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序論  

 

バ ロ ッ ク ⾳ 楽 の 時 代 、 す な わ ち 17 世 紀 か ら 18 世 紀 前 半 ま で の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 を

概 観 す る と 、 ヴ ァ ー ツ ラ フ ・ モ ル ツ ィ ン 伯 爵 Václav Morzin (1675-1737)1に 深 く 関 わ っ

た ⾳ 楽 家 、 あ る い は そ の 地 域 の ⼟ 着 的 な ⾳ 楽 家 に よ っ て 作 曲 さ れ て い る 例 が 複 数 ⾒ ら

れ る 。し か し 、そ れ ら の 作 品 に つ い て は 具 体 的 な 研 究 が 進 ん で い な い の が 現 状 で あ る 。

本 論 ⽂ で は 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 周 辺 で 活 動 し て い た 4 ⼈ の 作 曲 家 、 す な わ ち ア ン ト ニ

オ ・ ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ  Antonio Vivaldi (1678-1741)、 ヨ ハ ン ・ フ リ ー ド リ ヒ ・ フ ァ ッ シ ュ

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)、 ア ン ト ニ ー ン ・ ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー  Antonín 

Reichenauer (1694-1730)、 フ ラ ン テ ィ シ ェ ク ・ イ ラ ー ネ ク František Jiránek (1698-1778)

の 作 品 の う ち 、フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 と し て 伝 承 さ れ て い る も の を 対 象 と し て 、こ れ ら の 作

曲 家 と 作 品 の 背 景 に つ い て の 知 ⾒ を 整 理 し た 上 で 、 考 察 対 象 曲 の 両 端 楽 章 を す べ て 楽

曲 分 析 す る こ と に よ り 、そ の 様 式 的 特 徴 を 明 ら か に す る こ と を め ざ す 。フ ァ ゴ ッ ト 協 奏

曲 の 歴 史 を 紐 解 い て い く 上 で 、フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 の 観 点 か ら 、歴 史 的 に 埋 も れ て い た 彼 ら

の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 特 徴 、あ る い は 独 ⾃ 性 を 指 摘 す る こ と に 加 え て 、筆 者 の み な ら ず

あ ら ゆ る フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 に と っ て 重 要 な 演 奏 レ パ ー ト リ ー の 拡 ⼤ に 貢 献 す る こ と が 、

本 論 ⽂ の 研 究 意 義 で あ る と 考 え る 。  

 ボ ヘ ミ ア 地 ⽅ の 器 楽 分 野 に 関 し て は 、 ヴ ァ ー ツ ラ フ ・ カ プ サ Václav Kapsa が 『 モ ル

ツ ィ ン 伯 爵 の ⾳ 楽 家  hudebnici hrabete Morzina』 (Kapsa 2010a)を 発 表 し た こ と に よ り 、

こ れ ま で ⻄ 洋 ⾳ 楽 史 に お い て あ ま り 注 ⽬ さ れ て こ な か っ た モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 家 系 や 宮

廷 楽 団 に つ い て の 情 報 を 得 る こ と が で き る よ う に な っ た 。そ の 中 で カ プ サ は 、現 代 の ⾳

楽 事 典 に 項 ⽬ の な い ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の 作 品 ⽬ 録 を 提 ⽰ し 、18 世 紀 の 初

期 か ら か な り ⻑ い 間 、 多 く の 作 曲 家 が ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 協 奏 曲 の 作 曲 様 式 を ⼿ 本 に し

た よ う に 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 に 仕 え た 作 曲 家 を 含 む ボ ヘ ミ ア の ⾳ 楽 家 た ち の 独 奏 協 奏 曲

も「 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 独 奏 協 奏 曲 の 形 式  Solokonzertform Vivaldis」に あ る 程 度 影 響 さ れ

 
1 ヨ ー ゼ フ ・ ハ イ ド ン Joseph Haydn (1732-1809)が 仕 え た 伯 爵 は 、 ヴ ァ ー ツ ラ フ ・ モ ル ツ
ィ ン の 従 甥 に あ た る カ ー ル ・ ヨ ー ゼ フ ・ フ ラ ン ツ ・ モ ル ツ ィ ン Karl Joseph Franz Morzin 
(1717-1783)で あ り 、 別 ⼈ で あ る (Webster 2001: 175)。 こ れ に 関 し て は も う ⼀ つ の ⾒ 解 が あ
り 、 ハ イ ド ン の ⽣ 涯 に 重 要 な 役 割 を 与 え た の は 、 カ ー ル の ⽗ で あ り 、 ヴ ァ ー ツ ラ フ の 従 弟
に 当 た る フ ェ ル デ ィ ナ ン ト ・ マ ク シ ミ リ ア ン ・ フ ラ ン ツ ・ モ ル ツ ィ ン Ferdinand 
Maxmilián Franz Morzin (1693-1763)で あ っ た と い う 説 も あ る (Landon1988: 34)。 後 掲 の 表 1
と 注 3 を 参 照 。  
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て お り 、こ の ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の モ デ ル は 、バ ロ ッ ク ⾳ 楽 の 歴 史 で 必 要 不 可 ⽋ な 重 要 な 要

素 で あ る と 指 摘 し て い る 。し か し 、そ れ と同時 に 、こ の「 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 独 奏 協 奏 曲

の 形 式 」は 複雑な問題を抱え て い る と も 指 摘 し て い る 。す な わ ち カ プ サ は 、こ の「模範

型  model」が ⾒ ら れ る の は 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ⾃⾝の 作 品 や 彼 に直接師事 し た 者 た ち の 作

品 に お い て で は な く 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ を模倣し た「 ド イ ツ の 作 曲 家 に よ る 独 奏 協 奏 曲 」

に お い て で あ る こ と が 明 ら かだと 指 摘 し 、 そ こ に 、マイケル ・ ト ー ル ボ ッ ト  Michael 

Talbot (1943-)の 「 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ⾃⾝が ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の型か ら逸脱し て い る Vivaldi 

is a deviant vivaldian」 と い う ⾒ 解 を引⽤し て い る (Kapsa 2010a: 146-147)。 カ プ サ の ⾒ 解

に よ る と 、 こ の模範型の基本 的 なコンセプ ト は リ ト ル ネ ロ 形 式 で 作 曲 さ れ て い る こ と

で あ る が 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 、繰り返さ れ る リ ト ル ネ ロ主題に つ い て何も 具 体 的 な⾔及

を残し て お ら ず 、使⽤さ れ る ⾳ 楽 の 素材は 曲 の 中 で ⼤ き く変化す る こ と も あ り 、回帰さ

れ る リ ト ル ネ ロ主題に全く新し い 素材が導⼊さ れ る こ と も珍し く な か っ た 。 こ れ ま で

の 研 究 者 た ち は 、 リ ト ル ネ ロ 形 式 を 楽 曲 分 析 に よ っ て把握す る際に単純化し た ⽅法で

ア プ ロ ーチを し て き た が 、実際に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に倣っ た と さ れ る

作 品 を調べ て み る と 、 そ の 間 に は 明 ら か に 重 要 な違い が あ る と い う 2。  

カ プ サ ⾃⾝は 、ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に つ い て 、フ ァ ゴ ッ ト と い う 楽

器 の技巧的 な 可能性 を⼗分 に 理 解 し て 作 曲 さ れ て お り 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と近い も の が

あ る こ と (Kapsa 2010a: 140)、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 作 品 は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 作 品 に ⾒ ら

れ る 様 式 と密接な 関係を ⽰ し て い る こ と を 指 摘 し て い る (Kapsa 2010a: 156)。 し か し 、

「 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 独 奏 協 奏 曲 の 形 式 」 が 具 体 的 にどの よ う な も の で あ っ た の か に つ

い て 、ま た ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー や イ ラ ー ネ ク等、ボ ヘ ミ ア の 作 曲 家 た ち がどの よ う な 点 で

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と共通し 、どの よ う な違い が あ る の か に つ い て は記述が⼀切な く 、フ ァ

ゴ ッ ト 協 奏 曲 に 関 し て は 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の⼀部

分 の み を 例 と し て紹介す る に とどま っ て い る 。 ま た 彼 ら と同様 に モ ル ツ ィ ン 伯 爵 に 仕

え て い た フ ァ ッ シ ュ の 作 品 は 考 察 の 対 象 と し て い な い 。 し た が っ て 、Kapsa 2010a か ら

は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と そ れ以外の 3 ⼈ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 作 曲 様 式 上 の共通点 や相

違点 を 明瞭に把握す る こ と が で き な い 。  

 
2 他 ⽅ で カ プ サ は 、 ⼀ 般 聴 取 者 向 け の 楽 曲 解 説 に お い て は（Kapsa 2010b）、 ラ イ ヒ ェ ナ
ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と共通し て い る部分 が あ
り 、 特 に イ ラ ー ネ ク と ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 は極め て似て い る と 解説し
て い る 。  
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筆 者 は カ プ サ の 研 究成果に基づき な が ら も 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 周 辺 で書か れ た と推

測で き る フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に お い て 、 具 体 的 な 作 曲 様 式 の相違を 明 ら か に し た い と 考

え 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 に 仕 え た 上記４⼈ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲各 1 曲 、合計４曲 の 作 曲 様

式 に つ い て⽐較考 察 を⾏っ た (保崎 2019)。さ ら に 、保崎 2021 に お い て は 、考 察 対 象 を

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 3 曲 、フ ァ ッ シ ュ 1 曲 、ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー4 曲 、イ ラ ー ネ ク 4 曲 の合計

12 曲 に広げ、そ の第 1 楽 章 に つ い て⽐較考 察 を⾏っ た 。そ の結果、Tutti (第 1 ヴ ァ イ オ

リ ン 、第 2 ヴ ァ イ オ リ ン 、 ヴ ィ オ ラ 、通奏低⾳ )の扱い ⽅ や リ ト ル ネ ロ の回帰の 仕 ⽅ の

点 か ら ⾒ て 、 フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー 、 イ ラ ー ネ ク の 3 ⼈ は 必 ず し も ヴ ィ ヴ ァ

ル デ ィ と同様 の 特 徴 を有す る と は⾔え ず 、 む しろ形 式 上 も Solo に求め る技巧の 点 で も

よ り 複雑化し た第 1 楽 章 を 作 曲 し た こ と が 明 ら か に な り 、 ま た こ の 3 ⼈ の 間 で も 明確

な ⾳ 楽 的 な 特 徴 の違い を ⾒出す こ と が で き た 。 し か し 、第 1 楽 章 の み を 考 察 対 象 と し

て い る こ と 、 さ ら に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に は 39 曲 も の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 が あ る こ と か ら 、

こ れ ま で の 筆 者 の⽐較考 察 の 対 象 が狭い範囲に限定さ れ て い た こ と は否め な い 。 そ こ

で 本 論 ⽂ で は 、 現存す る こ れ ら 4 ⼈ の全フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の リ ト ル ネ ロ 形 式 楽 章 を 対

象 と し て 考 察 を⾏い 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 に 仕 え た 4 ⼈ の 作 曲 様 式 の違い と共通性 に つ い

て 楽 曲 分 析 を通し て 紐 解 い て い く こ と を め ざ す 。す な わ ち 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 39 曲 の

フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 を モ デ ル と し た場合、他の 3 ⼈ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 はどの よ う に書

か れ て い る か を 明 ら か に し 、 フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 の 観 点 か ら こ の 4 ⼈ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲

の 作 曲 様 式 を⽐較検討す る 。  

本 研 究 で は 、モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団 に つ い て の 情 報 を Kapsa 2010a か ら 得 て い る 。し か

し 、 モ ル ツ ィ ン 家 や同宮 廷 楽 団 に つ い て は⼀般に よ く 知 ら れ て い な い こ と に 加 え て 、

Kapsa 2010a がチェコ語で出版さ れ て い て内容把握が難し い こ と か ら 、第 1 章 で は主に

Kapsa 2010a を 要約す る 形 で モ ル ツ ィ ン 家 の 歴 史 と そ の 宮 廷 楽 団 の 概 要 と 特 徴 に つ い て

考 察 す る 。次に第 2 章 に お い て 、 考 察 対 象 と す る 4 ⼈ の 作 曲 家 の経歴 と フ ァ ゴ ッ ト 協

奏 曲 作 品 、 お よびそ の相互関係に つ い て の 知 ⾒ を ま と め る 。  

続く第 3 章〜第 6 章 に お い て は 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 、フ ァ ッ シ ュ 、ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー 、

イ ラ ー ネ ク の 作 品 に つ い て 楽 曲 分 析 に基づい た 考 察 を⾏い 、第 7 章 に お い て そ の結果

を⽐較考 察 す る 。  
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第1章  モルツィン伯爵と宮廷楽団  

 

1 – 1 ヴァーツラフ・モルツィン伯爵  (Kapsa 2010a: 45-61) 

 モ ル ツ ィ ン 家 は も と も と イタリ ア北東部の フ リ ウ リ 地 ⽅出⾝の貴族で あ り 、17 世 紀

前 半 に起き た三⼗年戦争の最中 に ボ ヘ ミ ア の ⼟ 地 に定着 し た 。ま ず 初 め に カ ミ ル・ル ド

ル フ・モ ル ツ ィ ン  Kamil Rudolf Morzin (-1646)が 1631 年か らポー ラ ン ド軍に 仕 え 、1632

年に 彼 と弟の パ ヴ ェ ル・モ ル ツ ィ ン  Pavel Morzin (1613/1615-1688)が 、領地 を ⼿ に⼊れ

た 。1634 年に は神聖ロ ーマ帝国の皇帝フ ェ ル デ ィ ナ ン ト 2 世 Ferdinand II (1578-1637)

に 仕 え て い た ア ルブレ ヒ ト・フォン・ヴ ァ レ ン シ ュタイ ン将軍 Albrecht von Wallenstein 

(1583-1634) が暗殺さ れ た と き に 、カ ミ ル が将校と し て皇帝への忠誠を ⽰ し た 。こ の功

績に 対 し て 、 モ ル ツ ィ ン 家 は ヴ ル フ ラビに あ る ヴ ァ レ ン シ ュタイ ン の領地 を 得 た 。 ま

た 、1638 年以降カ ミ ル は 、 ⼤佐か らザクセン軍の陸軍元帥の階級に ま で 上 り つ め 、軍

事キャリ ア に お い て ⼤ き く成功し た 。し か し 彼 に は⼦供が な く 1646 年に亡く な っ た た

め 、そ の領地 は弟の パ ヴ ェ ル に引き継が れ た 。パ ヴ ェ ル は軍事キャリ ア の 点 で は兄を凌

駕す る こ と が で き な か っ た が 、資産を ⼤幅に 拡 ⼤ し 、東ボ ヘ ミ ア 、⻄ ボ ヘ ミ ア と モ ラビ

ア の ⼟ 地 を 得 た 。こ の よ う に モ ル ツ ィ ン の 家 系 は軍事キャリ ア に おける成功を 発 端 に 、

そ の後 18 世 紀 に な る ま で ボ ヘ ミ ア の各地 と モ ラビア に お い て 不 動産事業で財産を 拡 ⼤

し て い っ た 。 し か し そ の後、次第に負債が増⼤ し財政破綻に陥る こ と と な る 。  

ヴ ァ ー ツ ラ フ・モ ル ツ ィ ン の⽣涯に つ い て は 、資料がほと んど保存さ れ て い な い 。ヴ

ァ ー ツ ラ フ は 、 パ ヴ ェ ル の息⼦ヤン ・ ル ド ル フ ・ モ ル ツ ィ ン  Jan Rudolf Morzin (1642-

1702)3の 4 番⽬ の⼦と し て 1675 年に プ ラ ハ で⽣ま れ 、次男で あ っ た 。法律を学んだ彼

は ハ プスブルグ家第 10 代神聖ロ ーマ皇帝レ オポル ト 1 世 Leopold I. (1640-1705)の も と

で法廷 で の 仕 事 に つ い た が 、そ の奉仕 の 期 間 は 不 明 で あ る 。後に ハ ンガリ ー で軍の少将

と し て務め た こ と が わ か っ て い る が 、 そ の詳細的 な 情 報 は残っ て い な い 。1697 年に ハ

ンガリ ー の貴族出⾝で あ るマリ ア・カ テ リ ー ナ Marie Kateřina (1679-1750)と結婚し た こ

と に よ り 、出世 のチャンスを 得 た と⾔わ れ て い る 。2 ⼈ は 、⼀時 的 に ウ ィ ー ン に滞在し

て い た 時 期 を除い て 、基本 的 に は ヴ ラチスラ ヴ ァ を拠点 に し て い た 。実際、1698-1703

 
3 彼 も 中 央 ボ ヘ ミ ア で 財 産 を 拡 ⼤ し 続 け 、 ボ ヘ ミ ア ⻄ 部 の ド ル ニ ・ ル カ ヴ ィ ツ ェ と そ の 他
の ⼟ 地 を 弟 の フ ェ ル デ ィ ナ ン ト ・ マ テ ィ ア ー シ ュ ・ モ ル ツ ィ ン  Ferdinand Matyáš 
Morzin  (1646-1725)に 売 却 し た 。 フ ェ ル デ ィ ナ ン ト ・ マ テ ィ ア ー シ ュ の 息 ⼦ ま た は 孫 が 、
ハ イ ド ン と 接 触 を し た モ ル ツ ィ ン 伯 爵 で あ る （ 表 １ の 家 系 図 を 参 照 ）。  
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年の 間 に 6 ⼈ の⼦供が⽣ま れ た が 、 ウ ィ ー ン で 例外的 に⽣ま れ た 1 ⼈ を除い て は 、皆

