 場 合 が 多 い こ と が 分 か る 。 特 に 作 品 10-1 以 降 の

作 品 で は 、＜の 後 に は ほ と ん ど＞が 置 か れ て い る 。 こ れ は crescendo の 後 に

は 様 々 な 強 弱 指 示 が 置 か れ て い る の と は 対 照 的 で あ る 。 同 じ 漸 次 的 増 加 を 意 味 す る 指 示 で

あ っ て も 、＜と crescendo で は 用 い ら れ る 場 面 が 違 う 傾 向 に あ る よ う で あ る 。

＜の 大 半 は 音 量 が 上 が っ て 下 が る と い っ た 山 型 の 強 弱 変 化 を 形 成 す る 一 部 と し て

用 い ら れ て お り 、 指 示 の 前 後 に よ る 音 量 レ ベ ル の 大 き な 変 化 を 引 き 起 こ す よ う な 使 用 は ほ

と ん ど な い と 言 え る 。  

こ の 調 査 は 強 弱 指 示 同 士 の 共 起 性 を み た だ け で あ り 、 そ の 指 示 が 書 き こ ま れ た 箇 所 に お

け る 様 々 な 音 楽 的 要 素 を 捨 象 し て い る 点 で 問 題 が あ る 。 し か し 強 弱 指 示 は 、 ベ ー ト ー ヴ ェ

ン が 楽 譜 に 書 き 込 む と い う 行 為 を 通 じ て 、 曲 に お け る 強 弱 の 構 成 を あ る 程 度 明 確 に し た も

の で あ り 、 演 奏 者 が デ ュ ナ ー ミ ク の 流 れ を 組 み 立 て る 上 で 重 要 な 道 標 で あ る 。 従 っ て 強 弱

指 示 は 楽 曲 構 成 を 考 え る 上 で 重 要 な 一 要 素 で あ り 、 そ れ ら が ど の よ う に 配 置 さ れ て い る か

を み る こ と は 、そ れ ぞ れ の 指 示 が 用 い ら れ る 場 面 の 傾 向 を 探 る 上 で 一 助 と な る だ ろ う 8。和

声 進 行 や 音 型 と い っ た 他 の 音 楽 要 素 を 含 め た 各 指 示 の 使 用 傾 向 に つ い て は 今 後 の 課 題 と し

た い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8  減 少 指 示 に お い て も 同 様 の 調 査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、＞は 文 字 に よ る 減 少 指 示 よ り も 、 山 型

の 強 弱 変 化 の 一 部 と し て 用 い ら れ る 場 合 が 多 く 、 ま た 一 定 の 強 弱 レ ベ ル を 示 す 指 示 が 後 に 置 か れ る 場

合 が 少 な い 傾 向 に あ る こ と が 分 か っ た が 、 増 加 指 示 ほ ど 顕 著 に 記 号 と 文 字 に よ る 指 示 の 違 い は 現 れ な

か っ た 。  
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第 2 項  減 少 指 示  

次 に 減 少 指 示 に つ い て 、 教 則 本 が ど の よ う に 説 明 し て い る か 表 ３ に ま と め た 。  

 

表３ 教則本における減少指示の説明②  

著者 ＞  decrescendo diminuendo calando smorzando mancando 

Türk 

1789 

  減退する

(117) 

 死んでいく。音の完

全な消滅、死滅を指

示する（117） 

減少する(117） 

Milchmeyer 

1797 

やや短い

diminuendo や

smorzando（51) 

だんだん弱く(52) 音を徐々に弱くして

（53） 

次第に弱く(54) だんだん弱く消

えるように(55) 

Cramer 

1812 

decrescendo の略

(44) 

音量の漸次的減少。 

＞と略される(44) 

時間を緩めながら

段々と音を減少させ

ていく(45) 

音の窒息。鎮火(45) 音量を 

減少させる(45) 

Hummel 

1828 

徐々に減少するよう

に（55） 

これらの言葉は、 

音量の低下を意味する（58） 

これらの言葉は音量の低下を意味する（58）  

減退 減殺 沈静 鎮火 

Herz 

1838 

いくつかの音の強さ

が徐々に増大するこ

とを＜で表

し、その逆の効果を

＞で表す(28) 

[松葉の説明の後に] 強弱の漸増・漸減

がより広範囲に及ぶ場合は、次のイタ

リア語の単語、crescendo、

decrescendo、diminuendo を使用する

とよい（28） 

苦労して進む。 

引きずる（28） 

時間と強度の両方を

減少させる(28） 

 

Czerny 

1839 

crescendo 同様、

diminuendo も閉じ

ていく角＞で

表される(141) 

段々消えていく

(140) 

力の減少

(140) 

主に力や音が徐々に低下することを指すが、

時間や動きの遅れを意味する場合もある

(145) 

 

沈静 鎮火 

 

＞を指 す 用 語  

 ＞に つ い て 、 decrescendo を 意 味 す る だ け で な く 、 ミ ル ヒ マ イ ア ー は smorzando

と diminuendo、ク ラ ― マ ー と チ ェ ル ニ ー は diminuendo と し て 用 い ら れ る 場 合 も 想 定 し て

い る 。従 っ て 、＞は 、decrescendo、diminuendo、smorzando の 少 な く と も 三 つ の い

ず れ か を 指 す 場 合 が あ る と 考 え ら れ る が 、 記 号 を み た だ け で は そ れ が 何 を 指 し て い る か 判

別 す る こ と は 難 し い 。い ず れ の 指 示 の 略 号 と し て＞が 用 い ら れ て い る の か 、作 曲 者

や 地 域 、 時 代 ご と に 考 え る 必 要 が あ り そ う で あ る 。 し か し 、 い ず れ の 用 語 を 想 定 し て い た

と し て も 、＞が 用 い ら れ て い る 場 合 は 音 量 の 漸 次 的 減 少 を 意 味 す る 指 示 と し て 用 い
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ら れ 9、言 葉 の 持 つ 本 来 の 意 味 は 捨 象 さ れ て い る 可 能 性 が 高 い 。も し 、強 弱 の 漸 次 的 減 少 と

と も に 、言 葉 の 持 っ て い る 意 味 合 い を 伝 え た い の で あ れ ば 、＞の 代 わ り に 文 字 に よ

る 指 示 を し た に 違 い な い か ら で あ る 。  

 

decrescendo と diminuendo の 意 味 の 違 い  

ま た 、 decrescendo と diminuendo の 指 示 に つ い て 、 説 明 す る 上 で の 表 現 の 違 い は あ る

が 、 そ の 違 い を 演 奏 に 反 映 さ せ る 具 体 的 な 方 法 を 述 べ た も の は 確 認 で き な か っ た 。  

ベ ー ト ー ヴ ェ ン は ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て 文 字 に よ る 減 少 指 示 と し て 主 に decrescendo