ヴ ラチスラ ヴ ァ で⽣ま れ て い る 。（表 1 に 家 系図を ⽰ す）  

 

 

表１  カ プ サ 2010a か ら わ か る モ ル ツ ィ ン 家 の 家 系図  
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ヴ ァ ー ツ ラ フ の ⼈⽣の ⼤ き な転機と な っ た出来事 は 、1706 年 4 ⽉に 2 歳上 の兄で あ

るマク シ ミ リ ア ン ・ モ ル ツ ィ ン  Maxmilián Morzin (1673-1706)が急死し た こ と で あ る 。

マク シ ミ リ ア ン に は⼦供が い な か っ た た め 、ヴ ァ ー ツ ラ フ  (以下モ ル ツ ィ ン 伯 爵 と称す

る ) が そ の跡継ぎと な っ た 。 そ れ に よ っ て 彼 は プ ラ ハ に移り 、資産経営を引き継い で 、

軍務か ら ⼤規模な 不 動産所有者へと ⽅向転換し た 。祖先か ら部分 的 に受け継い た借⾦

が耐え難い ⼤ き さへと増⼤ し 、1737 年に 彼 が亡く な っ た後は息⼦の カ レ ル ・ ヨセフ ・

モ ル ツ ィ ン  Karel Josef Morzin (1700-1741)が 不 動産を相続し た 。⽗親の巨額の借⾦の実

際の⾦額を 知 っ た カ レ ル は 1741 年に亡く な っ て い る 。1748 年に モ ル ツ ィ ン 家 は破産

し 、カ レ ル の息⼦で あ る フ ラ ン テ ィ シ ェ ク・ザヴ ェ ル・モ ル ツ ィ ン František Xaver Morzin 

(1735-1791)は 、亡く な る ま で財産を引き継が な か っ た 。そ の後、親戚の何⼈ か が管理 の

代 理 を⾏う こ と も あ っ た が 、結局の と ころモ ル ツ ィ ン 家 に残っ た ⼟ 地 は ヴ ル フ ラビの

⼟ 地だけと な り 、 つ い に モ ル ツ ィ ン 家 は 1881 年に完全に途絶え て し ま っ た 。  

彼 ら の領地 で あ っ た場所に は 、モ ル ツ ィ ン 家 に よ っ て城、教会や修道院などが建設さ

れ た 。モ ル ツ ィ ン と教会の 関係は 、彼 を取り巻く ⾳ 楽 状況の 観 点 か ら も⾮常に 重 要 で あ

っ た 。宗教に 対 す る⽀援は当時 の貴族界で は 特別な こ と で は な く 、⽀出の 重 要 な部分 を

占め て い た 。 ま た 、 ヴ ァ ー ツ ラ フ ・ モ ル ツ ィ ン は息⼦の教育に も⼒を 注ぎ、1718 年に

2 ⼈ の息⼦の教育と軍事 的 な ⽬ 的 の た め イタリ アへ⾏っ た 。こ の遠征の ⽬ 的 地 は ロ ーマ

で あ っ た が 、どこ に⽴ち寄っ た の か は 不 明 で あ る 。ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ が モ ル ツ ィ ン 伯 爵 に

献呈し た ヴ ァ イ オ リ ン 協 奏 曲集『和声と創意への試み 』Op. 8 の各パ ー ト のタイ ト ルペ

ージに は 、当時 の 彼 が統治し て い た ⼟ 地 の 地名で あ る ヴ ル フ ラビ Hohenelbe、ロムニ ツ

Lomniz、チスターTschista、クジネ ツ Krzinetz, ク ニ ツ ェ Kaunitz、ド ウベク Doubek、ソ

ヴォルスキ Sovoluska が記さ れ て い る 4。  

現 代 の 地図で こ れ ら の位置を確認す る と 、当時 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 が プ ラ ハ の東側に広

が る領⼟ の⽀配者 で あ っ た こ と が わ か る  (図 1 参照 )。 ま た 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 が プ ラ ハ

に移る 前 に住ん で い たブラチスラ ヴ ァ が ウ ィ ー ン と⾮常に近い こ と 、 さ ら に 、 ハ イ ド

 
4 原 ⽂ Il Sigonr Venceslao Conte di Marzin, Signore Ereditario / di Hohenelbe, Lomniz, 
Tschista, Krzinetz, Kaunitz, Doubek, et Sowoluska, Cameriere Attuale, e Consigliere di 
S.M.C.C. (Vivaldi 1725) 
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ン を雇⽤し た も う⼀つ の モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の領地 ル カ ヴ ィ ツ ェ と の位置関係を確認す る

こ と が で き る 。  

 

 

図 1  モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の領⼟  

(https://www.google.co.jp/maps/place/Tschechien) 

 
 

 

・ (ヴルフラビ )  
・ (チスタ )  

・ ( ク ジ ネ

ツ )  

・ (クニツェ )  

・ (ドウベク )  
・ (ソヴォルスキ )  

・ (ドルニ・ルカヴィツェ )  

・ (ロムニツェ )  
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1 – 2 モルツィン宮廷楽団（Kapsa 2010a: 63-102）  

 1720 年代 に モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 本拠地 が プ ラ ハ の 宮 廷 で あ っ た こ と は 、 プ ラ ハ の⼩地

区  (マラ ー・スト ラ ナ ) の登記簿か ら判明 し て い る 。し か し 、モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団 の創

設年⽉⽇に 関 し て は 不 明 で あ り 、創設に⾄る経緯も 明 ら か で は な い 。ま た 、モ ル ツ ィ ン

伯 爵 がどの よ う に 楽 団 を維持・運営し た か も 明 ら か に な っ て お ら ず 、モルツィン伯爵自

身が音楽を演奏していたかどうかも明らかになっていない。し か し 、モ ル ツ ィ ン 伯 爵 は

美術や建築の 分 野 で ⾃⾝の建設投資の た め に優秀な芸術家 を選び、同様 に ⾳ 楽 の 分 野

で も⼩規模な が ら も優秀な 宮 廷 楽 団 を持っ て い た 。  

カ プ サ の 研 究 で は 、そ の ⾳ 楽 家達の個⼈ 的 な 情 報 、す な わ ち 、特定の ⾳ 楽 家 の 伝記、

役職、在職年、給料などが 、当時 の ド ラ バチュ の芸術家百科事 典 5、雇⽤名簿や 、⼾籍

簿、請求書、プ ラ ハ の教会⽂書、会計簿や給料リスト などの 複 数 の資料を も と に 明 ら か

に さ れ て い る 。そ れ ら は散在し て お り 、保存状態が悪く 、そ の 上同名の ⼈物が こ の 地 域

に 多 く い た た め に 、情 報 を完全に 整 理 す る こ と は難し い 。し か し な が ら 、楽 団 の 発展を

⼤ ま か に三つ の段階に 、つ ま り 1720 年代以前 、1720 年代 と 1730 年代 と 10 年ごと の変

わ り目を境に区別することは可能である。楽団の発展は 1714 年以前から集中的に始ま

ったとされているが、1720 年代初頭にヴィヴァルディと接触し、優秀な人材を集めた

ことによって最高潮に達した。モルツィン伯爵の宮廷楽団の 30 名以上が 1720 年代に

雇われた優秀な音楽家たちであり、ヴィヴァルディはこの楽団を「名手のオーケストラ  

Virtuosissima Orchestra」と評価していた  (Vivaldi 1725: 3)。1728 年のプラハ郵便新聞で

も、モルツィン伯爵の音楽家が名手であると報告されている。この時期の詳細な情報を

示す資料として、宮廷楽団の会計簿がある。しかし、1730 年以降になると決定的な資

料がなくなり、さらに楽団員の世代交代も起こるため不明点が多くなる。  

Kapsa 2010a には、伝承されている記録をもとに、モルツィン伯爵の宮廷楽団に在籍

していた作曲家と演奏家の名前、在籍期間とその出典がまとめられている (表 2 参照 ) 。

この年代範囲は、モルツィン伯爵の郵送物に記録された音楽家と伯爵との接触、または

宮廷での彼らの様子が記載されていた期間であって、そのほとんどが実際に宮廷楽団

に所属した時期よりも長くなっている。  

 
5 ボ フ ミ ー ル ・ ヤ ン ・ ド ラ バ チ ュ  Bohumír Jan Dlabač (1758 - 1820)の 代 表 作 『 芸 術 家 百 科
事 典 』 は 中 世 か ら 19 世 紀 初 頭 ま で の ボ ヘ ミ ア 地 ⽅ の ⾳ 楽 、 美 術 、 建 築 の 各 分 野 に お け る
⽂ 化 ⽣ 活 を 知 る 上 で 、 現 在 で も 貴 重 な 資 料 と な っ て い る  (Dlabač 1815)。  
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表 2 ヴァーツラフ・モルツィンの音楽家の年代順による概要  

(Kapsa 2010a: 64-65)6  

 

宮廷楽団の作曲家 7 

アントニオ・ヴィヴァルディ - イタリアの音楽のマエストロ  1719-1728 

フランティシェク・フォレストマイヤ  - おそらく宮廷楽長  (1705),1718-1720 

メルヒオル・フラヴァ  - 音楽監督  1720-1729 

ヨハン・フリードリヒ・ファッシュ  - 作曲家  1721-1726 

アントニーン・ライヒェナウアー   - 作曲家  1723-1729 

クリスティアン・ゴットリープ・ポステル  - 作曲家  1724-1730 

ヨセフ・アントニーン・シュリンク  - 作曲家  1737  

 

音楽家  

ルドルフ・イジャベク  1704-1707 

フランティシェク・フリートリヒ  - ファゴット奏者  1708?1714-1735 

ヴァルトホルン奏者フランツ（マイルホーファ？）  1714-1729 

ペーター・パウル・バプラー   1714-1718 

低音奏者カール  – 執事  1715-1728 

マクシミリアン  / 音楽家マックス  / オーボエ奏者  1715-1720 

ヴァルトホルン奏者クリストフ  1718 

音楽家ゴットフリート  1718 

アントニーン・フィアラ  - ホルン奏者、執事  1718-1728  

アントニーン・クラウス  - ホルン奏者、執事  1718-1724 

フランティシェク・イラーネク  – 小姓、ヴァイオリン奏

者、作曲家？  

1718-1734  

 

トビアシュ・アルロトフ  - ファゴット奏者、執事  1719-1725 

 
6 表 2 で は ⼈ 名 を 全 て ⽇ 本 語 で 表 記 し た 。 カ プ サ に よ る 原 語 表 記 は 表 4 を 参 考 せ よ  
7 括 弧 は 、 フ ァ ー ス ト ネ ームのみ記され て い た ⼈物の 名前を 現存する 資 料 か ら推測し た 名
前で あ る 。  
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アントニーン・クグラー  1719-1728 

アントニーン・メーザー  - ファゴット奏者  1719-1732(1736) 

ヤン・ペリカン  - ヴァイオリン奏者  1719-1730 

アントニーン・ヴェゲル  - オーボエ奏者？  1720 

シュッセル  1720-1722 

エリアシュ・ティジュ  (ca 1700-1721) 1720-1721 

パヴェル・ヴァンチュラ  (オーボエ奏者ポール )、執事  1721-1731(1736) 

ヴァヴジネツ・セイシュ  – ヴァイオリン奏者  1723-29(1736) 

（ヨセフ・アントニーン）コマーレク  – チェロ奏者  1723-1725 

フランティシェク・カレル・マイルホーファー  1725-1733  

ヤン・カシュパ・ポッツ  – チェロ奏者  1728-1733 

コンスタンティン・アントニーン・タウブナー   作曲家、フ

ルート奏者  

 

アウグスト・ヴェルナー– チェロ奏者   

ベルナルドン  – クラリーノ奏者兼ホルン奏者   

 

 

 興味深いことに、モルツィン伯爵の宮廷音楽家のリストには、演奏や作曲を専門とす

る音楽家以外に小姓 páže や給仕 lokaj が見られ、その在籍期間は 1710 年代から始まっ

ている者が多い。カプサは、モルツィンの宮廷楽団が 1720 年の少し前から「独立した」

もしくは「プロフェッショナル」な形になっていったと推測している。  

1720 代のモルツィン伯爵の宮廷楽団に関する資料は他の時期と比べて多く、この時

期のみ、宮廷楽団の構成と流れを比較的完全な形で追うことができる。楽団員と他のモ

ルツィン伯爵に従事した者の中に歌手が い な い こ と か ら 、 彼 の 楽 団 は純粋に 楽 器 の ア

ン サ ンブルだっ た よ う で あ る 。1724 年の 楽 団 の構成は 、 伯 爵 か ら直接⽀払わ れ た ⾳ 楽

家 の会計帳簿の記録 と 地元の ⾳ 楽 家 を 含 む モ ル ツ ィ ン 伯 の給与帳に基づい て再構築す

る こ と がほぼ可能で あ る (表 3 参照 )。表 3 に ⽰ す通り 、当時 の 楽 団 に は 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ

ィ と フ ァ ッ シ ュ と い う 2 ⼈ の「外部者 」、お よび後に お そ ら く ⾳ 楽 研修の た め に ヴ ェ ネ

ツ ィ ア に派遣さ れ た ヴ ァ イ オ リ ニスト の フ ラ ン テ ィ シ ェ ク・イ ラ ー ネ ク に 加 え て 19 ⼈

の 楽 団員が い た  (表 3 参照 )。    
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 表 3  1724 年モ ル ツ ィ ン 伯 ⾳ 楽 団 の構成  (Kapsa 2010a: 83)8 

楽 器  ⾳ 楽 家  

ヴ ァ イ オ リ ン  メリ ヒ オ ー ル ・ フ ラ ヴ ァ（宮 廷 楽 ⻑）  

ヤン ・ペリ カ ン  

ヴ ァ ヴジネ ツ ・セイ シ ュ  

ク リスチャン ・ ゴ ッ ト リ ー プ ・ポステ ル  

チェ ロ ヴ ァ イ オ リ ン  （ヨセフ ・ ア ン ト ニ ー ン？）コマー レ ッ ク  

ヴ ィ オ ロ ン  低⾳ 奏 者 カ ー ル（お そ ら く執事 の カ レ ル・モ テ イ ル） 

オ ー ボエ  パ ヴ ェ ル・ヴ ァ ンチュ ラ（執事 、1728 年か ら会計簿

で オ ー ボエ奏 者 パ ウ ル と記載さ れ て い る）  

フ ァ ゴ ッ ト  ア ン ト ニ ー ン ・メーザー  

フ ラ ンチシ ェ ク ・フリートリヒ  

トビア ー シ ュ ・ ア ル ロス（執事）  

ホル ン  「新」ヴ ァ ル ドホル ン 奏 者 フ ラ ン ツ（＝フ ラ ンチシ

ェ ク ・ カ レ ル ・マイ ルホッ フ ェ？）  

ア ン ト ニ ー ン ・ フ ィ ア ラ（執事）  

ア ン ト ニ ー ン ・ ク ラ ウス（執事）  

鍵盤楽 器  ア ン ト ニ ー ン ・ ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー  

楽 器 不 明  

（ヴ ィ オ ラ 、 オ ー ボエ？）  

ア ン ト ニ ー ン ・ クグレ ル  

作 曲 家  ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー 、ポステ ル 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 、フ

ァ ッ シ ュ  

ヴ ェ ネ ツ ィ ア の ヴ ァ イ オ リ

ン 奏 者  

フ ラ ン テ ィ シ ェ ク ・ イ ラ ー ネ ク  

 

 

 

 
8 表 3 で は 全 て ⽇ 本 語 で 表 記 し た 。 カ プ サ に よ る 原 語 表 記 は 表 4 を 参 考 せ よ  
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モ ル ツ ィ ン 伯 の 楽 団 に は お そ ら く ト ラ ンペッ ト 奏 者 は い な か っ た と思わ れ る が 、 対

照的 に 、少な く と も 2〜3 ⼈ のホル ン 奏 者 の痕跡を ⾒ つける こ と が で き る 。３⼈ のホル

ン 奏 者 は 、⼀⾒ 、過剰な 数 の よ う に思わ れ る が 、こ れ は当時決し て 特別な こ と で は な か

っ た 。そ れどころか 、他の ボ ヘ ミ ア貴族の 宮 廷 で は 、ホル ン 奏 者 の 数 が も っ と 多 い 楽 団

も ⾒ ら れ る 。ボ ヘ ミ ア で はホル ン の ⼈気が⾼く 、こ の 楽 器 の優秀な 奏 者 が 多 い こ と で有

名で あ っ た 。そ れ と並ん で 、⼩規模な 楽 団 に も か か わ ら ず フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 が執事 を 含 め

3 ⼈ も い た こ と は 注 ⽬ す べ き 点 で あ る 。 ま た 、 伯 爵 が 1720 年に執事 の パ ヴ ェ ル ・ ヴ ァ

ンチュ ラ に オ ー ボエを学ばせる た め に ド レスデ ン に留学させて い た こ と も 重 要 な 点 で

あ る 。  

カ プ サ の 研 究 で は 、モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団 の ⾳ 楽達の給料が 特定の年代 、す な わ

ち 1724 年か ら 1726 年と 1728 年の み ま と め ら れ て い る 。給料の額か ら 楽 団員の構成と

序列を 知 る こ と が で き る  (表 4 参照 )。  

 

 

表 4 モルツィン伯爵の宮廷楽団員に支払われた給料のリスト  (Kapsa 2010a: 89) 

名前  (役職 ) 1724 1725 1726 1728 

Melchior Hlava (kapelínk, housle)  400 400 400 400 

Antonín Möser (fagot)  300 300 300 300 

Jan Pelikán (housle) 300 300 300 300 

Josef Antonín? Komárek (violoncello) 250 250   

Vavřinec Seyche (housle) 200 200 200 200 

Franz Waldhornist (= F.M. Mayrhoffer)  [160] 160 190 200 

Antonín Reichenauer (skladatel) Besoldung 130 117 110 130 

Composition 50 138 73 130 

František Jiránek (housle)    [120] 120 

Christian  

Gottlieb Postel 

Besoldung 100 100 100 celkem 

140 Composition 40 19 36 

Carl Bassist (= Karl Motejl) (violin)  ca56 125 125 125 

František Fridrich (fagot)  100 100 100 100 
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(通貨の単位は お そ ら くグル デ ン ) 

 

 モ ル ツ ィ ン 伯 の ⾳ 楽 家 の何⼈ か に は ボ ヘ ミ ア の平均に⽐べ る と 、⾮常に良い 報酬が

⽀払わ れ た 。 表 4 で 特 に 注 ⽬ に値す る の が 、 ア ン ト ニ ー ン ・メーザー  Antonín Möser 

(1693-1742)で あ る 。  

 

 

1 – 3 ファゴット奏者アントニーン・メーザー  (Kapsa 2010a:105-110) 

ファゴット奏者メーザーが、宮廷楽団の中で常に 2 番目に高級取りだったというこ

とは、彼がファゴットの名手としてモルツィン伯爵に気に入られていたことを示す十

分な証拠である。一般的に楽器奏者は、音楽家の序列の中ではあまり上位ではなく、良

い立ち位置を得るには、複数の楽器を演奏できる能力、声楽、一般的な低音奏法の知識、

コンサートマスターの仕事や作曲など、多様性が大きく求められた。有名で優秀な音楽

家でない限り、楽器奏者で出世する場合には、珍しい楽器の専門家として活躍する場合

が多い。おそらくメーザーは、モルツィン伯爵の宮廷楽団でそういった存在だったと推

測される。  

彼の生涯について判明している伝記情報は少なく、ジャンドフという町で生まれ、

1693 月 2 月 22 日に地元の教会で洗礼を受けた。1719 年から 1732 年の期間、モルツィ

ン伯爵に仕えた記録がある。ある貴族の伯爵夫人の使用人にファゴットを教えた記録

が残っており、彼がモルツィン伯爵の宮廷の外でも活躍していたことがわかる。1734

年に聖ヴィト教会の楽団で新規採用するファゴット奏者の地位に応募し、ファゴット

が珍しく、難しく多くの労力が必要で、音楽には欠かせない楽器であるとの理由から通

常より高い給料を要求した。1739 年頃、メーザー はザクセン選帝侯兼ポー ラ ン ド王ド

レスデ ン 宮 廷 楽 団 の フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 と し て受け⼊れ ら れ る こ と に な る 。 彼 が ド レスデ

Antonín Kugler  100 100 100 100 

Jan Kašpar Potz (violoncello)     80 

Paul Hauboist (= Pavel Vancura), lokaj 25 ? ? 50 

Tobiáš Arloth (fagot), lokaj  25 ? ? ? 

Antonín Kraus (lesní roh), lokaj  25    

Antonín Fiala (lesní roh), lokaj  25 ? ? ? 
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ン の 宮 廷 楽 団 の 楽員だっ た と い う 事実は 、 彼 の優れ た 演 奏能⼒を裏付けて い る 。 し か

し 、ド レスデ ン で の 彼 の⽣活 に つ い て は 明 ら か に な っ て い な い 。1742 年 2 ⽉ 25 ⽇に ド

レスデ ン で亡く な り 、2 ⽇後に墓地 に 埋葬さ れ た 。  

 

 

1 – 4 当時のファゴットについて  
 フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 で あ り 、膨⼤ な フ ァ ゴ ッ ト のコレ ク ション を遺し た ウ ィ リ アム・ウォ

ーター ハ ウス  William Waterhouse (1931-2007)に よ れば 17 世 紀後半 は 、 ドゥル シ ア ン 9

と新し い接続部分 が増え たジョイ ン ト 式 の 楽 器 、い わ ゆ る バ ロ ッ ク・フ ァ ゴ ッ ト が共存

し て い た過渡期 で あ り 、こ の 時 代 の 作 品 で は 、どち ら の 楽 器 を 意図し て い た の か わ か ら

な い こ と が 多 い 。し か し 、ジョイ ン ト 式 の フ ァ ゴ ッ ト の登場に よ り 、⾳ 域 と 表 現⼒が増

し た こ と で 作 曲 家達は新た な刺激を受け、 作 品 に フ ァ ゴ ッ ト が 意図的 に⽤い ら れ る こ

と と な っ た 。当時 の ハ ンブル ク で は 5 曲ほどそ の最た る 作 品 例 を確認す る 事 が で き る 。

ラ イ ン ハ ル ト ・ カ イザー  Reinhard Keiser (1674-1739) が 1705 年に 作 曲 し た歌劇『気⾼

き オ ク タ ヴ ィ ア 』 で は 、 5 本 の フ ァ ゴ ッ ト に よ る伴奏 の ア リ ア が 含 ま れ て い る

(Waterhouse 2001: 889)。 ま た 、 フ ラ ンスのジャン ・ バ テ ィスト ・ リ ュ リ Jean-Baptiste 

Lully(1632-1687)の オペラ や バ レエ⾳ 楽 で は 2 本 の オ ー ボエと フ ァ ゴ ッ ト が ト リ オ部分

の伴奏 を担う 例 が ⾒ ら れ はじめ 、低⾳弦楽 器 と は 対照的 な扱い が ⾒ ら れ る 。18 世 紀後

半 に な る と 、B か ら b’の 3 オ クターブも の ⾳ 域 が求め ら れ る 作 品 が書か れ はじめ 、実

際に ヴォル フガング・アマデ ウス・モ ー ツ ァ ル ト  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲変ロ ⻑調 KV 191 は 3 オ クターブの ⾳ 域内で書か れ て い る 。20 世

紀 に な る と 楽 器 が改良さ れ た こ と に よ っ て鍵が増え 、 c”以上 の⾼⾳ が書か れ る よ う に

な っ た 。  

18 世 紀 の 20 年代 と 30 年代 の ボ ヘ ミ ア で は 、 オ ー ボエと フ ァ ゴ ッ ト は真新し い 楽 器

で は な か っ た 。し か し な が ら 、当時 の モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団 にどの よ う な フ ァ ゴ ッ

ト が あ っ た の か は判然と し な い た め 、 本 論 ⽂ の 考 察 対 象 の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に お い て

どの よ う な 楽 器 が⽤い ら れ て い た の か に つ い て の調査は 、今後の課題と し て捉え る こ

 
9 フ ァゴット の前⾝の 楽器で あ る と 考 え ら れ て い る 16 世 紀半ばか ら 17 世 紀末の間に⽤
い ら れ て い たダブル リ ー ド 楽器で あ る 。ソプ ラノ・ ドゥル シ ア ン か らコン ト ラ バス・ ド
ゥル シ ア ン ま で 、演奏可能⾳域は 楽 器 に よ っ て異な る 。  
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と と し 、本 論 ⽂ で は詳述し な い 。ただし 、⼀般的 に バ ロ ッ ク・フ ァ ゴ ッ ト の ⾳ 域 は C か

ら g’と い う限定的 な ⾳ 域 で あ り 、実際に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 のほと ん

どが こ の ⾳ 域 の範囲内で 作 曲 さ れ て い る 。実際に 、こ の ⾳ 域 を逸脱す る ⾳⾼が 要求さ れ

て い る 作 品 は RV 487 (a’ま で )と RV 495 (B♭ ’ま で )の み で あ る 。  

 

 

1 – 5 他楽団との⽐較  
 こ こ ま で 、カ プ サ の 研 究 に基づき モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団 の 特 徴 に つ い て述べ て き た 。フ

ァ ゴ ッ ト 奏 者 が 多 く 、そ の 中 にメーザー の よ う な名⼿ を抱え て い た こ と が 、同楽 団 に お

い て フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 作 曲 と 演 奏 に つ な が っ た こ と は想像に難く な い 。こ こ で 、当時

の各地 の 楽 団 に おける 楽 団編成と フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 の 状況に つ い て先⾏研 究 の成果に ⽬

を向け、そ の⽐較か ら モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団 の 特 徴 に つ い て 考 察 す る 。先⾏研 究 と し て は

Kapsa 2010a の他に 、Arnold 1966 （サ ン ・マルコ⼤聖堂の 楽 団 の実体 と変遷）、Spitzer 

and Zaslaw 2004（ド イ ツ各地 の 楽 団 の記録）を援⽤し た 。  

表 5 に は 、先⾏研 究 の成果を基に 、 本 論 ⽂ の 考 察 対 象 曲 の推定作 曲年代（1710 年代

か ら 1730 年代 ま で）に つ い て⾔及さ れ て い る ヴ ェ ネ ツ ィ ア 、コプ レ ン ツ 、マン ハ イム、

ド レスデ ン 、シ ュ トゥッ トガル ト 、お よび 1724 年の モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団（プ ラ ハ）の

楽 器編成を 、左か ら年代順に並べ て ⽰ し た 。以下、表 の左欄か ら順に説明 を 加 え る  (表

5 参照 )。  

 

表 5 各地の楽団編成  

年代  1714 年  1721 年  1723 年  1724 年  1728 年  1731 年  

場所  サン・マルコ  

（ヴェネツィア）  

コプレンツ  

 

マンハイム  モルツィン家  

（プラハ）  

ドレスデン  シュトゥッ

トガルト  

弦楽器  14 ⼈  13 ⼈  20 ⼈  7 ⼈ 10  22 ⼈  13 ⼈  

 
10 カ プ サ の研究で は 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の宮廷楽団に弦楽器奏者 と し て 6 ⼈ が 記載され て
お り 、 こ れ と は 別 に ヴ ェ ネ ツ ィ ア の ヴ ァ イオリ ン奏者 と し て 1 ⼈ 、 イ ラ ー ネ ク が 記載さ
れ て い る 。実際に 、 イ ラ ー ネ ク が同年に ヴ ェ ネ ツ ィ ア に滞在 し て い た こ と が会計簿の 記録
か ら明ら か に な っ て い る 。（ Kapsa 2010a: 83）  
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⽊管楽器  1 ⼈  2 ⼈  11 ⼈  4 ⼈  9 ⼈  8 ⼈  

⾦管楽器  6 ⼈  2 ⼈  3 ⼈  3 ⼈  2 ⼈  9 ⼈  

打楽器       1 人  

鍵盤楽器   1 人  2 人  1 人  1 人  1 人  

撥弦楽器  2 人 (テオルボ ) 1 人  3 人   2 人  1 人  

不明     1 人    

合計  23 人  19 人  39 人  16 人  36 人  33 人  

ファゴット    2 人  3 人  3 人  1 人  

出典  Anord 1966 S and Z S and Z Kapsa 2010a S and Z S and Z 

 

 

1724 年の モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団  (Kapsa 2010a: 65)で は 、弦楽 器 奏 者 の合計⼈ 数

と管楽 器 の合計⼈ 数 は等し く な っ て い る が 、実際は 、ヴ ァ イ オ リ ン 奏 者 で あ る イ ラ ー ネ

ク が ヴ ェ ネ ツ ィ ア に滞在し て い た の で 、 ボ ヘ ミ ア に い た弦楽 器 奏 者 は 6 ⼈ と な り 、管

楽 器 の合計⼈ 数 を下回る こ と が ⼤ き な 特 徴 で あ る 。６つ の 楽 団 の 中 で モ ル ツ ィ ン 伯 爵

の 宮 廷 楽 団 は最も規模が⼩さ く 、名⼿ で あ るメーザー を 含 む フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 の 数 が 3 ⼈

と 多 い こ と が わ か る 。そ れ に 対 し て 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ が 活 動 の 本拠地 と し て い た ヴ ェ ネ