と diminuendo を 用 い て い る が 、 こ の 二 つ の 指 示 を 異 な る も の と し て 使 い 分 け て は い な い

と 考 え ら れ る 。そ れ ぞ れ の 使 用 時 期 を み る と 、作 品 57（ 1804-05）以 降 、decrescendo は 使

わ れ な く な る が 、 そ れ に 代 わ る よ う に し て diminuendo が 漸 次 的 減 少 を 指 示 す る も の と し

て 使 用 さ れ る よ う に な る 。作 品 109（ 1820）と 作 品 110（ 1821-22）に お い て は 両 方 を 用 い

て い る が 、decrescendo は そ れ ぞ れ 一 回 ず つ で あ り 、基 本 的 に は diminuendo を 使 い 続 け て

い る 。従 っ て 、diminuendo は 作 品 57 以 降 、decrescendo の 代 わ り と し て 用 い ら れ て お り 、

ベ ー ト ー ヴ ェ ン は こ れ ら 二 つ の 指 示 を 同 じ も の と し て 用 い た こ と が 窺 え る 10。  

 

ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 に つ い て  

calando、smorzando に つ い て 、こ れ ら の 指 示 は 現 代 の 音 楽 用 語 辞 典 で は 、し ば し ば 音 量

の 減 少 だ け で な く 、 テ ン ポ を 徐 々 に 遅 く す る 意 味 を も っ た 用 語 と し て 説 明 さ れ る 。 し か し

当 時 の 教 則 本 に お い て 、 こ れ ら の 指 示 は 必 ず し も ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 を 持 っ た 指 示 語 と し

て 説 明 さ れ て は い な い 。 ア ゴ ー ギ グ と 関 連 し て 述 べ て い る の は 、 ク ラ ― マ ー （ 1812） の

calando、 エ ル ツ （ 1838） の smorzando、 チ ェ ル ニ ー （ 1839） の calando、  smorzando で

 
9  現 在 smorzando は 音 量 の 漸 次 的 減 少 と と も に 、 速 度 を 次 第 に 遅 く す る 用 語 と し て 用 い ら れ る が 、 18

世 紀 末 で は smorzando は ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 は な く 、 decrescendo と ほ ぼ 同 義 で 用 い ら れ て い た と 考

え ら れ る 。 イ グ ナ ツ ・ プ レ イ エ ル  Ignaz Pleyel（ 1757-1831） と ヤ ン ・ ラ デ ィ ス ラ フ ・ ド ゥ シ ー ク  

Jan Ladislav Dussek （ 1760-1812） 共 著 の 教 則 本 『 ピ ア ノ フ ォ ル テ の た め の メ ソ ッ ド  Méthode pour 

le  pianoforte』（ 1797） に お い て も 、 smorzando は＞と 同 時 に 「 強 い も の か ら 弱 い も の へ の 変 化

を 示 す 」 と 説 明 さ れ て い る （ Pleyel,  Dussek 1797: 66）。 な お 、 こ の 教 則 本 は 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 と

し て 扱 っ て い る 用 語 が 他 の 教 則 本 と 大 き く 異 な る た め 、 表 ２ 、 表 ３ に 組 み 入 れ る こ と は 避 け た 。  

1 0  decrescendo と diminuendo の 両 方 が 使 用 さ れ て い る ピ ア ノ ・ ソ ナ タ は 作 品 31-2、 作 品 31-3、 作 品

109、 作 品 110 で あ る が 、 こ れ ら の 作 品 に お い て decrescendo と diminuendo が 明 確 な 意 図 を も っ て 使

い 分 け が 行 わ れ て い る か ど う か 定 か で は な か っ た 。  
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あ り 、ど れ も 1810 年 以 降 の 教 則 本 に お い て で あ る 。こ の こ と か ら 、calando や smorzando

は 19 世 紀 初 め 頃 よ り 次 第 に ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 を 意 味 に 含 む 語 と し て 定 着 し て い っ た こ

と が 窺 え る 11。  

ベ ー ト ー ヴ ェ ン が こ れ ら 二 つ の 減 少 指 示 に つ い て 、 ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 を 意 図 し て 用 い

た か ど う か 定 か で は な い 。 ベ ー ト ー ヴ ェ ン は 、 こ れ ら の 減 少 指 示 を ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い

て 計 ９ 回 用 い た が 、そ の う ち ７ 回 は 1802 年 以 前 の 作 品 で あ る 。そ し て 1803 年 以 降 、作 品

106（ 1817-18）に お い て smorzando を 用 い る ま で 約 15 年 間 、ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 を 意 味

に 含 む 可 能 性 の あ る 減 少 指 示 を 用 い て い な い 。 つ ま り ベ ー ト ー ヴ ェ ン は こ の 二 つ の 減 少 指

示 の 多 く を 比 較 的 初 期 の 作 品 に 多 く 用 い て お り 、 そ し て そ れ ら の 作 品 は 、 教 則 本 に お い て

calando や smorzando が ア ゴ ー ギ グ と 関 連 し て 説 明 さ れ る よ う に な る 以 前 に 書 か れ た も の

で あ る 。 教 則 本 に お い て こ れ ら の 指 示 が ア ゴ ー ギ グ と 関 連 し て 述 べ ら れ て い な い か ら と い

っ て 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン も 同 様 で あ る と み な す こ と は で き な い が 、 彼 も ア ゴ ー ギ グ に 関 わ る