ツ ィ ア の サ ン・マルコ⼤聖堂の オ ーケスト ラ (Arnord 1966: 5)は 、弦楽 器 の 数 が⾮常に 多

い 。⽊管楽 器 は オ ー ボエ奏 者 1 ⼈ し か お ら ず 、 フ ァ ン フ ァ ー レ の た め の⾦管楽 器 奏 者

の ⽅ が 多 く 、フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 は 1 ⼈ も い な い 。ま た 、テ オ ル ボ 奏 者 が 多 く在籍し て い る

点 で モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団 と は ⼤ き く異な り 、弦楽 器 中⼼で あ っ た こ と が わ か る 。

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 39 曲 も の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 を 作 曲 し て い る が 、サ ン・マルコの オ ー

ケスト ラ に おける通常編成に は フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 が い な か っ た 。  

⼀⽅ 、 ド イ ツ のコプ レ ン ツ の 宮 廷 楽 団 は 、 モ ル ツ ィ ン 家 と⽐較的近い ⼈ 数 で あ る

が 、弦楽 器 が モ ル ツ ィ ン 家 よ り 多 く管楽 器 の合計⼈ 数 は少な い 。 ただし 、 こ の 楽 団 に

フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 は 1 ⼈ も い な い 。 こ れ に 対 し て 、マン ハ イム、 ド レスデ ン と シ ュ トゥ

ッ トガル ト の 宮 廷 楽 団 の ⼈ 数 は 、 そ れぞれ モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団 の 2 倍以上 の規
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模で あ る 。マン ハ イムの 宮 廷 楽 団 は 39 ⼈ と⾮常に ⼈ 数 が 多 い が 、 フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 は 2

⼈ で モ ル ツ ィ ン 家 よ り少な い 。 ド レスデ ン の 宮 廷 楽 団 は フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 が 3 ⼈ と ド イ

ツ の 宮 廷 楽 団 の 中 で は フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 が最も 多 い 。 シ ュ トゥッ トガル ト は弦楽 器 よ り

管楽 器 の ⼈ 数 の ⽅ が 多 い が フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 は 1 ⼈ し か い な い（Spitzer and Zaslaw 

2004: 221, 224, 253, 260）。  

表 5 に は 、 モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団 の 活 動 時 期 と は⼀致し な い と い う 理由か ら取り 上げ

て い な い が 、1733 年か ら 1755 年に かけて ド レスデ ン の 宮 廷 楽 団 で は ヴ ァ イ オ リ ン 奏

者 と フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 が増員さ れ 、 フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 は 5 ⼈ に増え て い る (新林 2018: 

250)。新林 2018 で は 、 そ の フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 の名前 や出⾝地 などが あ る 程 度 明 ら か に な

っ て お り 、 モ ル ツ ィ ン の 楽 団 で 活 動 し て い た フ ァ ゴ ッ ト 奏 者メーザー の名前 が 1739

年に 「 宮 廷 楽 団 の名簿」 に新た に 加 わ り 、1742 年ま で記載さ れ て い た こ と が わ か る 。

こ の こ と か ら 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の主な 活 動 地 で あ っ た ヴ ェ ネ ツ ィ ア よ り も 、 フ ァ ゴ ッ

ト と い う 楽 器 が好ま れ盛ん に⽤い ら れ て い た と い う 点 で ボ ヘ ミ ア と ド レスデ ン の 間 に

強い共通性 が あ っ た こ と が推測さ れ る 。  

以上 の⽐較か ら 、各地 の オ ーケスト ラ の規模と編成は さ ま ざ ま で あ る が 、 そ の 中 で

モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団 は 、 楽 団 の規模が⾮常に⼩さ い 中 で フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 の ⼈ 数

が 多 い と い う 点 が 特 徴 で あ る と 考 え ら れ る 。  

で は 、 本 論 ⽂ で 考 察 対 象 と す る 4 ⼈ の 作 曲 家 は 、 そ れぞれ モ ル ツ ィ ン 宮 廷 楽 団 とど

の よ う な 関 わ り を も ち 、何曲 の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 を 作 曲 し た の で あろう か 。次章 に お

い て は 4 ⼈ の 作 曲 家 の経歴 と 作 品 に つ い て 、最新の 情 報 を ま と め る こ と と す る 。  
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第2章  考察対象の作曲家と作品  

 

 ここでは、本論⽂で考察対象とする 4 ⼈の作曲家とモルツィン宮廷楽団との関係、

および彼らのファゴット協奏曲作品について、それぞれの先⾏研究に⽴脚して詳述す

る。  

 

 

2 – 1 ヴィヴァルディ  (Kapsa 2010a) 
ヴェネツィアでヴァイオリニスト、作曲家、⾳楽教師、司祭として活動していたヴィ

ヴァルディが国際的に有名だったことは、当時の⾳楽界に精通していた様々な⼈物が

外国からヴィヴァルディに会いに来ていたこと、『調和の霊感』Op. 3 などの彼の協奏

曲集の多くの初版  (Op. 3 の他に Op. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) がアムステルダムで出版さ

れていること、1709 年に『ヴァイオリン・ソナタ』Op. 2 がデンマーク王フレデリク４

世  Frederik IV (1671-1730)に献呈されたことなど、モルツィン伯爵を含む諸外国の貴族

や⼤公に⾳楽作品を献呈していたことから明らかである (Heller 2007: 74)。  

ヴィヴァルディは、1719 年から 1728 年までモルツィン伯爵に Maestro di Musica in 

Italia（イタリアの⾳楽のマエストロ）として仕えており、モルツィン伯爵に定期的に

作品を提供し、その都度報酬を得ていた。この肩書で重要な語句は最後の in Italia で

あり、これは明らかに、ヴィヴァルディがヴェネツィアに住み続け、そこからモルツィ

ンの宮廷楽団に⾳楽を提供する職であったことを⽰している。ボヘミアの⼟着的な作

曲家とは違い、彼は現地に滞在する楽⻑ではなかった。  

モルツィン伯爵とヴィヴァルディが接触した最初の証拠、すなわち最も古い記録は、

1719 年に伯爵が un Pachetto con Carte Musicali（楽譜の包み）に対して⽀払った代⾦を、

ヴィヴァルディが受け取ったことを⽰す領収書である。この時どの曲の楽譜が送られ

たのか、その内容は判明していないが、これによりモルツィン伯爵が 1719 年以降、ヴ

ィヴァルディの作品を⼿元に持っていたことが推測される 11。そこに、ヴィヴァルディ

がモルツィン伯爵に献呈したヴァイオリン協奏曲《四季》を含む曲集となる『和声と創

 
11 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 は 1718 年 に 、 教 育 と 軍 事 関 係 の ⽬ 的 で ⾃ ⾝ の 息 ⼦ 2 ⼈ と イ タ リ ア へ 旅
⾏ に ⾏ っ て い る が 、 そ の 時 に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と 接 触 が あ っ た か ど う か は 不 明 で あ る
(Kapsa 2010a: 51)。  
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意 への試み  Il cimento dell’armonia e dell’inventinone』op.8 や、それに含まれるその他

の作品の⼿稿譜が含まれていたかどうかはわからない。しかし、その後 1725 年に出版

された『和声と創意 への試み』op.８の献呈⽂の中で、ヴィヴァルディはモルツィン伯

爵に宛てて次のように記している  (Vivaldi 1725)。  

 

 

 

親愛なる殿下  

 

イタリアで音楽専門家として殿下に仕えるという特別な名誉を享受してき

た長年にわたるこれまでの月日を考えたとき、私があなたに深い敬意を払

っているという証拠をまだあなたにお伝えしていないことに気づいたの

で、私は適当だと思われる量の作品を出版し、親愛なる殿下のお手元にお

届け出来ればと思っております。これらの数少ない曲の中で、あなたに、

また長い間楽しみにしていた四季を感じていただきたいのです。［筆者訳］  

 

 

 

これに続いてヴィヴァルディは、モルツィン伯爵の⾳楽 理 解 を 評 価 し (La soma 

intelligenza, che V.S.Illma possiede nella Musica）、モルツィン伯爵の宮廷楽団を「名⼿達

のオーケストラ  Virtuosissima Orchestra」 と称 賛している。こうしたことから、ヴィヴ

ァルディがモルツィン伯爵とその宮廷楽団をある程度知っていたことが推測される。

モルツィン伯爵がヴィヴァルディを⾼く評 価していたことは、ヴィヴァルディに与え

た報酬の額からもわかる。ヴィヴァルディがモルツィン伯爵の宮廷楽団の中でかなり

の⾼ 額な報酬を得ていたことが、会計 簿や領収書等の記録から明らかになっている。カ

プ サの研究では、ヴィヴァルディに直接⽀払われたものと、ヴェネツィアに向けてのみ

⽀払われたものを時系 列にまとめて紹 介している（表 6 参照）。  
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表 6  会計帳簿におけるモルツィン伯爵のヴィヴァルディ  

及びヴェネツィアへの支払い  (Kapsa 2010a: 87) 

 

Folio Rok/Měsic12 Text fl. x. 

f. 8/9 Ročni plan?13  Vivaldi 528  

f. 2 r 1724/05 Item dito einen wechel nacher Venedig an 

Sigonr Vivaldin geschickt 

400  

f. 4r 1724/11 Einen wechsel nacher Venedig übermacht per 600  

f. 7v 1725/05 Einen wechsel nacher Venedig übermacht per 400  

f. 7v 1725/05 Laggio davon …  

f. 8r 1725/06 Laggio davon einem wechsel nacher Venedig 

bezahlt 

39 57 

f. 10r 1725/10 Wechsel laggio nacher venedig bezahlt 30  

f. 10v 1725/11 Einen wechsel nacher Venedig 330  

f. 12r 1726/02 Einen wechsel an Vivaldi nacher Venedig per 333 48 

f. 15r 1726/08 Nacher Venedig einen wechsel 195 52 

f. 16v 1726/11 Für einen wechsel naher Venedig 133 34 

f. 17v 1777/02 Nacher Venedig einen wechsel 133 42 

f. 18v 1727/05 Einen wechsel naher Venedig an Vivaldi 133 42 

f. 19r 1727/08 Nacher Venedig einen wechsel 133 42 

f. 20r 1727/11 Einen wechsel naher Venedig 133 40 

f. 21r 1728/02 dem Vivaldi einen wechsel per 138 10 

f. 22r 1728/05 dem Vivaldi einen wechsel per 133 10 

f. 23r 1728/08 den Ottel und Vivaldi per wechsel übermacht 312 54 

f. 25v 1729/02 Dem H. Sigk zwey wechsel zu Oteln bezahlt mit 579 15 

(fl. = フローリン、グルデン、 x.= クロイツァー ) 

 

 
12 年 /⽉  
13 年 間 計 画  
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1724 年と 1725 年のかなり多額の⽀払いが、ヴィヴァルディの『和声と創意 への試

み』Op.８に対しての報酬であった可 能 性は⼗ 分にあるが、確証はない。  

ヴィヴァルディのファゴット協奏曲は 39 曲現存しており、その数はヴァイオリン協

奏曲（222 曲）に次いで多い（Ryom 2007: 75-175）。39 曲のうち少なくとも 1 曲  (RV496) 

には、後述するとおり、モルツィン伯爵への献呈辞  “Ma [rchese] de Morzin” 14がある。

しかし、その他のファゴット協奏曲が⼀ 体 誰のために書かれたのかなど、詳しい成⽴情

報は判明していない。研究者であるフェデリコ・マリア・サルデッリによれば、ヴィヴ

ァルディのファゴット協奏曲は⽗ 親のジ ョヴァンニ・バティスタ・ヴィヴァルディ

Giovanni Batista Vivaldi (1655-1736)が筆 写した RV499 を例外として (ヨーロッパの図書

館には他の筆 写譜が存在しない )、全て⾃ 筆譜が現存しており、同 じ 形 状でイタリアの

トリノ国⽴図書館に「Foà and Giordano collection」として伝 承されている。ソロ・パー

トは⾳楽的にも技 術的にも要求が⾼いことから、これらの曲は楽譜を売るためではな

く、ある特定の名⼿のために作曲された可 能 性が⾼い。ファゴット協奏曲は、⾃ 筆譜の

筆 跡、様式と⾳楽的内容の点で 1720 年代の中 頃から没年まで作曲されたと推測されて

いるが、⽤いられた旋 律の原曲（オペ ラのアリアなど）から年代付けを推定しうる場 合

でも、厳 密な作曲年代の限定は不 可 能である。  

RV496 の他に唯 ⼀献呈辞がある RV502 の⾃ 筆譜には “per Gioseppino Biancardi”と記

され、ジ ョ ゼッピーノ・ビアンカルディという⼈物に献呈されているが、名前の部 分は

後から取消 線で消されている。この⼈物は、1717 年にヴェネツィアのサンタンジェロ

劇 場でファゴットを演奏していた⼈物の可 能 性があるが、確たる証拠はない。1727 年

には、当 時 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア ⼈ 楽 器 演 奏 者 で 構 成 さ れ て い た ⾳ 楽 組 合 Arte de Sonadori の⼀

員としてリストに記されているが、このリストではファゴット奏者であったかどうか

はわからない。1719 年には、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル  Georg Friedrich Händel 

(1685-1759) が率いたロンドンの楽団にヴェネツィア出⾝の同 姓 同名の第 2 番オーボエ

奏者がいたことがわかっているが、この⼈物が、ヴィヴァルディが献呈した相⼿のビア

ンカルディと同 ⼀⼈物であるのかどうか、確 実に裏 付ける証拠はない (Sardelli 2018: 13-

26)。  

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 先 ⾏ 研 究 で は 、 フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 は お そ ら く ピ エ タ 慈 善 院

(Ospedale della Pieta)の少 ⼥ 達が演奏していたとして、ほとんどのファゴット協奏曲を、

 
14 献 呈 の 相 ⼿ は モ ル ツ ィ ン 伯 爵 で は な く 「 モ ル ツ ィ ン 侯 爵 」 と 記 さ れ て い る 。  
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ヴィヴァルディがピエタ慈 善 院に勤 務した 1723〜29 年と 1735〜38 年の２つの時期に

推定している。ピエタ慈 善 院のオーケストラが当時の最⾼のオーケストラであったこ

とはチ ャールズ・バーニー  Charles Burney (1726-1814) の旅⾏記で⾔ 及されているが、

特定のファゴット奏者については何も書かれていない（バーニー  2000: 68-93）。ピエタ

慈 善 院でファゴットを演奏する少 ⼥がいたことを裏 付ける出典は、⾳楽愛 好家シ ャル

ル・ド・ブロス Charles de Brosses (1709-1777) の 1739 年の熱 狂的な評論のみであり、

具 体的な証拠が少ないのが現状である。ブロスは 1739 年に以下のように述べている。 

 

 

彼⼥ 達は天 使のように歌い、ヴァイオリン、フルート、オルガン、オーボエ、

チェロ、そしてファゴットを演奏します。つまり、彼⼥ 達にとって恐れるほ

どの⼤きな楽器はありませ ん。（Kolneder 1965: 167）［ 筆 者 訳 ］  

 

 

 以下にヴィヴァルディのファゴット協奏曲の作品表を⽰し、新 全集 (RV 468,482)の序

⽂で推測された作曲年代 (Sardelli 2007: 13-19)と MGG (Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart) のヴィヴァルディの項 ⽬における作品表  (Heller 2007: 111-114)、およびヴ

ィヴァルディ作品主 題 ⽬録  (Ryom 2007: 201-215) における年代付けと註 釈を併記する。 

 

 

ヴィヴァルディのファゴット協奏曲 15  

調性  Ryom 

番号  

主題目録の年代 (Ryom 2007) /  

注  (Heller 2007) 

新全集の推測年代  

(Sardelli 2017) 

ハ長調  RV466 第 1 楽章の冒頭は、歌劇『セミラーミデ』

RV733 Ⅱ:3（1731）のアリアの引用  

 

ハ長調  RV467 1720 年または 1724 年   

ハ長調  RV468 第 2 楽章までしか伝承されていない   

ハ長調  RV469 1720 年または 1724 年   

 
15 い ず れ の 曲 も 楽 器 編 成 は 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト 、 第 1 ヴ ァ イ オ リ ン 、 第 2 ヴ ァ イ オ リ ン 、
ヴ ィ オ ラ 、 通 奏 低 ⾳ で あ る 。  
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ハ長調  RV470 第 1 楽章、および第 2 楽章の Tutti はおそ

らくオーボエ協奏曲 RV447 の引用であ

る。オーボエのために編曲されているの

でオーボエ協奏曲 RV448 を参照  

 

ハ長調  RV471 1720 年または 1724 年 / 

第 1 楽章に歌劇『グリゼルダ』RV718 Ⅱ:7

（1735）の引用が多数見られる。オーボエ

のために編曲されているので RV450 を参

照  

おそらく 1734 年、 

または 1735 年  

ハ長調  RV472   

ハ長調  RV473 1730 年または 1731 年  1730 年 ま た は

1731年という推測

は怪しい。  

おそらくボヘミア

の紙が使用されて

いる。  

ハ長調  RV474   

ハ長調  RV475 1720 年または 1724 年   

ハ長調  RV476   

ハ長調  RV477 1720 年または 1724 年   

ハ長調  RV478 1720 年または 1724 年   

ハ長調  RV479 1720 年または 1724 年   

ハ短調  RV480 1720 年または 1724 年   

ニ短調  RV481 1720 年または 1724 年 / 

第 1 楽章はチェロ協奏曲 RV406 の第 1 楽

章と少し異なる  

 

ニ短調  RV482 第 1 楽章しか伝承されていない   

変ホ長調  RV483 1720 年または 1724 年 / 

第 1 楽章の冒頭テーマは、歌劇『セミラ

ーミデ』RV733 Ⅲ:2(1731)のアリアと同様  

おそらく 1727 年

以降  
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ホ短調  RV484 1720 年または 1724 年   

ヘ長調  RV485 1720 年または 1724 年 / 

オーボエのために編曲されているので

RV457 を参照  

 

ヘ長調  RV486 1720 年または 1724 年   

ヘ長調  RV487 1720 年または 1724 年   

ヘ長調  RV488 1720 年または 1724 年   

ヘ長調  RV489   

ヘ長調  RV490 1720 年または 1724 年   

ヘ長調  RV491 1720 年または 1724 年 / 

第 2 楽章の始まりの和⾳は、弦楽のため

の協奏曲 RV129、Kyrie RV587、Magnificat 

RV610 にも使 ⽤されている。  

おそらく 1720 年

の終わり頃  

ト長調  RV492   

ト長調  RV493   

ト長調  RV494   

ト短調  RV495 1720 年または 1724 年   

ト短調  RV496 1720 年または 1724 年 /  

モルツィン伯爵への献呈辞  

おそらく 1719 年

から 1728 年まで

の間  

イ短調  RV497 1720 年または 1724 年   

イ短調  RV498 1720 年または 1724 年   

イ短調  RV499  おそらく 1736 年

以前  

イ短調  RV500 1730 年または 1731 年  1730 年 ま た は

1731年という推測

は怪しい。  

おそらくボヘミア

の紙が使用されて

いる  
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変ロ長調  RV501 1720 年または 1724 年 / 

第 5 楽章の冒頭主題はヴァイオリン協奏

曲 RV268 の第３楽章と同じ  

 

変ロ長調  RV502 1720 年または 1724 年   

変ロ長調  RV503   

変ロ長調  RV504 1720 年または 1724 年   

 

 

39 曲のファゴット協奏曲のうち 2 つ (RV468, RV482)は完 全な状 態で伝 承されておら

ず、⾃ 筆譜の状 況から、途 中で作曲放 棄してしまったと考えられている。RV473 と

RV500 の⾃ 筆譜は縦⻑判の紙に書かれており、イタリアでは珍しい例である。この 2

作品に使われている紙は、ボヘミアでのパトロンであるヨ ハン・ヨーゼフ・フォン・

ヴルトビィ伯爵  Johann Joseph von Wrtby (1669-1734)のために作曲した作品と同 じ 紙で

ある。この中 央 ヨーロッパ 産の紙で書かれた数曲は彼がプ ラ ハを訪れていた 1730 年

〜1731 年の間に作曲されたと推測されている（Sardelli 2017: 14） 16。  

以上のことをまとめると、ヴィヴァルディのファゴット協奏曲の作曲年代や当時の

演奏者を特定することは不 可 能な状 況であると⾔わざるを得ない。ヴィヴァルディの

主な活動場 所であるヴェネツィアに、彼のファゴット協奏曲を演奏した可 能 性のある

特定のファゴット奏者を⾒出せないことは、本研究において⾮ 常に特 徴的な問 題 点で

ある。RV 496 に関しては、モルツィン伯爵への献呈辞があることから、モルツィン宮

廷楽団のメーザーが演奏した可 能 性が⾼いと考えられるが、しかしそれを証明する資

料があるわけではない。  

ヴィヴァルディの協奏曲を概 観してみると、ファゴット協奏曲以外にもファゴッ

ト・パートが編 成に不 可 ⽋な作品をいくつか確 認することができる。その最たる例は

 
16 し か し 、 サ ル デ ッ リ は 、 紙 と 五 線 の 引 き ⽅ を 研 究 し た 結 果 、 同 じ 種 類 の 紙 が 何 年 間 も

使 わ れ 続 け た 可 能 性 も あ り う る と 述 べ 、 確 か に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 当 時 中 央 ヨ ー ロ ッ パ か ら

紙 を ⼊ ⼿ し た が 、 そ の 紙 に 書 か れ た す べ て の 作 品 が 中 央 ヨ ー ロ ッ パ の 訪 問 ま た は そ の 時 期

に 関 連 し て い る と 考 え る の は 危 険 で あ る と 主 張 し て い る （ Sardelli 2017: 11）。  
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協奏曲ト短調『ドレスデンのオーケストラのために』RV577 であり、第 ３楽章ではフ

ァゴット奏者に⾼い技 巧 性が求 められる。  

Kapsa 2010a によれば、1730 年以降のヴィヴァルディの活動の痕 跡はボヘミアでは

なくドレスデンで多く⾒られる。1733 年 2 ⽉にフリートリヒ・アウ グスト 2 世  

Friedrich Augst Ⅱ. von Sachsen (1696-1763) がザクセン選 帝 侯 位を継 承したことは、多

くの⾳楽家に宮廷楽団での地位や昇 給の望みをもたらした。この時期にヴィヴァルデ

ィの声楽曲がたくさん ドレスデン宮廷にもたらされ、器楽曲は宮廷楽⻑のヨ ハン・ゲ

オルク・ピ ゼンデル Johann Georg Pisendel (1687-1755)を通して知られたとされてい

る。実際にピ ゼンデルはヴェネツィアでヴィヴァルディに師事し、彼の作品を筆 写

し、ドレスデンに持ち帰っている。1740 年に、ザクセン＝ポーランドの皇太⼦フリー

トリヒ・クリスティアン Friedrich Christian (1722-1763)がピエタ慈 善 院を訪れた際に

は、3 曲の協奏曲と 1 曲のシンフォニアがヴィヴァルディの指揮によって演奏され、

その時のスコア（⾃ 筆譜）の⼤部 分はドレスデンに持ち帰られた。ヴィヴァルディの

作品の⼀ 次 資 料がドレスデンに多く残されているのはそのためであり、国際的に有名

だった彼の作品がイタリア以外の国、すなわちドレスデンとボヘミアなどで流通して

いたことは注⽬に値する。ヴィヴァルディは 1729 年から 1733 年に各地を旅⾏してお

り、実際に 1729 年のどこかでアルプス⼭脈を超えてプ ラ ハにも⾏き、1730 年にはそ

こでオペ ラを上 演している。さらに、この旅⾏をしていた時期のどこかでウィーンに

も招待されている (Heller 2007: 78-82)。  

しかし、ファゴット協奏曲を含むヴィヴァルディの⼿稿譜がヴェネツィア（今⽇で

はトリノ）に集中しており、反対に、ヨーロッパの他のどのコレクシ ョンにもそれら

の筆 写譜が全く無いことを考えると、これらは、先に述べたビアンカルディのよう

に、ヴィヴァルディのすぐ近くにいた同僚や管楽器奏者のための曲だったと推測され

る。  

 

 

2 – 2 ファッシュ (Talbot 2011: 125-126) 
ドイツ出⾝の作曲家であるファッシュも、ヴィヴァルディと同様にボヘミア出⾝で

はないが、モルツィン伯爵に仕えていた。ヴァイオリン奏者、オルガン奏者でもあった

彼は、バイロイトの宮廷楽団に務 め、その後グ ライツの宮廷のオルガン奏者を経て、
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1721 年から 1726 年までの期間、モルツィンの宮廷楽団で作曲家として活動した。ヴィ

ヴァルディとは異なり、ボヘミアにも滞在した⾳楽家であった。1720 年から 1721 年の

変わり⽬にファッシュがプ ラ ハに滞在したことを証明する記録は、1721 年の夏にプ ラ

ハから送られた彼の⼿紙であり、1725 年と 1726 年にモルツィン伯爵とファッシュの間

に接触があったこともこの記録から明らかになっている。実際にモルツィン伯爵は、

1725 年 2 ⽉と 1726 年 6 ⽉に、定期的な作曲の報酬として給 与をファッシュに⽀払って

いる  (Kapsa 2010a :78) 。⼀⽅で、トールボットは「宮廷楽⻑」と「作曲家」は、同 じ

ポストの異なる側⾯を強調しているに過ぎないと指摘しており、ファッシュが無料の

⾷事と宿泊、薪と油の⽀給、そして年間 300 フローリン (Gulden)を受けたという研究者

であるマルブルグの証⾔は、彼がモルツィン伯爵に新曲を提供するだけの存在ではな

かったことを⽰唆していると述べている。すなわちファッシュもヴィヴァルディと同

様に、モルツィン伯爵と特別親しかったという考えである。  

ファッシュは、1722 年から亡くなるまで現在のザクセン・アンハルト州ツェルプス

トの宮廷楽⻑として活動していた。モルツィン伯爵の宮廷楽団を去った後も、モルツィ

ン伯爵に作品を提供していたという 事 実は注⽬すべ きだが、その⾳楽作品の内容は何

もわかっていない。重要なことはファッシュがツェルプストへ⾏った後も、モルツィン

伯爵との関係を切ったわけではないということであり、1725 年 2 ⽉と 1726 年 6 ⽉に、

モルツィン伯爵から作曲に対する⽀払いの記録がある。すなわち、ファッシュの作品は

ドイツでもボヘミアでも演奏された可 能 性があるということである。チェコ共和国の

ザムルスクの国⽴地⽅図書館に保存されている 1724 年〜1729 年のモルツィン伯爵⾃

⾝の会計 簿には、新しい雇い主の承諾があれば、モルツィン伯爵がファッシュに時折仕

事を依頼しても良いという記載がある。このようなことは、当時の雇⽤ 形 態では普通で

あった。ファッシュの書簡からドイツへ⾏った後もボヘミアに短期滞在をしていたこ

とは明らかになっている。モルツィン伯爵は 1723 年にアントン・ウルリヒ・フォン・

ザクセン＝マイニンゲン公 Anton Ulrich Sachsen Meiningen (1746-1763)にファッシュの

⾳楽作品を送っている。またフェヒナーの研究によれば、1727 年にファッシュがドレ

スデンに⽐較的⻑く滞在した記録がある。しかしながら、ドレスデンで伝 承されていな

いものを含む全てのファッシュの協奏曲の作曲年代は明らかになっておらず、20 世紀

の段階では、ファッシュの協奏曲の絶対的な年代を細かく特定していくのは不 可 能と

されている（Fechner 1984: 59-61）。  
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 ファッシュのファゴット協奏曲の⼿かがりは、1743 年ヨ ハン・アウ グスト・フォン・

アンハルト＝ツェルプスト侯 Johann August von Anhalt Zerbst (1677-1742)が亡くなった

翌年に、ツェルプスト城の財産 ⽬録の中の、⼿稿譜の⽬録の⼀ 部として作成された  

"Hochfürstiliche Concert-Stube" である。これは、数多くの作曲家による⾳楽作品、楽器

などを記録したものであり、その中には、ファッシュのファゴット協奏曲が 2 作品あ

ると記録されている 17。しかし、どちらも調は記されておらず、a Fagotto Conc:2 Violini 

Viola et Cembalo di Fasch と書かれており、ファッシュによる作曲ということと編 成だ

けがわかる。  

現存するファッシュのファゴット協奏曲として FaWV L:C2 ハ⻑調の楽譜がダルム

シュタット⼯科⼤学国⽴図書館にあり、この曲は現在でもしばしば 演奏に取り上げら

れている。問 題となるのはもう 1 つのファゴット協奏曲（FaWV L:c1）で、該当する楽

譜が伝 承されていないため、演奏されることもなかった。しかし、ヘルトリンゲンのヒ

ュルステンベルグ 図書館に「 バッソ・コンチェルタート Concerto a 5 für Basso concertato, 

Streicher und continuo in c moll」と題された⼿稿譜が所蔵されており、⼀ 部の学者はこ

れをファッシュの 2 番 ⽬のファゴット協奏曲と推測している（Clark 2005: 1）。反対に、

この楽譜には、おそらくバス・ド・ヴィオロンのためにハ 短調に移調された際の書き 間

違えと判断できる筆 跡があることから、この曲が元々はニ短調でヴィオラ・ダ・ガンバ

のための作品であると推測し、ファゴット協奏曲ではないと主張する演奏家もいる  

(Azzolini 2004: 8) 。この⼿稿譜の表 紙には異なる筆 跡で  ”solo continuo”と書き込みが

あり、おそらく Basso Solo、つまり低⾳楽器をソロとする協奏曲と⾒ることもできる。

この曲については、ブ ライアン・クラーク  Brian Clark による浄書譜が Prima la Musica

から 2005 年に出版されているため、本研究ではこの浄書譜を考察対象の楽譜とする。 

2 曲のファゴット協奏曲はいずれも、ヴィヴァルディのファゴット協奏曲と同様に作

曲の経緯や年代や当時の演奏者を特定する資 料が⾒つかっていない。国際ファッシュ

協会の作品⽬録では、2 曲とも独奏ファゴット、弦楽と通奏低⾳のための協奏曲として

分類されている。  

 

 

 
17  興 味 深 い こ と に 、 こ の ⽬ 録 に は 、 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の レ パ ー ト リ ー で あ っ た ヴ ィ ヴ ァ ル
デ ィ の オ ー ボ エ 協 奏 曲 が 3 作 品 記 録 さ れ て い る 。  
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ファッシュのファゴット協奏曲  

題名 /調性  FaWV 番号  編 成  推測年代  

ファゴット協奏曲  ハ⻑調  FaWV L:C2  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明  

ファゴット協奏曲（バッソ・

コンチェルタート）ハ 短調  

FaWV L:c118 Fg？ 19 , Vn1,2, Va, Bc 不明  

 

 

以上の作品の他に独奏ファゴット、2 本のオーボエ、弦楽と通奏低音のための協奏曲

FaWV L:c2 があるが、ファゴットのための独奏協奏曲ではないため、本論文では考察対

象から除外する。  

  

 

2 – 3 ライヒェナウアー（Kapsa 2010a: 119-125）  
ライヒェナウアーは、1723 年から 1729 年までモルツィン伯爵に「作曲家  skladatel」