指 示 と し て 用 い て い な か っ た 可 能 性 は 高 い だ ろ う 。  

ま た 、ベ ー ト ー ヴ ェ ン は 作 品 10-1（ 1795-97）第 3 楽 章 の 105-111 小 節 に お い て 、calando

と「 リ タ ル ダ ン ド  ritardando」を 並 記 し て い る 。仮 に calando に テ ン ポ を 徐 々 に 遅 く す る

意 味 が あ る の で あ れ ば 、 リ タ ル ダ ン ド を 並 記 す る 必 要 は な い だ ろ う 。 さ ら に 、 ベ ー ト ー ヴ

ェ ン は 作 品 31-3（ 1802） や 作 品 57（ 1804-05）、 作 品 90（ 1814） な ど の 作 品 に お い て 、

decrescendo（ あ る い は diminuendo） と リ タ ル ダ ン ド を 並 記 し て い る 。 こ れ は 今 日 に お け

る 「 ペ ル デ ン ド シ  perdendosi」 の よ う な 、 音 量 の 漸 次 的 減 少 と テ ン ポ を 徐 々 に 緩 め る こ

と を 同 時 に 示 す 音 楽 用 語 が 確 立 し て い な か っ た た め 、 decrescendo と リ タ ル ダ ン ド を 並 べ

て 書 い た と は 考 え ら れ な い だ ろ う か 。 calando や smorzando な ど の 減 少 指 示 に テ ン ポ を 遅

く す る 意 味 が 定 着 し て い た の で あ れ ば 、そ の い ず れ か の 指 示 を 用 い た の で は な い だ ろ う か 。 

ベ ー ト ー ヴ ェ ン が calando と smorzando を 使 用 し て い る 際 に ア ゴ ー ギ グ へ の 影 響 を 意 識

し て い た か ど う か 、 本 研 究 で は 最 終 的 な 結 論 を 導 き 出 す に は 至 ら な か っ た が 、 演 奏 す る 上

で 、今 日 の 辞 書 的 な 意 味 を 安 易 に 適 用 す る こ と の 危 険 性 を 示 す 顕 著 な 例 で あ る と 言 え よ う 。 

 

 
1 1  ハ イ ン リ ヒ ・ ク リ ス ト フ ・ コ ッ ホ  Heinrich Christoph Koch（ 1749-1816） の 『 音 楽 辞 典

Musikalisches Lexikon』（ 1802） で も calando、 smorzando は ア ゴ ー ギ グ と 関 連 し て 述 べ ら れ て い な い

（ 282,1399）。 ま た 、 mancando に つ い て 、 smorzando や calando と 同 様 、 音 量 の 減 少 と と も に テ ン ポ

を 徐 々 に 遅 く す る 意 味 と し て 説 明 さ れ る こ と も あ る 。 し か し 本 研 究 で 確 認 し た 教 則 本 で は ア ゴ ー ギ グ

と 関 連 し て 説 明 し た も の は 確 認 で き ず 、 コ ッ ホ も 「 diminuendo」 と 説 明 し て い た （ Koch 1802: 925）。  
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第 ２ 節  増 加 指 示 と 減 少 指 示 の 相 違 点  

 本 節 で は 増 加 指 示 と 減 少 指 示 を 比 較 し 、 そ の 相 違 点 に つ い て 述 べ る 。  

 ベ ー ト ー ヴ ェ ン が ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て 用 い た 漸 次 的 強 弱 変 化 の 増 加 指 示 と 減 少 指 示

を 比 べ る と 、 増 加 指 示 は＜と crescendo の 二 つ で あ る の に 対 し て 、 減 少 指 示 は

＞、decrescendo、diminuendo、calando、smorzando、mancando の 計 六 つ で あ る 。

減 少 変 化 の 方 が 多 様 な 方 法 で 指 示 さ れ て い る と 言 え る 。  

音 楽 用 語 は 通 常 、 日 常 的 に 用 い て い た 単 語 の 意 味 を 音 楽 表 現 と 結 び つ け る こ と で 生 ま れ

る 。 従 っ て 、 decrescendo や smorzando は 音 楽 用 語 と し て の 意 味 は 「 音 量 の 漸 次 的 減 少 」

で あ っ た と し て も 、 本 来 そ れ ら の 単 語 が 持 っ て い た 意 味 に 左 右 さ れ 、 そ の 変 化 の 様 態 は 異

な る も の と あ る だ ろ う 。 つ ま り 増 加 指 示 よ り も 減 少 指 示 が 豊 富 で あ る と い う こ と は 、 ベ ー

ト ー ヴ ェ ン は 音 量 の 増 加 よ り も 減 少 に お い て 、 多 彩 な 変 化 を 求 め た と 考 え ら れ る 。  

 ま た 減 少 指 示 は 、 異 な る 減 少 指 示 同 士 が 組 み 合 わ さ れ て 用 い ら れ る 場 合 が 多 い 。 例 え ば

作 品 13（ 1797-98） 第 1 楽 章 で は 297 小 節 の＞の 後 、 298 小 節 に あ る decrescendo

を 経 て 、「 ピ ア ニ ッ シ モ  pp」と な る 。作 品 31-1（ 1802）第 3 楽 章 で は 57 小 節 の decresendo

と 58-60 小 節 に わ た る calando と が 組 み 合 わ さ れ 、61 小 節 に お い て ピ ア ニ ッ シ モ へ と い た

る 。 こ れ ら は 弱 音 を 目 指 す な か 、 異 な る 減 少 指 示 同 士 が 組 み 合 せ る こ と に よ っ て 、 減 少 の

様 態 を 途 中 で 変 化 さ せ て い る と 言 え る だ ろ う 。 増 加 指 示 同 士 が こ の よ う に 組 み 合 わ さ れ る

こ と は ほ と ん ど な い 。  

作 品 81a（ 1809-10）以 降 、文 字 に よ る 指 示 に 対 し て「 ピ ウ  più（ 一 層 ）」や「 ポ コ  poco

（ 少 し ）」と い っ た 副 詞 が 伴 う こ と が み ら れ る よ う に な り 、増 加 変 化 に お い て も よ り 細 か く

設 計 さ れ る よ う に は な る 12。  

し か し 副 詞 が 用 い ら れ る よ う に な る 1809 年 以 前 か ら 、 減 少 指 示 に お い て は 、 指 示 同 士

を 組 み 合 わ せ る こ と で 変 化 の 細 か い 設 計 を 行 っ て い る 。  

 指 示 の 種 類 が 豊 富 で あ り 、 ま た 増 加 変 化 よ り も 早 い 段 階 か ら 減 少 指 示 同 士 を 組 み 合 わ せ

る こ と で 変 化 の 細 か い 設 計 を 行 う な ど 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン は 音 量 の 減 少 変 化 に お い て よ り 詳

細 な 指 示 を し て い る と 言 え る だ ろ う 。  

 

 

 
1 2  例 え ば  作 品 101 （ 1816） 第 2 楽 章 で は 86 小 節 の セ ン プ レ ・ ピ ア ニ ッ シ モ か ら 、 91-92 小 節 の ポ

コ ・ ク レ ッ シ ェ ン ド の 後 、 93-94 小 節 に か け て ピ ウ ・ ク レ ッ シ ェ ン ド を 経 て フ ォ ル テ と な る 。  
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作 曲 に 用 い た ピ ア ノ と の 関 係  