として仕え、おそらくチェンバロ、オルガンもしくは他の鍵盤楽器も演奏し、器楽曲や

教会⾳楽をモルツィン伯爵だけではなく、他のプ ラ ハの貴族たちや教会のために作曲

した。モルツィン宮廷楽団では、ライヒェナウアーを含めて 4 ⼈の「宮廷作曲家」がい

た。  

 ライヒェナウアーの⽣年⽉⽇と場 所は不明であり、彼の出⾃についてはわずかしか

判明していない。おそらく北ボヘミアの聖マリー教区のフルム地区の⽣まれと考えら

れている。ライヒェナウアーという苗字はこの地域にはあまりない。もう ⼀説では、ボ

ヘミア地⽅のリフノフ周辺の出⾝の可 能 性もあり、この地域に同 じ苗字の家族が少な

くとも 1 件確 認できる。彼の最も古い記録は、1722 年の 1 ⽉ 1 ⽇のもので、彼がプ ラ

ハで息⼦ヨ ハン・ドミニクの洗礼名を付けさせたときのものである。それ以外の⼦供の

出⽣と死亡記録から、彼がプ ラ ハの⼩地区（マラー・ストラナ）に滞在していたことが

証明されている。それと同時に、洗礼の名付け親の保証⼈として、彼の周りに優れたプ

ラ ハの作曲家の同僚や友⼈がいたことがわかっており、彼が地元である程度顔の広い

⾳楽家であったことが⽰唆されている。1723 年にアントン・ウルリヒ・フォン・ザク

 
18 MGG の 作 品 表 で は 、 こ れ が フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 と な っ て い る 。  
19 も し く は チ ェ ロ 、 ま た は バ ス ・ ド ・ ヴ ィ オ ロ ン な ど の 低 ⾳ 楽 器  
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セン＝マイニンゲン公の⽇記の中で、モルツィン伯爵から⼩包が２つ届いたことが書

かれており、その中にヴィヴァルディやライヒェナウアーの協奏曲や序曲が⼊ってい

たと記されていることから、遅くとも 1723 年にはモルツィン伯爵のために作曲してい

たことがわかる。彼が、ドイツ⼈作曲家ファッシュの後継 者の作曲家としてモルツィン

伯爵に仕えていたことは、会計 簿から証明されており、宮廷楽団の⾳楽家として定期的

な給 料を得ていた。さらに⾳楽作品を提供するたびに報酬が⽀払われた。1726 年の会

計 簿帳 8 ⽉の⽀出としてライヒェナウアーの作曲に対する報酬が記録されている。  

ライヒェナウアーはまた、⼩地区の聖ドミニコ修道会の聖マリア・マグダレーナ教会

の聖歌隊団⻑であったと推測されている。モルツィン伯爵の宮廷楽団に仕えている間、

おそらく、有名な楽団の所有者でもあったフランチ シェク・ヨ ゼフ・チェルニン伯爵

František Joseph Cernin (1697-1733)にも仕えていた。いずれにしても、会計 簿の記録は、

ライヒェナウアーがモルツィン伯爵から定期的な報酬を受け取り、さらに、その全期

間、つまり 1729 年 3 ⽉まで、作曲に対して個別の報酬を受け取ったことを証明してい

る。彼の⼦供たちの誕⽣または死の記録を通して、彼の滞在場 所が確 認できる。息⼦ヴ

ァーツラフが 1730 年 2 ⽉に亡くなった時には、プ ラ ハに滞在していた。その後、ライ

ヒェナウアーは、1730 年 3 ⽉ 中旬に教区教会のオルガニストに就任するために、イン

ド ジッフヴ・フラデッツに戻ったが、新しい役職に就いた直後に亡くなった。  

ライヒェナウアーの器楽作品の⼤部 分は、当時のドレスデン宮廷楽団の宮廷楽師で

あったピ ゼンデルのドレスデンのコレクシ ョン Schrank Ⅱに伝 承されている。作曲家⾃

⾝が書いたスコアが５つあるほか、1720 年代にドレスデンの写譜家が写した筆 写譜が

多数ある。ライヒェナウアー⾃ ⾝がドレスデンに滞在した記録が確 認できていないた

め、なぜ楽譜がドレスデンにあるのか、その理由は定かでない。彼の作品がプ ラ ハだけ

ではなく、ドレスデンで演奏されていたことは⾮ 常に興味深い。当時のドレスデンの宮

廷楽団のレベルは⾼く、宮廷楽師のピ ゼンデルが当時の優れた⾳楽作品を収集し、ドレ

スデン、ヴィセトハイト、ダルムシュタット、ストックホルムにライヒェナウアーの筆

写譜があることは、彼がある程度有名であったことを⽰唆している。  

ライヒェナウアーはファゴット協奏曲を 4 曲作曲しており、ドレスデン⼯科⼤学ザ

クセン州⽴図書館に⼿稿譜が所蔵されているが、そのうちの１つは戦争によって⼤部

分が消失している。  
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ライヒェナウアーのファゴット協奏曲  

題名 /調性  編成  推測年代   

ファゴット協奏曲 ハ長調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明   

ファゴット協奏曲 ヘ長調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明   

ファゴット協奏曲 ト短調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明   

ファゴット協奏曲 ト短調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明  戦争により大部分が消失  

 

 

2 – 4 イラーネク (Kapsa 2010a: 110-118) 

イラーネクは、ライヒェナウアーと同様にモルツィン伯爵の宮廷楽団に所属した⾳

楽家である 20。  

 彼は、1698 年にロムニツェ・ナド・ポペルコ ウに、ヴァーツラフ・イラーネクとル

ドミラ・モウ チュコヴァの 3 番 ⽬の⼦供として⽣まれた。両親は少なくともロムニツ

ェに住むこの家系の第 2 世代であり、イラーネクの⽗ 親はおそらく⼩作⼈であった。

イラーネクの教育に関する情報はないが、モルツィン伯爵の宮廷における彼の最初の

痕 跡は、1720 年代より前の時期に⾒られる。それは、1718 年の夏にモルツィン伯爵が

⼩姓イラーネク Page Gyranek のために靴を調達した記録であり、これは、イラーネク

 
20 イ ラ ー ネ ク と い う 名 前 に つ い て は 、 ⾳ 楽 史 上 、 混 乱 が ⾒ ら れ る 。18 世 紀 の 終 わ り に は
す で に 、Antonín Jiránek (ま た は Anton Giranek)と い う 名 前 が ド ラ バ チ ュ の ⾳ 楽 事 典 に 載 っ
て お り 、20 世 紀 の 初 め に こ の 名 前 の 作 曲 家 に よ る ト リ オ ・ ソ ナ タ が 発 ⾒ さ れ 、 そ の 後 21
世 紀 に な っ て 2 つ の オ ー ボ エ 協 奏 曲 が 出 版 さ れ た 。 し か し 、 こ の 作 曲 家 が 誰 で あ る の か が
次 第 に 疑 問 視 さ れ る よ う に な っ た 。19 世 紀 か ら の⾔説で は 、彼は 1761 年 に ド レ ス デ ン で
死没と さ れ て い た が そ の決定的 な証拠は な い 。 当 時 の ド レ ス デ ン に は こ の苗字の ⼈物が数
多く 確認で き た が 、 そ こ に Antonín と い う 名 前 は 確認す る こ と が で き ず 、むしろ František 
と い う 名 の ⾳ 楽 家 が い る こ と が 確認さ れ た 。 ド レ ス デ ン のハイ ン リヒ・ フォン ・ブリ ュ ー
ル 伯 爵  Heinrich von Brühl (1700-1763)が 、 ヴ ァ イ オ リ ン の 名 ⼿ で あ る フ ラ ンティシュ ク ・
イ ラ ー ネ ク に 、宮廷楽団で 2 番⽬ に⾼い給料を⽀払っ て い た の で あ る 。 そ こ で 、 こ れ ま で
Antonín Jiránek の も の と 考 え ら れ て き た 作 品 は František Jiránek の 作 品 で は な い か と 考 え
ら れ る よ う に な っ た 。 こ れ ら の 作 品 の た い が い の 楽譜資料に は 、 作 曲 家 の姓のみが 記 さ れ
て お り 、 い く つ か の筆写譜に は 、 フ ァ ー ス ト ネ ームが Francesco と 記 さ れ て い る 。 そ の 後
モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の宮廷楽団に 関 す る 研 究 の 中 に も Jiránek と い う ⾳ 楽 家 の 名 前 が現れ た 。
モ ル ツ ィ ン 伯 爵 に は František Jiránek と い う 名 前 の 2 ⼈ の⼩姓 page が仕え て い た が 、 そ
の内の 1 ⼈だけ が ⾳ 楽 家 で あ っ た (Kapsa 2010b: 12-16)。  
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が伯爵の親しい使 ⽤⼈であったことを⽰している。  

 モルツィン伯爵の会計帳簿は、イラーネクの数年間の活動を知るための情報源であ

る。1724 年と 1725 年の記録によると、モルツィン伯爵は、⾃ ⾝の⾳楽家であり給仕で

あるイラーネクをイタリアに留学させ、Maestro di Musica in Italia（イタリアの⾳楽の

マエストロ）であるヴィヴァルディのもとに送った。たとえば 1724 年 5 ⽉には、ヴィ

ヴァルディとイラーネクへの送⾦額が会計帳簿に記録されている。これに対して 1725

年 8 ⽉と 1726 年 5 ⽉の⽀払いは、ヴェネツィアのイラーネクへの送⾦である (表 7 参

照 )。1726 年 9 ⽉の⽀払いは、四半期ごとの報酬であり、これは明らかに、彼がすでに

プ ラ ハに戻っていたことを意味する。したがって、会計帳簿の記録によれば、少なくと

も 1724 年から 1726 年の半ばまで、イラーネクはモルツィン伯爵の資⾦をもとにヴェ

ネツィアに滞在したことになる。  

 

 

表 7  1724- 1726 年のヴァツラフ・モルツィン伯爵から  

フランチ シェク・イラーネクへの⽀払い  (Kapsa 2010a: 114) 

Folio Rok/Měsic Text fl x 

f.2r 1724/05 den 30 dito nacher Dresden geschickt 200  

f.2r 1724/05 Item dito einen wechsel nacher Venedig an Signor 

Vivaldi geschickt 

400  

f.2r 1724/05 dem Giranek eben disen dato einen wechsel per 100  

f.9r 1725/08 dem Giranek einen wechsel nacher Venedig 

ubermacht 

300  

f.13v 1726/05 dem Giranek einen wechsel naher Venedig 222 36 

f.15v 1726/09 dem Giranek besoldung geben 30  

f.17v 1726/12 dem Giranek besoldung geben 30  

  

 

イタリアから戻った後、イラーネクはファゴット奏者 メーザーの家にしばらく滞在し

た。おそらくモルツィン宮廷楽団を辞したのち、イラーネクは 1740 年代初頭からド

レスデンに移っている。1742 年から 1763 年にかけて、彼はブリュール伯爵の個⼈的
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な⾳楽団の楽団員であり、ヴァイオリニストの役職を務 めた。コンサートマスターで

はなかったが、楽団の中で群を抜いて⾼い給 料を受け取っていたことは、彼がヴェネ

ツィアのヴィヴァルディのもとで受けた指導により優れた演奏者になったということ

を⽰している。その年、すなわち 1763 年にブリュール伯爵が亡くなり、楽団は解散

した。その後のイラーネクに関しては、1778 年の彼の死に関する情報を除いて不明で

ある。  

 イラーネクがこの時点でモルツィン伯爵のために作曲したかどうかは明らかではな

い。なぜならモルツィン伯爵は⾃ ⾝の会計帳簿にイラーネクに対して作曲代の⽀払い

を記録していないからである。イラーネク⾃ ⾝は 1730 年にモルツィン宮廷楽団の⼆⼈

の作曲家が亡くなるまで作曲の機会を得ることができなかったと推測できる。また、い

くつかの彼の作品は、モルツィン伯爵の死後にドレスデンへ出発した後に作曲された

可 能 性が⾼いと推測されている。  

イラーネクの作品は器楽のための独奏協奏曲が主流である。その中で、彼⾃ ⾝の専⾨

楽器であったヴァイオリンの作曲に加えて、ファゴットとオーボエ、つまりモルツィン

伯爵の宮廷楽団の最も特 徴ある楽器のための作品が⽐較的多く存在している。ファゴ

ット協奏曲は 4 曲存在している。  

 

 

イラーネクのファゴット協奏曲  

題名 /調性  編 成  推測年代   

ファゴット協奏曲  ハ⻑調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明  第 2 楽章の途中までしか

筆写譜が残ってない。  

ファゴット協奏曲  ヘ⻑調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明   

ファゴット協奏曲  ト⻑調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明  第３楽章は不完全に伝承

されている  

ファゴット協奏曲  ト短調  Fg, Vn1,2, Va, Bc 不明   
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2 – 5  4 ⼈の在職期間とファゴット協奏曲の作曲年代  

以上のようにヴィヴァルディ、ファッシュ、ライヒェナウアーとイラーネクの 4 ⼈

はモルツィン伯爵に仕えており、全 員がファゴット協奏曲を作曲していた。その総数

は、ヴィヴァルディ 39 曲、ファッシュ 2 曲、ライヒェナウアー4 曲、イラーネク 4 曲

（うち 1 曲は⼤部 分 消失）であり、したがって楽曲分析の考察対象は合 計 48 曲となる。  

下の表に⽰すとおりこれら 4 ⼈の活動時期は 1723 年から 1726 年を中⼼に重なって

いる (Kapsa 2010a: 64-65) (表 8 参照 )。さらに、モルツィン宮廷楽団に所属したファゴッ

トの名⼿、メーザーの在職期間が 1719 年から 1732(1736)年であったことを考えると、

彼らがファゴット協奏曲を作曲した期間はほぼ下 表の年代に当たると考えてよいであ

ろう。しかし、上述のように 4 ⼈ともファゴット協奏曲の作曲年代や作曲地について

の詳細な情報がまったくない状 態であるため、この期間の中で、個々の曲がいつ作曲さ

れたのかについてはまったく拠り所がない。作曲家の年齢からみると、これまで述べて

きたヴィヴァルディ、ファッシュ、ライヒェナウアー、イラーネクの順にそれぞれ 4 歳

〜10 歳の年齢差があり、年齢と知名度が⾼い点から⾒てもヴィヴァルディが先ん じて

いるような印象があるが、下の表の年代範囲という⼤まかな枠の中で、年下のイラーネ

クの作品、あるいは早世したライヒェナウアーの作品がヴィヴァルディの作品よりも

年代的に早い可 能 性もあると考えられる。さらに、ヴィヴァルディの場 合には、先⾏研

究で主張されているようにファゴット協奏曲がヴェネツィアでの演奏⽤に作曲された

とすると、作曲年代の幅はもっと広がることとなる。  

 

表 8 モルツィンの宮廷楽団での在職年 (網掛け部 分 )21 

年代  1 718  1719  1720  1721  1722  1723  1724  1725  1726  1727  1728  1729  1730  1731  1732  1733  1734  

V    

F    

R    

J  

 
21 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ を V、 ラ イヒェ ナウア ー を R、 イ ラ ー ネ ク を J、 フ ァ ッシュ を F と略記
す る 。  
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また、ヴィヴァルディ、ファッシュ、ライヒェナウアーとイラーネクがドレスデンと

いう都市と深い関わりがあり、ファゴット奏者 メーザーもドレスデンで働いていたこ

とを考えると、約 140km 離れたプ ラ ハとドレスデンとの間には⾳楽家の交流があった

ことは確かである。両都市どちらの宮廷楽団でもファゴット奏者が多かったという共

通性を⾒出せる点も⾮ 常に興味深い。  

 