 減 少 指 示 の 方 が 早 く か ら 細 か い 指 示 を 行 っ て い る 背 景 と し て 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン が 作 曲 に

使 用 し て い た ピ ア ノ と の 関 係 は 考 え ら れ な い だ ろ う か 。calando な ど の 減 少 指 示 が 1802 年

以 前 の 作 品 に お い て 多 く 用 い ら れ 、 1803 年 以 降 約 15 年 間 に わ た っ て 、 そ の 他 の 減 少 指 示

が ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て 使 用 さ れ な く な る こ と は 既 に 述 べ た 通 り で あ る 。 そ し て そ れ ら

の 減 少 指 示 が 比 較 的 多 く 使 用 さ れ て い る 時 期 は ベ ー ト ー ヴ ェ ン が ウ ィ ー ン 式 ピ ア ノ を 用 い

て 作 曲 を 行 っ て い た 時 期 で あ り 、 指 示 が み ら れ な く な る 1803 年 は ベ ー ト ー ヴ ェ ン が イ ギ

リ ス 式 ピ ア ノ で あ る エ ラ ー ル 社 の ピ ア ノ が 贈 ら れ る 時 期 と 重 な る 13。  

ウ ィ ー ン 式 ピ ア ノ と イ ギ リ ス 式 ピ ア ノ は ア ク シ ョ ン な ど の 構 造 の 違 い か ら 、 特 徴 を 比 較

し て 述 べ ら れ る こ と が 多 い 。 フ ン メ ル は ウ ィ ー ン 式 ピ ア ノ に つ い て 「 演 奏 者 は あ ら ゆ る ニ

ュ ア ン ス を 付 け て 演 奏 で き 、 は っ き り と 機 敏 に 音 を 出 す こ と が で き る 」 と 述 べ 、 イ ギ リ ス

式 ピ ア ノ に つ い て は 「 音 の 持 続 性 と 豊 か さ と い う 点 で は も ち ろ ん そ の 良 さ を 認 め な け れ ば

な ら な い 。 [… … ]こ の ア ク シ ョ ン に は 、 ド イ ツ の 楽 器 ほ ど 多 彩 な 音 の ニ ュ ア ン ス が 備 わ っ

て い な い 」と 述 べ て い る（ フ ン メ ル  1998: 79-80）。ま た ウ ィ ー ン 式 ピ ア ノ の 製 造 家 と し て

知 ら れ 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン と も 親 交 の あ っ た ナ ネ ッ テ ・ シ ュ ト ラ イ ヒ ャ ー  Nannette 

Streicher（ 1769-1833） へ 、 ブ ラ イ ト コ プ フ ・ ウ ン ト ・ ヘ ル テ ル 社 が 1804 年 12 月 に 送 っ

た 手 紙 に は 「 当 地 に は あ な た の 楽 器 よ り 強 い 音 が す る 楽 器 を 使 っ て 、 し ば し ば コ ン チ ェ ル

ト や 迫 力 あ る 伴 奏 を す る 愛 好 家 が 大 勢 い ま す 。彼 ら が 好 む の は も っ ぱ ら イ ギ リ ス 製 ピ ア ノ 、

フ ラ ン ス 製 ピ ア ノ 、 シ ャ ン ツ ・ ミ ュ ラ ー の ピ ア ノ 、 そ の 他 ド イ ツ 人 の 親 方 に よ る ピ ア ノ で

す 」（ 筒 井  2020: 80） と あ る 。 そ し て 渡 邊 順 生 （ 1950-） は ウ ィ ー ン 式 ピ ア ノ の 特 徴 と し

て 弱 音 に お け る ニ ュ ア ン ス の 豊 か さ を 挙 げ て い る （ 渡 邊  2000: 557-558,667-668）。  

こ れ ら か ら イ ギ リ ス 式 ピ ア ノ が 豊 か な 音 量 が 特 徴 で あ る の に 対 し て 、 ウ ィ ー ン 式 ピ ア ノ

は 音 量 の 豊 か さ は イ ギ リ ス 式 ピ ア ノ に 劣 る 部 分 が あ る が 、 ニ ュ ア ン ス に 富 ん だ 弱 音 に よ る

演 奏 が 可 能 な こ と が 特 徴 で あ る と 言 え る だ ろ う 。 そ し て こ の よ う な 特 徴 を も っ た ウ ィ ー ン

式 ピ ア ノ を 用 い て 作 曲 し た か ら こ そ 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン は 多 様 な 減 少 の 様 態 を 求 め 、 減 少 指

示 に お い て 豊 富 な 指 示 語 を 用 い 、 あ る い は 指 示 同 士 を 組 み 合 わ せ る な ど し て 、 増 加 変 化 よ

り も 早 く 細 か い 指 示 を 行 う に 至 っ た の だ と 考 え ら れ な い だ ろ う か 。  

現 段 階 で 、 ピ ア ノ と 関 連 さ せ て 考 え る こ と は 仮 説 の 域 を 出 ず 、 こ の 件 に つ い て も 今 後 の

課 題 と し た い 。  

 
1 3  ベ ー ト ー ヴ ェ ン が 用 い て い た ピ ア ノ に つ い て は 大 宮 （ 2009: iv,v） に 詳 し い 。  
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第 ２ 章  漸 次 的 強 弱 変 化 の 意 図  

 

 本 章 で は 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 が ベ ー ト ー ヴ ェ ン の ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て ど の よ う な

役 割 を は た し て い る か 実 例 を 通 し て 検 証 す る 。  

 

第 １ 節  ニ ュ ア ン ス  

 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 は 、 指 示 が 書 か れ て い る 箇 所 の 表 現 の ニ ュ ア ン ス を 示 し て い る 。  

例 え ば 譜 例 １ を み た い 。49 小 節 や 51 小 節 に み ら れ る＜＞は 、二 つ と も Cis

音 の 強 調 を 示 す ア ク セ ン ト 的 な 指 示 で あ る と 言 え る だ ろ う 。  

 

譜例１ 作品 106 変ロ長調  

第３楽章 49-53 小節  

 

 

 

 

 

 ＜＞が 指 示 さ れ た D 音 － Cis 音 － D 音 に お い て 、単 に Cis 音 が 前 後 の D 音

よ り も 大 き い だ け で は 、 ＞ （ ア ク セ ン ト ） な ど の 指 示 に よ る 強 調 と 変 わ ら な い 。 こ の 箇 所

で は 、 音 量 が D 音 か ら Cis 音 に 向 か っ て 増 加 し Cis 音 か ら D 音 に か け て 減 少 す る と い っ

た 山 型 の 強 弱 変 化 の な か で 生 ま れ る 密 接 な 前 後 関 係 に お い て 、 中 心 の Cis 音 が 強 調 さ れ る

こ と が 期 待 さ れ て い る だ ろ う 。従 っ て 、こ の 箇 所 で ベ ー ト ー ヴ ェ ン は＜＞を

用 い る こ と に よ っ て 、＞（ ア ク セ ン ト ）や「 ス フ ォ ル ツ ァ ン ド  sf」と も 異 な る ニ ュ ア ン ス

の 強 調 表 現 を 要 求 し て い る と 考 え ら れ る 。  

次 に 譜 例 2-1 と 譜 例 2-2 を み た い 。 同 じ フ レ ー ズ で あ っ て も 漸 次 的 強 弱 変 化 を 用 い る こ

と で 、 微 妙 な 表 現 の 違 い を 表 わ し て い る 例 で あ る 。  

 

譜例 2-1 作品 90 ホ短調  

第 1 楽章 16-24 小節  
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譜例 2-2 作品 90 ホ短調 

第 1 楽章 234-245 小節  

 

 

 

 

譜 例 2-1 な ら び に 譜 例 2-2 に は 、 四 つ の 似 た フ レ ー ズ が あ る が 、 ど こ ま で 増 加 変 化 を か

け る か 、 ど こ か ら 減 少 変 化 へ と 転 じ る か さ ま ざ ま で あ る 。 ま た 減 少 変 化 に お い て は ① と ③

は＞、② は「 フ ォ ル テ ピ ア ノ  fp」、④ は diminuendo が 用 い ら れ て お り 、指 示 を 使

い 分 け る こ と に よ っ て 、 変 化 の 様 態 の 違 い を 表 現 し て い る と 考 え ら れ る 。  

 譜 例 3-1（ X） と 譜 例 3-2（ Y） も 強 弱 指 示 の 違 い に よ っ て 、 表 現 の ニ ュ ア ン ス が 異 な る

例 で あ る 。 作 品 101 第 2 楽 章 は ダ ・ カ ー ポ の 伴 う A－ B－ A の ３ 部 形 式 で あ る が 、 X は A

部 分 に あ り 、 Y は B 部 分 の 終 わ り 、 つ ま り A 部 分 に 回 帰 す る 直 前 の 場 面 で あ る 。  

 

譜例 3-1 作品 101 イ長調 第 2 楽章（ヘ長調） 35-40 小節 

 

譜例 3-2 作品 101 イ長調 第 2 楽章（ヘ長調） 90-94 小節 

 

  

X と Y は 、ほ ぼ 同 じ 旋 律 が 奏 で ら れ る 。ま た ベ ー ス に 置 か れ た 属 音 で あ る C 音 が ト レ モ

ロ に よ っ て 保 続 さ れ る こ と で 生 ま れ る 緊 張 状 態 の な か 、 crescendo が か け ら れ る こ と も 一

致 す る 。 し か し そ の ク レ ッ シ ェ ン ド の か け 方 に 違 い が あ る 。 X で は 4 小 節 間 の 「 ポ コ ・ ク

レ ッ シ ェ ン ド  Poco cres:」で あ る の に 対 し て 、Y で は ポ コ・ク レ ッ シ ェ ン ド か ら フ レ ー ズ

の 途 中 で 「 ピ ウ ・ ク レ ッ シ ェ ン ド  più cres:」 と な る 。 強 弱 指 示 に 副 詞 を 使 う こ と に よ っ

て 同 様 の フ レ ー ズ で あ っ て も 、 そ の ニ ュ ア ン ス は 異 な る だ ろ う 。  
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そ し て 、 こ の ク レ ッ シ ェ ン ド の か け 方 の 違 い は 、 楽 曲 構 成 の 面 か ら み る と 極 め て 効 果 的

だ と 言 え る 。 X は A 部 分 で あ り 、 リ ピ ー ト 記 号 に よ っ て 繰 り 返 さ れ る た め 、 X を 既 に 二 回

奏 し た 後 に Y は 奏 さ れ る 。従 っ て Ｂ 部 分 の 終 わ り に な っ て ト レ モ ロ が 始 ま る と 、聴 き 手 は

す ぐ に X を 想 起 し 、そ れ が 繰 り 返 さ れ る こ と を 期 待 す る だ ろ う 。そ し て 聴 き 手 の 期 待 通 り

途 中 ま で の 展 開 は 同 じ で あ る 。 し か し 途 中 で ポ コ ・ ク レ ッ シ ェ ン ド か ら ピ ウ ・ ク レ ッ シ ェ

ン ド と な り 、音 量 増 加 は 激 し く な る 。こ こ で 聴 き 手 は 記 憶 に あ る X か ら の 逸 脱 を 感 じ る は

ず で あ る 。 実 際 に 鳴 っ て い る 音 楽 の 緊 張 状 態 も 最 高 潮 に 達 す る の に 加 え 、 そ の 記 憶 と の 差

異 は 音 楽 を 感 受 す る 際 に 刺 激 と な っ て 聴 き 手 の 印 象 に 働 き か け 、 冒 頭 へ の 回 帰 を よ り 効 果

的 な も の と す る だ ろ う 。 漸 次 的 強 弱 変 化 に よ る ニ ュ ア ン ス の 違 い が 主 題 回 帰 と い っ た 楽 曲

の 構 成 と 関 わ っ た も の と し て 興 味 深 い 例 で あ る 。  

本 節 で は 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 が 、 そ の 指 示 が 付 さ れ て い る 箇 所 の ニ ュ ア ン ス に 関 わ る

例 を 見 て き た 。譜 例 １ は＜＞が 示 す ニ ュ ア ン ス の ア ク セ ン ト を 要 求 し 、譜 例

２ と 譜 例 ３ は 同 様 の フ レ ー ズ で あ っ て も 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 の 違 い に よ っ て 、 ニ ュ ア ン

ス の 違 い を 示 し て い る 例 で あ っ た 。  

 

第 ２ 節  フ レ ー ズ の 拡 大  

 漸 次 的 強 弱 変 化 は 始 ま り と 終 わ り を も つ 変 化 で あ る た め 、 漸 次 的 強 弱 変 化 が 生 じ て い る

間 は 複 数 の フ レ ー ズ で あ っ て も そ れ ら を ま と め て 、 一 つ の 流 れ と し て 感 じ さ せ る こ と が 可

能 で あ る 。  

譜 例 ４ は 漸 次 的 強 弱 変 化 の そ う い っ た 効 果 を 利 用 し フ レ ー ズ を 大 き く と っ た 例 と 言 え る 。 

 