以上のような歴史的情報をもとに、次 章から具 体的な楽曲分析の考察に⼊る。本論⽂

においては、対象となるヴィヴァルディのファゴット協奏曲 39 作品、ファッシュのフ

ァゴット協奏曲 2 作品、ライヒェナウアー3 作品とイラーネクの 4 作品の、主に第 1 楽

章と第 3 楽章を取り上げて⽐較考察する 22。考察に使 ⽤する楽譜は、ヴィヴァルディに

ついては Ricordi 社の新 全集（Sardelli 2017）と旧全集 23、ファッシュについては、ファ

ゴット協奏曲ハ⻑調は、ダルムシュタット⼯科⼤学科⼤学国⽴図書館に所蔵されてい

る筆 写譜、ファゴット協奏曲ハ 短調は Prima la musica 社の出版譜、ライヒェナウアー

に つ い て は 、 ド レ ス デ ン⼯科⼤学ザ ク セ ン州⽴ 図 書 館 に 所蔵さ れ て い る 筆 写 譜

(Reichenauer n. d.、Reichenauer n.d.(1)、Reichenauer n.d.(2))、イラーネクについては、ダ

ルムシュタット⼯科⼤学国⽴図書館に所蔵されている筆 写譜 (Jiránek n.d.(1)、 Jiránek 

n.d.(2)、Jiránek n.d.(3)、Jiránek n.d.(4)を⽤いることとする。ヴィヴァルディ以外の作曲

家による作品の筆 写譜と浄書譜は作曲者以外の⼿によるものである。  

 

 

 
22 本論⽂の付録 に は 、 第 2 楽章を含め た す べ て の現存楽章の分析表 を⽰す 。 ただし 、 第
2 楽章に つ い て は さ まざま な形式の も の が 混在し て い る た め 、 第 3 章以降で は リ ト ル ネ ロ
形式と認め ら れ る両端楽章を⽐較考察の対象と す る 。  
23 現在出 版 さ れ て い る新全集に収録 さ れ て い る の は RV468 と RV482 のみで あ る た め 、
そ れ以外の 作 品 に つ い て は旧全集の 楽譜を 使⽤す る 。 ま た 、旧全集に 関 し て は 、コン ト ラ
バ ス ・ パ ー ト と チ ェ ン バ ロ ・ パ ー ト が付い て い る状態で あ る が 、 お そ ら く ⾃筆譜に は こ れ
ら の パ ー ト は付い て い な い と思わ れ る 。  
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第3章  ヴィヴァルディのファゴット協奏曲 

本 論 ⽂ で 楽 曲 分 析 の 対 象 と す る 作 品 の 楽 器 編 成 は 、 フ ァ ゴ ッ ト 独 奏 と 第 1 ヴ ァ イ オ

リ ン (Vn1)、第 2 ヴ ァ イ オ リ ン (Vn2)、 ヴ ィ オ ラ (Va)と 通 奏 低 ⾳ (Bc)か ら 成 る Tutti で あ

り 、い ず れ も 基 本 的 に 急 -緩 -急 の 3 楽 章 構 成 で あ る 。本 章 か ら 第 6 章 に お い て は 、そ の

中 の リ ト ル ネ ロ 形 式 に よ る 急 速 楽 章 に つ い て 考 察 す る 。   

リ ト ル ネ ロ 形 式 と は 、バ ロ ッ ク 時 代 の 協 奏 曲 に 多 く ⾒ ら れ た 形 式 で あ る 。具 体 的 に は

Tutti が リ ト ル ネ ロ 主 題 を 数 回 演 奏 し 、 そ の 間 に 独 奏 楽 器 が リ ト ル ネ ロ 主 題 と は 違 う も

の を 演 奏 し て い く こ と が 多 く 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 を R、 そ れ に

挟 ま れ る 独 奏 部 分 を S と す る な ら ば 以 下 の よ う な 図 式 で 表 す こ と が で き る 。  

 

 

 

RV 496 ト 短 調  第 1 楽 章 の 分 析 例  

⼩節 1 - 12 13 - 25 26 - 35 36 - 44 45 - 48 49 - 55 

R / S R1 S1 R2 S2 R3 S3 

調 g g - d d d - B B B - c 

 

⼩節 56 - 61 62 - 70 71 - 74 75 - 81 82 - 93 

R / S R4 S4 R5 S5 R6 

調 c - g g g g g 

 

 

 

以 下 に RV496 の 第 1 楽 章 の 譜 例 を 提 ⽰ し 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 と Solo の 交 替 を ど の よ

う に 分 析 し た か を ⽰ す 。  
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ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV 496 第 1 楽 章  

 

 

 

 

 

1 回⽬の Tutti (R1)  
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1 回⽬の Solo (S1) 
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2 回⽬の Tutti (R2) 
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2 回⽬の Solo (S2) 
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3 回⽬の Tutti (R3) 
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3 回⽬の Solo (S3) 
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4 回⽬の Solo (S4) 

4 回⽬の Tutti (T4) 
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5 回⽬の Tutti (R5) 



 46 

 

 

 
 

 

5 回⽬の Solo (S5) 
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6 回⽬の Tutti (R6) 
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こ の よ う に リ ト ル ネ ロ 主 題 R は 、 最 初 と 最 後 の 部 分 で は 主 調 で 演 奏 さ れ る 。 ト ー ル

ボ ッ ト は 、 よ り 発 達 し た ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の リ ト ル ネ ロ 形 式 楽 章 に お け る 調 の 構 成 を 主

調 2 回 、 関 係 調 1 回 、 遠 隔 調 1 回 と し て い る (Talbot 2011: 155-156)が 、 実 際 に は 、 上 記

の 例 の よ う に そ れ に 当 て は ま ら な い も の も 多 い 。そ こ で 、こ こ で は 作 品 の 外 形 的 な 特 徴

を よ り 細 か く 捉 え る こ と に 重 点 を 置 く こ と と し 、以 下 の 11 の 観 点 か ら 観 察 を ⾏ う 。す

な わ ち 、1.リ ト ル ネ ロ 主 題 の 出 現 回 数 と 主 な 調 領 域 の 数 、2.転 調 経 路 、3.最 後 か ら 1 つ

前 の Tutti（ リ ト ル ネ ロ 主 題 ） の 調 、 4.最 初 と 最 後 の Tutti（ リ ト ル ネ ロ 主 題 ） の ⻑ さ 、

5.Tutti に お け る 新 し い 素 材 、6.冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題（ R1）と Solo の 関 係 、7.Solo の

素 材 、8.リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る Tutti の 書 法 、9.Solo の 伴 奏 部 分 の 書 法 、10.Solo の

⾳ 型 、 11.構 成 上 の 独 ⾃ の ⼯ 夫 、 の 11 項 ⽬ で あ る 。 リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)と 最 初 の Solo 

(S1)の 主 題 の 旋 律 法 に つ い て は 、ヴ ィ ル ヘ ル ム・フ ィ ッ シ ャ ー  Wilhelm Fischer (1886-

1962)の よ う に 、 紡 ぎ 型 と リ ー ト 型 の 2 パ タ ー ン に 分 け る 分 析 ⽅ 法 (Fischer 1915: 24-

84 )が あ る が 、今 回 は 曲 の ⼤ ま か な 構 造 に よ り 注 ⽬ す る た め 、こ れ に つ い て の 考 察 は ⾏

わ な い 。  

ま た 第 1 楽 章 と 第 3 楽 章 の リ ト ル ネ ロ 形 式 に ど の よ う な 相 違 が あ る の か に つ い て ま
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だ 確認で き て い な い た め 、 こ こ で は 第１楽 章 と 第３楽 章 を 分 け ず に同じ観 点 で 観 察 し

て い く こ と と す る 。各楽 章 の 分 析結果は付録に ま と め て ⽰ す 。  

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 39 作 品 のアレグロ 楽 章 、す な わ ち 第 1 楽 章 と 第３楽 章 を合わせた

数 は単純に倍の 78 で は な い 。 なぜな ら RV473 の 第３楽 章 と RV501「夜」の 第 1 楽 章

は リ ト ル ネ ロ 形 式 で 書 か れ て お ら ず 、 ま た RV468 と RV482 は 第３楽 章 が伝承さ れ て

い な い か ら で あ る 。 し た が っ て 、 考 察 対 象 と な る 楽 章 数 は全部 で 74 楽 章 と な る 。  

 

 

3 - 1 リトルネロの回数と主な調領域の数 

ま ず 、対 象 曲 が 主 に幾つ の 調 領 域 で 構 成 さ れ て い る か に 注 ⽬ す る と 、曲 を 通 し て 3 つ

の 調 を 中⼼に 演 奏 さ れ る も の は 74 楽 章 中 57 楽 章 、 4 つ の 調 を 中⼼に 演 奏 さ れ る 作 品

は 74 楽 章 中 14 楽 章 で あ る 。2 つ の 調 を 中⼼に 演 奏 さ れ る 楽 章 は た っ た１つ で あ り 、5

つ の 調 に ま た が っ て 演 奏 さ れ る 曲 は 2 楽 章 のみで あ る 。他⽅ 、リ ト ル ネ ロ 主 題 が Tutti

に よ っ て 演 奏 さ れ る 回 数 に 注 ⽬ す る と 、全部 で 3 回 演 奏 さ れ る 曲 は 2 楽 章 、4 回 演 奏 さ

れ る 曲 数 は 46 楽 章 、5 回 演 奏 さ れ る 曲 数 は 22 楽 章 、6 回 演 奏 さ れ る 曲 数 は 4 楽 章 で あ

る 。こ の 2 つ の 観 点 か ら 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回 数 と幾つ の 調

を軸と し て全体 が 構 成 さ れ て い る の か と い う組み合わせを 、 以 下 の 表 の よ う に ま と め

る こ と が で き る 24。  

 

 

調 2＋R3 調 3＋R3 調 3＋R4 調 3＋R5 調 3＋R6 

RV494/III RV467/Ⅰ RV466/I,III 

RV467/III 

RV468/Ⅰ 

RV469/I,III 

RV470/I,III 

RV471/Ⅰ,III 

RV472/III 

RV473/Ⅰ 

RV472/Ⅰ 

RV478/III 

RV486/III 

RV487/Ⅰ 

RV491/III 

RV493/Ⅰ.III 

RV501/III 

RV496/Ⅰ,III 

 

 
24 主 な 調 領 域 の 数 を 調 、登場リ ト ル ネ ロ 主 題 を R と略記 す る 。  
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RV474/Ⅰ,III 

RV475/Ⅰ,III 

RV476/Ⅰ,III 

RV479/III 

RV480/Ⅰ,III 

RV481/Ⅰ,III 

RV483/Ⅰ,III 

RV484/Ⅰ,III 

RV485/Ⅰ,III 

RV489/Ⅰ,III 

RV490/Ⅰ,III 

RV492/Ⅰ/III 

RV494/Ⅰ 

RV497/Ⅰ,III 

RV498/Ⅰ,III 

RV500/Ⅰ,III 

RV503/Ⅰ,III 

RV504/Ⅰ,III 

01/74 01/74 46/74 08/74 02/74 

1.3% 1.3% 60.8% 12.1% 2.7% 

 

調 4＋R5 調 4＋R6 調 5＋R5 

RV477/Ⅰ,III 

RV478/Ⅰ 

RV482/Ⅰ 

RV486/Ⅰ 

RV487/III 

RV488/Ⅰ 

RV491/Ⅰ 

RV495/III 

RV479/Ⅰ 

RV502/III 

RV488/III 

RV495/Ⅰ 
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RV499/Ⅰ,III 

RV502/Ⅰ 

12/74 02/74 02/74 

16.2% 2.7% 2.7% 

 

 

 最 も 多 い組み合わせは 、 主 た る 調 領 域 の 数 が 3 に 対 し て リ ト ル ネ ロ 主 題 の 出 現 回 数

が 4 回 で あ り 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 62.1%が こ の パ タ ー ン で 作 曲 さ

れ て い る 。2 番⽬ に 多 い組み合わせは 、軸と な る 調 の 数 が 4 に 対 し て リ ト ル ネ ロ 主 題 の

回 数 が 5 回 で あ り 、そ の⽐率は 16.2%で あ る 。こ の こ と か ら ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ

ト 協 奏 曲 の 78.3%は 、冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 と末尾の リ ト ル ネ ロ 主 題 以 外 の 、間 に 回帰

す る リ ト ル ネ ロ 主 題 は異な る 調 で 演 奏 さ れ る と⾔え る 。し か し 、残り の 23%は 、こ の 構

成 パ タ ー ン に 当 て は ま ら ず 、極端に リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回 数 が 多 い も のや、リ ト ル ネ ロ 主

題 の 回 数 と 主 た る 調 の 数 が同じ曲 も あ り 、 さ まざま な パ タ ー ン が 確認で き る 。  

 

 

3 ‒ 2 転調経路 
次に 、リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回帰す る 時 に 、主 調 か ら ど の 調 を 経由す る か と い う 転 調 経 路

に 注 ⽬ し た 。こ こ で は 、上 記 3−1 に 多 く ⾒ ら れ た 、軸と な る 調 の 数 が 3 の場合、お よ

び軸と な る 調 の 数 が 4 の場合に 分 け て 考 察 す る 。  

 

3 つ の 調 で 構 成 さ れ る場合の 転 調 経 路 は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

 

1. (主 調→属調→属調 の平⾏ 調→主 調 )ま た は （ 主 調→属調 の平⾏ 調→属調→主 調  

2. (主 調→属調→平⾏ 調→主 調 )ま た は (主 調→平⾏ 調→属調→主 調 )  

3. (主 調→平⾏ 調→平⾏ 調 の属調→主 調 )  

4. (主 調→平⾏ 調→下属調→主 調 )  

5. そ の他   
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調 3 の 作 品  (括弧内は 主 調 ) 

1  2 3 4 5 

RV466/III (C) 

RV468/Ⅰ (C) 

RV473/Ⅰ (C) 

RV475/Ⅰ (C) 

RV476/Ⅰ (C) 

RV478/III (C) 

RV479/III (C) 

RV483/Ⅰ, III (Es) 

RV485/Ⅰ (F) 

RV490/Ⅰ,III (F) 

RV492/III (G) 

RV494/Ⅰ (G) 

RV496/Ⅰ, III (g) 

RV500/III (a) 

RV503/III (B) 

RV466/Ⅰ (C) 

RV467/III (C) 

RV469/Ⅰ (C) 

RV470/Ⅰ, III (C) 

RV471/III (C) 

RV472/Ⅰ, III (C) 

RV474/III (C) 

RV480/III (c) 

RV481/III (d) 

RV489/Ⅰ, III (F) 

RV493/Ⅰ, III (G) 

RV498/III (a) 

RV501/III (B) 

RV503/Ⅰ (B) 

RV467/Ⅰ (C) 

RV469/III (C) 

RV475/III (C) 

RV476/III (C) 

RV485/III (F) 

RV497/III (a) 

RV504/III (B) 

RV471/Ⅰ (C) 

RV474/Ⅰ (C) 

RV480/Ⅰ (c) 

RV498/Ⅰ (a) 

RV500/Ⅰ (a) 

RV481/1 (d) 

RV484/I, III (e) 

RV486/III (F) 

RV487/Ⅰ (F) 

RV491/III (F) 

RV492/Ⅰ (G) 

RV497/Ⅰ (a) 

RV504/Ⅰ (B) 

18/57 18/57 7/57 5/57 9/57 

31.5% 31.5% 12.2% 8.7% 15.7% 

 

 