譜例４ 作品 28 ニ長調 第 4 章 68-74 小節（一部改訂）  

 

 

 68-74 小 節 に お い て ス ラ ー が 1 小 節 ず つ か か っ て お り 同 音 型 が 繰 り 返 さ れ る 。 68-70 小

節 は ス ラ ー に 則 っ て 、 1 小 節 単 位 で フ レ ー ズ を と る と 思 わ れ る 。 し か し 71 小 節 以 降 は

＜＞が 2 小 節 単 位 で 書 か れ て い る た め 、ア ー テ ィ キ ュ レ ー シ ョ ン の 面 で は 変

化 は な く と も 、 2 小 節 ご と の フ レ ー ズ と し て 感 じ ら れ る よ う に な る だ ろ う 。  
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 譜 例 ５ も 漸 次 的 強 弱 変 化 が フ レ ー ズ を 拡 大 し た 例 と 言 え る 。  

 

譜例５ 作品 28 ニ長調 第３楽章（トリオ）78-94 小節 

 

 

 ８ 小 節 単 位 の 楽 段 構 成 を と っ て い る 。楽 段 X と 楽 段 Y を 見 比 べ る と 、旋 律 は 同 じ だ が 指

示 さ れ て い る 漸 次 的 強 弱 変 化 の 違 い に よ っ て フ レ ー ズ の 取 り 方 の 違 い が 見 え て く る 。  

 楽 段 X に つ い て 、前 楽 節 に は＜＞の 指 示 が あ り 、伴 奏 部 へ の ス ラ ー か ら み

て も 、 前 楽 節 と 後 楽 節 で フ レ ー ズ が 分 か れ て い る と 判 断 し て も 間 違 い で は な い だ ろ う 。  

一 方 、楽 段 Y の 強 弱 指 示 を み る と 、87 小 節 か ら crescendo が か け ら れ 、ス フ ォ ル ツ ァ ン

ド の 指 示 が 書 か れ て い る Fis 音 を 最 強 音 と し 、 そ の 後 は＞を 経 て ピ ア ノ に い た る と

い う 強 弱 変 化 と な っ て い る 。 つ ま り 、 前 楽 節 と 後 楽 節 に ま た が る デ ュ ナ ー ミ ク の 変 化 に よ

っ て 、 両 楽 節 は 有 機 的 に 結 び 付 け ら れ て お り 、 そ の 結 果 、 Ｙ は Ｘ よ り も 楽 段 通 し て 一 つ の

フ レ ー ズ で あ る と い っ た 側 面 が 強 く な っ て い る 。  

Ｙ の 前 楽 節 に か か れ た crescendo は 、 後 楽 節 の 1 音 目 で あ る Fis 音 に 向 け た 音 量 増 加 を

ね ら っ た も の で あ り 、 crescendo に よ る エ ネ ル ギ ー の 高 ま り が 両 楽 節 を 結 び 付 け る 働 き を

し て い た と 言 え る か も し れ な い 。  

譜 例 ６ で も 強 弱 の 増 加 変 化 が フ レ ー ズ を 拡 張 す る エ ネ ル ギ ー と し て 働 い て い る と 考 え ら

れ る 。  
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譜例６ 作品 109 ホ長調 第２楽章 25-43 小節 14 

 

 

ア ン リ ・ ゴ ナ ー ル  Henri Gonnard（ 生 年 不 詳 ） は 、 作 品 109 第 2 楽 章 が 四 小 節 単 位 の

周 期 で 音 楽 が 進 ん で い る と し 、そ の 周 期 か ら 初 め て 離 脱 す る の が 第 2 楽 想 に 入 っ た 2 つ 目

の 楽 段 で あ り 、 6 小 節 で 構 成 さ れ る 37-42 小 節 の 部 分 だ と 指 摘 し て い る 。 こ の こ と を 、 ゴ

ナ ー ル は ピ エ ー ル ・ ブ ー レ ー ズ  Pierre Boulez（ 1925-2016） が 用 い た 「 局 所 的 無 規 律

（ indiscipline local）」15の 語 を 敷 衍 し 、「 全 体 的 規 律 」で あ っ た 四 小 節 枠 を 捨 て さ る こ と で

「 局 所 的 無 規 律 」 が 生 ま れ た の だ と 説 明 し て い る 。 ま た 「 全 体 的 規 律 」 が あ る こ と に よ っ

て 「 局 所 的 無 規 律 」 を 意 味 あ る も の に な る と 述 べ 、 そ し て 「 全 体 的 規 律 」 が 消 失 し 「 局 所

的 無 規 律 」が 生 ま れ た の は「 [楽 想 B16へ と 受 け 継 が れ て き た ]楽 想 A の ヴ ァ イ タ リ テ ィ が 、

こ こ に き て [四 小 節 枠 を 超 え て ]溢 れ 出 た か ら 」18だ と い う（ ゴ ナ ー ル  2015: 78）。ヴ ァ イ タ

リ テ ィ が 溢 れ 出 る さ ま は 、39 小 節 に 書 か れ た「 セ ン プ レ・ピ ウ・ク レ ッ シ ェ ン ド  sempre 

piu cresc [譜 例 マ マ ]」と い っ た 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 に も 端 的 に 表 れ て い る だ ろ う 。ピ ウ・

ク レ ッ シ ェ ン ド に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 急 速 な 増 加 変 化 は 、 四 小 節 枠 は 破 壊 し フ レ ー ズ を

拡 張 す る エ ネ ル ギ ー の 一 つ と な っ て い る 19。  

本 節 で は 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 に よ っ て フ レ ー ズ が 拡 大 さ れ た 例 を み た 。 漸 次 的 強 弱 変

化 が 複 数 の フ レ ー ズ を 一 つ の 流 れ の 内 に ま と め る 働 き を し て い た 。 ま た 増 加 変 化 が 、 前 楽

節 と 後 楽 節 を 結 び 付 け る こ と や 、「 全 体 的 規 律 」か ら 離 脱 さ せ「 局 所 的 無 規 律 」を 生 む エ ネ

ル ギ ー の 一 つ と し て 機 能 し た 例 も み ら れ た 。  

 
1 4  4 小 節 周 期 の 区 切 り を 矢 印 で マ ー ク し た 。  

1 5「 局 所 的 無 規 律 」 に つ い て は ブ ー レ ー ズ （ 1977: 92-106） を 参 照 さ れ た い 。  

1 6  楽 想 Ａ は 第 1 楽 想 を 、 楽 想 Ｂ は 第 2 楽 想 を 指 す 。  

1 8  [ ]内 の 言 葉 は 訳 者 に よ る 補 足 で あ る 。  

1 9  譜 例 ８ に 関 し て は ゴ ナ ー ル （ 2015: 72-79） を 参 照 し た 。  
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第 ３ 節  リ ズ ム  

同 じ 漸 次 的 強 弱 変 化 が 繰 り 返 さ れ る こ と で リ ズ ム が 生 ま れ る 場 合 が あ る 。 デ ュ ナ ー ミ ク

の 一 定 の 型 が 繰 り 返 さ れ る こ と で 生 ま れ る リ ズ ム で あ る こ と か ら 、 本 稿 で は そ の よ う な も

の を 指 し て 「 デ ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム 」 と 呼 び た い 。  

譜 例 7 を み た い 。＜＞と い っ た デ ュ ナ ー ミ ク の 型 が 繰 り 返 さ れ る こ と で デ

ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム が 生 ま れ て い る 。  

 

譜例７ 作品 106 変ロ長調  

第 2 楽章 1-8 小節  

 

 

 

 

 仮 に 指 示 が な か っ た と し て も 、 上 行 － 下 行 の 音 型 で あ る こ と か ら 、 拍 の 頭 を 頂 点 に

＜＞の ニ ュ ア ン ス を 付 け て 演 奏 を す る の が 自 然 だ ろ う 20。 演 奏 習 慣 と 一 致 す

る よ う な 指 示 を あ え て 書 き 込 ん だ ね ら い と し て 、＜＞の 強 弱 変 化 の 強 調 が 考

え ら れ る 。そ の 結 果 、＜＞の 強 弱 変 化 は 明 確 に な り 、そ の 繰 り 返 し に よ る デ

ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム が は っ き り と 感 じ ら れ る よ う に な る だ ろ う 。  

そ し て デ ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム を 明 確 に 示 す こ と は 、 そ の 次 の 展 開 と 合 わ せ て

効 果 的 で あ る 。＜＞が 四 回 繰 り 返 さ れ た 後 、 5 小 節 の crescendo に よ っ て そ

の パ タ ー ン は 崩 さ れ る 21。 同 様 の 音 型 を 繰 り 返 し な が ら も 、 そ れ ま で は＞が 付 さ れ

て い た 箇 所 に い た っ て も な お ク レ ッ シ ェ ン ド は 続 き フ ォ ル テ に 達 す る 。 デ ュ ナ ー ミ ク の パ

タ ー ン ・ リ ズ ム が 崩 れ る こ と で 聴 き 手 の 期 待 は 裏 切 ら れ 、 フ ォ ル テ の 箇 所 は よ り 印 象 に 残

る も の と な る だ ろ う 。  

 

 

 

 
2 0  チ ェ ル ニ ー は 「 す べ て の 上 行 パ ッ セ ー ジ は 通 常 ク レ シ ェ ン ド し 、 ま た 下 降 パ ッ セ ー ジ は デ ィ ミ ヌ エ

ン ド し ま す 」 と 述 べ て い る （ ツ ェ ル ニ ー  2010: 25）。  

2 1  再 現 部 の 118-119 小 節 に は＜＞が あ る た め 、 4-5 小 節 に ま た が る＜＞の

指 示 が な い の は 作 曲 者 の 書 き 忘 れ の 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
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譜 例 ８ で は 90 小 節 に お け る 拍 節 か ら 離 れ た 長 い パ ッ セ ー ジ の 中 、＞が 四 回 繰 り

返 さ れ る こ と で 、 デ ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム が 生 ま れ 、 こ の 箇 所 で 拍 感 覚 を 取 り 戻

し た よ う に 聴 こ え る だ ろ う 22。  

 

譜例８ 作品 31-1 ト長調 第２楽章 88-90 小節 

 

 

 こ の よ う に 拍 節 か ら 離 れ た パ ッ セ ー ジ の な か に リ ズ ム の 要 素 が 挿 入 さ れ る こ と で 、 こ の

パ ッ セ ー ジ を 変 化 に 富 む も の に し て い る 。  

本 節 で は 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 に よ っ て デ ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム が 作 り 出 さ れ

て い る 例 を 二 つ み た 。 前 節 で も 用 い た 「 規 律 」 と 「 無 規 律 」 を 使 っ て 説 明 す る な ら ば 、 譜

例 ７ の 例 は ま さ に 漸 次 的 強 弱 変 化 が デ ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム と い っ た 規 律 を 作 る

こ と に よ っ て 、 そ の パ タ ー ン が 崩 れ る 無 規 律 の 部 分 を 強 調 し て い る と 考 え ら れ る 。 ま た 譜

例 ８ の 場 合 は そ れ と は 逆 に 、 拍 節 の 感 じ 難 い 長 い パ ッ セ ー ジ と い う 無 規 律 の な か に 、 デ ュ

ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム が 規 律 を 作 り 出 す こ と に よ っ て 、 そ の パ ッ セ ー ジ に 立 体 感 を

与 え て い る と 言 え る だ ろ う 。  

 

第 ４ 節  ま と め  

 本 章 で は 漸 次 的 強 弱 変 化 と そ れ を 示 す 指 示 が ベ ー ト ー ヴ ェ ン の ピ ア ノ ・ ソ ナ タ に お い て

ど の よ う な 働 き を し て い る か 概 観 し た 。 漸 次 的 強 弱 変 化 に は 、 指 示 の あ る フ レ ー ズ に お け

る ニ ュ ア ン ス を 示 す 働 き を す る も の 、フ レ ー ズ を 拡 大 す る 働 き を す る も の 、デ ュ ナ ー ミ ク・

パ タ ー ン の リ ズ ム を 作 り 出 す 働 き を す る も の が み ら れ た 。  

漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 は 、 ニ ュ ア ン ス に 関 わ る も の と 、 楽 曲 構 造 に 関 わ る も の に 大 別 で

き る だ ろ う 。  

ニ ュ ア ン ス に 関 わ る も の と は 、 そ の 指 示 が あ る 箇 所 の 表 現 方 法 を 示 す も の で あ る 。 本 稿

 
2 2  も ち ろ ん＞と 一 緒 に 繰 り 返 さ れ る 上 行 音 型 の 繰 り 返 し も 、 拍 感 覚 を 取 り 戻 し た よ う に 感 じ さ

せ る 要 素 の 一 つ で あ る 。  
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で み た 例 で 言 え ば 、ア ク セ ン ト と 捉 え ら れ る＜＞や 、同 様 の フ レ ー ズ で あ っ

て も 強 弱 指 示 に よ っ て 微 妙 な 表 現 の 違 い が 示 さ れ て い た 譜 例 2 が ニ ュ ア ン ス に 関 わ る 漸 次

的 強 弱 変 化 の 指 示 に 該 当 す る だ ろ う 。  

そ し て 楽 曲 構 造 と 関 わ る も の と は 、 局 所 的 な ニ ュ ア ン ス に 留 ま ら ず 、 部 分 と 部 分 と を 関

連 付 け る よ う な 働 き を し て い る も の 、 あ る い は 曲 の 展 開 を 作 り 出 す 一 要 素 と し て の 働 き を

し て い る も の で あ る 。 譜 例 3-2 で は Ｂ 部 分 か ら Ａ 部 分 に 向 け た ピ ウ ・ ク レ ッ シ ェ ン ド で あ

り 、 ま た 強 弱 変 化 の ニ ュ ア ン ス の 違 い が 冒 頭 回 帰 を 印 象 的 な も の と し て い た 。 譜 例 ５ で は

漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 が 二 つ の 楽 段 に お け る 前 楽 節 と 後 楽 節 の 関 係 の 違 い を 作 り 出 し て お

り 、 ま た 譜 例 ６ は 「 全 体 的 規 律 」 の か ら の 離 脱 と い う 曲 の 展 開 に お い て ピ ウ ・ ク レ ッ シ ェ

ン ド が 一 役 担 っ て お り 、 い ず れ も 楽 曲 の 構 造 面 と 関 わ り が 深 い 。 譜 例 ７ で は 、 一 つ だ け で

は 局 所 的 な ニ ュ ア ン ス を 示 す だ け に 留 ま っ た で あ ろ う＜＞が 繰 り 返 さ れ る

こ と に よ っ て 、そ れ ぞ れ の 部 分 は デ ュ ナ ー ミ ク・パ タ ー ン の リ ズ ム と い う 関 係 で 結 ば れ た 。

ま た＜＞の 繰 り 返 し は 、 そ こ か ら の 逸 脱 を 印 象 付 け る 布 石 と も な っ て お り 、

漸 次 的 強 弱 変 化 が 曲 の 展 開 に 関 わ っ て い た 例 と 言 え る だ ろ う 。  

 

お わ り に  

  

本 研 究 を 通 じ 、 漸 次 的 強 弱 変 化 の 指 示 を 考 え る 上 で 以 下 の こ と が 重 要 で あ る と 考 え る 。  

ま ず 、 作 曲 者 が そ の 指 示 を い か な る 意 味 で 用 い た か 確 認 す る こ と で あ る 。 時 代 に よ っ て

指 示 が 意 味 す る 音 楽 表 現 が 微 妙 に 異 な る 場 合 が あ り 、 今 日 の 辞 書 的 な 意 味 を 安 易 に あ て は

め る こ と は 危 険 で あ る こ と は 第 １ 章 で 述 べ た 通 り で あ る 。  

そ し て 作 曲 者 が そ の 指 示 を 通 し て 達 成 し た か っ た 音 楽 表 現 を 考 察 す る こ と で あ る 。 単 に

指 示 に 従 っ て 音 量 を 漸 次 的 に 変 化 さ せ る だ け で は 不 十 分 で あ り 、 そ の 箇 所 に お い て 求 め ら

れ て い る 音 楽 表 現 と 符 合 す る ニ ュ ア ン ス を 持 っ た 強 弱 表 現 を し な け れ ば な ら な い 。 そ し

て 、 そ の 変 化 が 局 所 的 な も の に 留 ま る も の で あ る の か 、 ま た よ り 大 き な 範 囲 に 影 響 を 及 ぼ

し 楽 曲 構 造 と 関 わ る も の で あ る の か 見 極 め る 必 要 も あ る だ ろ う 。  

ま た 指 示 を も と に 演 奏 さ れ た 音 を 聴 き 手 は ど の よ う に 感 受 す る か 考 え る こ と も 大 切 で あ

る 。 特 に 聴 き 手 の 「 期 待 」 に つ い て 考 え る と い い だ ろ う 。 一 曲 を 通 し て 同 じ フ レ ー ズ が 何

度 か 奏 さ れ る 場 合 、 聴 き 手 は 二 度 目 と な る と 、 既 に 記 憶 に あ る フ レ ー ズ を 思 い 浮 か べ 、 そ

れ が 繰 り 返 さ れ る こ と を 期 待 す る 。 ま た デ ュ ナ ー ミ ク ・ パ タ ー ン の リ ズ ム が 作 り 出 さ れ て
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い る 間 も 、 聴 き 手 は そ の パ タ ー ン が 続 く と 期 待 す る だ ろ う 。 期 待 と は 曲 の 展 開 に お け る 見

通 し の よ さ で あ り 、 そ れ は 聴 き 手 の 音 楽 理 解 を 助 け る 。 し か し 、「 わ か り や す さ 」 は 時 と

し て 、 そ の 音 楽 が 単 調 で あ る と 聴 き 手 に 感 じ さ せ る か も し れ な い 。 そ こ で 「 わ か り や す

さ 」 を 保 ち な が ら も 、 強 弱 変 化 に よ っ て 期 待 と は 微 妙 に 異 な る 表 現 が な さ れ た と き 、 あ る

い は 保 た れ て い た パ タ ー ン が 崩 れ た と き 、 聴 き 手 は 驚 き を 覚 え 、 音 楽 は 多 様 な 表 現 を も っ

た も の と し て 感 受 さ れ る だ ろ う 。 そ の よ う な 点 で 、 漸 次 的 強 弱 変 化 と は 、「 わ か り や す

さ 」 と 「 表 現 の 多 様 性 ｣の 共 存 を 可 能 と す る 手 法 の 一 つ と い え る 。  

指 示 の 正 し い 意 味 を 模 索 し 、 そ の 指 示 を 通 し て 作 曲 者 が 達 成 し た か っ た 音 楽 表 現 を 解 釈

し 、 そ の 解 釈 を 音 に し た と き 聴 き 手 は そ れ を ど の よ う に 感 受 す る か 考 察 す る 。 演 奏 者 は 漸

次 的 強 弱 変 化 の 指 示 を 、 こ の よ う な 段 階 を 経 て 読 み 解 く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
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