曲 を 構 成 す る 主 な 調 が 3 つ の場合、 最 も 多 い 転 調 の パ タ ー ン は 1 と 2 で あ り 、 そ の

割合は全体 の ど ち ら も 31.5%で あ る 。全体 の う ち 63%は 主 調 に 対 し て 、属調 、平⾏ 調 、

属調 の平⾏ 調 の範囲内のみを 経由し て 転 調 す る こ と が わ か る 。 そ の次に 多 い 転 調 パ タ

ー ン は 3 で あ り 、平⾏ 調 の属調 を 経由す る こ と が 特 徴 的 で あ る 。全体 の 12.2%が こ の

転 調 パ タ ー ン に 当 て は ま る 。下属調 が ⾒ ら れ る 4 は 57 楽 章 中 5 楽 章 に し か 当 て は ま ら

な い 。 こ れ は 8.7%と 1 割以 下 で あ る 。 5 は そ の他の パ タ ー ン で あ る が 、 そ のほとんど

に 下属調 の平⾏ 調 が含ま れ て お り 、細 か く 分類す る と 5 つ の 項 ⽬ と な る が 、い ず れ も 1

割未満と な っ て い る 。  
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パ タ ー ン 1 ハ⻑ 調 の場合 25 

R 1 S 1 R 2 S 2 R3 S 3 R 4  

C Dur C Dur G Dur G Dur e moll e moll C Dur 

 

 

次に 4 つ の 調 で 構 成 さ れ る場合の 転 調 経 路 は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

 

6. (主 調→属調→平⾏ 調→下属調→主 調 )ま た は (主 調→平⾏ 調→属調→下属調→主 調 ) 

7. (主 調→属調→平⾏ 調→平⾏ 調 の属調→主 調 )ま た は (主 調→平⾏ 調 の属調→属調→

平⾏ 調→主 調 ) 

8. そ の他   

 

 

調 4 の 作 品  

6 7 8 

RV479/Ⅰ (C) 

RV482/Ⅰ (d) 

RV486/Ⅰ  (F) 

RV487/III (F) 

RV499/I, III (a) 

RV502/III (B) 

RV477/Ⅰ, III (C) 

RV488/Ⅰ (F) 

RV491/Ⅰ (F) 

RV478/Ⅰ(C) 

RV495/III (g) 

RV502/Ⅰ (B) 

 

 

7/14 4/14 3/14 

50% 28.5% 21.4% 

 

 

曲 を 構 成 す る 主 な 調 が 4 つ の場合、最 も 多 い 転 調 の パ タ ー ン は 6 で あ り 、1 に 下属調

 
25 R1 は Tutti によって演奏される１回⽬のリトルネロ主題の部分、S1 は独奏ファゴット
によって演奏される１回⽬の Solo 部分を指す。リトルネロ主題ではない Tutti 部分は R
として数えないこととする。 
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が加わ っ た も の で あ る 。  

 

 

パ タ ー ン 6 ハ⻑ 調 の場合  

R 1 S 1 R 2 S 2 R3 S 3 R 4  S 4 R5 

C Dur C Dur G Dur G Dur a moll a moll F Dur F Dur C Dur 

 

 

そ の次に 多 い も の は 7 で あ り 、平⾏ 調 の属調 を 経由す る 。 調 3 と 調 4 の合計全 71 楽

章 に 多 い パ タ ー ン は 1,2,6 で あ る と ⽰ す こ と が で き る 。し か し 、前 章 と同様に 、転 調 の

種類に 関 し て も あ る 特定の パ タ ー ン に偏る こ と は な く 、 か な り バ ラエティ に富んで い

る こ と が わ か る 。  

 

 

3 ‒ 3 最後から 1 つ前の Tutti (リトルネロ主題)の調について  

最 後 か ら 1 つ 前 の Tutti(リ ト ル ネ ロ 主 題 )と は 、 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ の合計回 数 が

4 回 の場合、3 回 ⽬ の リ ト ル ネ ロ を指す 。そ の 際 に 、転 調 し た 調 で リ ト ル ネ ロ が 奏 さ れ

る場合と 、主 調 以 外 で始ま る も の の すぐ主 調 に戻っ て 奏 さ れ る場合と の⼆通 り が あ る 。 

 

 

１ . 主 調 以 外 の 調 で 演 奏 さ れ る  

２ . 開始後 すぐ主 調 に 転 調 す る  

 

 

1 2 

RV466/Ⅰ,III 

RV467/Ⅰ  

RV468/Ⅰ  

RV469/Ⅰ,III 

RV470/III 

RV467/III 

RV470/Ⅰ  

RV471/III 

RV472/III 

RV474/Ⅰ/III 
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RV471/Ⅰ  

RV472/Ⅰ  

RV473/Ⅰ  

RV475/Ⅰ,III 

RV476/Ⅰ,III 

RV477/Ⅰ,III 

RV478/Ⅰ,III 

RV479/Ⅰ,III 

RV480/Ⅰ,III 

RV481/Ⅰ,III 

RV482/Ⅰ  

RV483/Ⅰ,III 

RV484/Ⅰ  

RV486/III 

RV487/Ⅰ,III 

RV488/Ⅰ  

RV491/Ⅰ,III 

RV492/Ⅰ  

RV493/Ⅰ,III 

RV494/Ⅰ,III 

RV495/Ⅰ,III 

RV496/III 

RV499/Ⅰ,III 

RV500/Ⅰ  

RV501/III 

RV502/Ⅰ,III 

RV503/III 

RV484/III 

RV485/Ⅰ,III 

RV486/Ⅰ  

RV488/III 

RV489/Ⅰ,III 

RV490/Ⅰ,III 

RV492/III 

RV496/Ⅰ 26, 

RV497/I,III 

RV498/Ⅰ,III 

RV500/III 

RV503/Ⅰ  

RV504/Ⅰ,III 

49/74 25/74 

66.2% 33.7% 

 
26 RV496/I のみ最後から 2 つ前の Tutti に⾒られる。 
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1 の パ タ ー ン で は 、 回帰さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が すぐに 冒 頭 の 調 に戻ら な い の で 、

主 調 以 外 の 調 の 時 間 が ⻑ い と い う こ と に な る 。反対 に 2 の場合、 回帰す る リ ト ル ネ ロ

主 題 は 数⼩節で 主 調 に 転 調 さ れ る た め 、 楽 章全体 を 通 し て 、 主 調 で リ ト ル ネ ロ 主 題 が

奏 さ れ て い る 時 間 が ⻑ い こ と に な る 。１の 楽 章 が 66.2%(49/74)、 す な わ ち全体 の三

分 の⼆を占め 、 2 の 楽 章 が 33.7%（ 25/74） と い う割合に な っ て い る 。  

 

 

3 - 4  最初と最後の Tutti（リトルネロ主題）の⻑さ 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲全て のアレグロ 楽 章 を概観 す る と 、末尾の リ ト

ル ネ ロ が縮⼩さ れ て 短 く 演 奏 さ れ る 曲 と 、 冒 頭 と末尾の リ ト ル ネ ロ 主 題 が同じ⻑ さ と

内容で 演 奏 さ れ る 曲 27と が ⾒ ら れ る 。 そ こ で筆者は 、 こ の割合を整理し 表 に ま と め

た 。  

 

１ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が異な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が同じ⻑ さ と内容で 演 奏 さ れ る  

 

 

1 2 

RV466/III 

RV468/I 

RV469/I, III 

RV470/III 

RV471/I, III 

RV472/I, III 

RV475/I, III 

RV476/I, III 

RV478/I, III 

RV479/I 

RV466/I 

RV467/I, III 

RV470/I 

RV473/I 

RV474/I, III 

RV477/I, III 

RV479/III 

RV480/I 

RV482/I 

RV483/I 

 
27 後奏で終⽌する⼩節が１⼩節増えることがある。 
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RV480/III 

RV481/I, III 

RV483/III 

RV484/I, III 

RV485/I, III 

RV486/I 

RV487/III 

RV488/I, III 

RV489/I, II 

RV490/III 

RV492/I 

RV493/I, III 

RV494/III 

RV495/I, III 

RV497/I, III 

RV498/I, III 

RV501/III 

RV502/I 

RV503/I, III 

RV504/III 

RV486/III 

RV487/I 

RV490/1 

RV491/I, III 

RV492/III 

RV494/I 

RV496/I, III 

RV499/I, III 

RV500/I, III 

RV502/III 

RV504/I 

46/74 28/74 

62.1% 37.8% 

 

 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の半分 以 上 、 62.1%(46/74） に お い て 、 冒 頭 と

末尾の Tutti が異な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る 。詳し く 分 析 す る と 、 最 初 の リ ト ル ネ ロ 主 題

(R1)で す で に 演 奏 さ れ た 楽句の幾つ か が 、 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 で は全く 演 奏 さ れ な

か っ た り 、 そ れぞれ の 楽句が わ ず か に縮⼩さ れ て 、全体 的 に 短 く な っ て い た り し て い

る こ と が わ か っ た 。反対 に 、残り の お よ そ３分 の 1、 す な わ ち全体 の 37.8% (28/74)

の 楽 章 で は 最 初 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 の ⻑ さ が同じで あ る こ と が わ か っ た 。  
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3 ‒ 5  Tutti における新しい素材について 
い く つ か の 曲 で は 中 間 の Tutti で 、 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で は全く 演 奏 さ れ て

い な い 新 し い 素 材 が挿⼊さ れ た り 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 の 素 材 が全く異な る順番で 演 奏 さ

れ た り し て い る こ と が 確認で き る 。 そ の 新 し い 素 材 が ど の よ う に 演 奏 さ れ る か 、筆者

は２つ の パ タ ー ン に 分 け て整理す る こ と に し た 。 74 楽 章 中 11 楽 章 が こ れ に 当 て は ま

る 。  

 

 

１ . 最 初 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の 素 材 と共に 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る 、 ま た は そ れ ら

が変化し て 演 奏 さ れ る  

２ . 最 初 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で は 演 奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 だ け が 演 奏 さ れ る  

 

 

1 2 

RV475/III 

RV471/III 

RV476/I 

RV478/III 

RV479/I 

RV488/I 

RV492/I 

RV494/III 

RV499/I 

RV467/I 

RV469/I 

9/74 2/74 

12.1% 2.7% 

 

 

1 は 、 最 初 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で 演 奏 さ れ た 素 材 と共に 新 し い 素 材 が使わ れ た
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り 、 素 材 は同じだ が 、 そ の 素 材 が 演 奏 さ れ る順番が異な っ た り す る も の で あ り 、 ヴ ィ

ヴ ァ ル デ ィ の 考 察 対 象 楽 章 の 12.1%（ 9/74） が 、 こ の 項 ⽬ に 当 て は ま る 。 RV479/I で

は 、 前 奏 後 奏合わせて 6 回 も リ ト ル ネ ロ 主 題 が 演 奏 さ れ る が 、 5 回 ⽬ を除い て 、毎回

新 し い 素 材 が加わ る （ 譜 例 1=A, 1=B 参照）。  

 

 

 

譜 例 1 ‒ A ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV479/I, 2 回 ⽬ の Tutti (R2) 

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

B.c 

2 回⽬の Tutti (R2) 

1 回 ⽬ の Solo (S1)の終わ り 部 分  
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2 回 ⽬ の Tutti (R2)に お い て 、 26 ⼩節か ら 30 ⼩節ま で は 1 回 ⽬ の Tutti (R1)で 演 奏 さ

れ た リ ト ル ネ ロ 主 題  a, b の 素 材 で あ る が 、 31 ⼩節か ら 32 ⼩節の 2 拍⽬ ま で は 新 し い

素 材 c が追加さ れ て い る 。  

 

Fg 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 B.c 

B.c 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

新しい素材 

2 回⽬の Solo (S2) 31 32 

[  a  ]  [  b  ]  

[  c ] 
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譜 例 1 ‒ B ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV479/I, 3 回 ⽬ の Tutti(R3) 

 
3 回 ⽬ の Tutti (R3)に お い て は 、 49 ⼩節〜50 ⼩節で 、 1 回 ⽬ の Tutti (R1)で も 2 回 ⽬

の Tutti (R2)で も 演 奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 が追加さ れ て い る 。  

Va 

 

1.Vn 

2.Vn 

Bc 

Fg 
[  a  ]  3 回 ⽬ の Tutti (R3) 

[  d  ]  新しい素材 
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こ れ と は反対 に パ タ ー ン 2 に お い て は 、 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で 演 奏 さ れ た 素

材 と は別に 、全く 演 奏 さ れ た こ と な い 素 材 が 2 回 ⽬ の Solo（ S2） 後 に 演 奏 さ れ る 。 た

と え ば 、 RV467/I の 第 2 回 ⽬ の 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト 部 分 (S2)の 後 に は 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 で

は 演 奏 さ れ な か っ た 素 材 が 間 奏  (Z1)と し て Tutti で挿⼊さ れ る (譜 例 2 参照 )。 こ れ に

よ っ て 、 オ ーケスト ラ で 演 奏 さ れ る Tutti は全部 で 4 回 で は あ る が 、 リ ト ル ネ ロ 主 題

は 、 最 初 、 第 2 回 ⽬ と 最 後 を合わせて合計 3 回 と い う こ と に な る 。  

 

 

譜 例 2 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV467/I, ３回 ⽬ の Tutti (Z1) 

 

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 

新しい素材だけの間奏(Z1) 

2 回⽬の Solo (S2)の終わり部

分 
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譜 例 2 の 94 ⼩節か ら 101 ⼩節は 3 回 ⽬ の Tutti と な る が 、1 回 ⽬ (R1)と 2 回 ⽬ (R2)の

リ ト ル ネ ロ 主 題 で 演 奏 さ れ て い な い全く 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る た め 、 リ ト ル ネ ロ 主

題 (R3)と は 捉 え ら れ な い 。  

こ の よ う に 、冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 で 演 奏 さ れ な か っ た 素 材 だ け が 中 間 の Tutti で 演

奏 さ れ る 例 は 、全体 の た っ た 2.7% (2/74) と⾮常に少な い 。新 し い 素 材 が何か し ら の 形

で 演 奏 さ れ る 例 、す な わ ち 1 と 2 を合わせて も 、12.1% (9/74) と少な い 。し か し 、ヴ ィ

ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 で は 、 こ の よ う な ⼯ 夫 が施さ れ て い る 例 が あ る こ と を

報告し て お く 。  

 

 

 

 

[  o ]  
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3 ‒ 6 最初のリトルネロ主題(R1)の素材と Solo の関係 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 考 察 対 象 曲 の リ ト ル ネ ロ 主 題 と Solo の 素 材 に 注 ⽬ す る と 、 冒 頭 の

リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の 素 材 が 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト で も 演 奏 さ れ る 例 が 74 楽 章 中 21 楽 章 確

認で き た 。筆者は 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ た 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 、Solo の ど こ で

演 奏 さ れ る か と い う 点 に 注 ⽬ し 、該当 す る 21 楽 章 を 以 下 の 3 つ の 項 ⽬ に 分類し た 。  

 

 

１ . リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で 提 ⽰ さ れ た 素 材 が Solo の 冒 頭 で 演 奏 さ れ る  

２ . リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で 提 ⽰ さ れ た 素 材 が Solo の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る  

３ . 1 と 2 の両⽅ が ⾒ ら れ る  

 

 

1 2 3 

RV468/I 

RV480/III 

RV487/I 

RV488/I 

RV489/I, III 

RV490/I 

RV495/I 

RV496/I 

RV466/I 

RV471/I 

RV483/I 

RV486/III 

RV491/III 

RV492/III 

RV469/1 

RV470/I, III 

RV475/III 

RV484/I 

RV497/I 

RV498/III 

9/74 6/74 7/74 

12.1% 8.1% 9.4% 

 

 

最 も 多 い の は 1 で あ り 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト が 冒 頭 (S1)で リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る パ

タ ー ン で あ る 。 こ の よ う な 形 式 は 、 後 の古典派⾳ 楽 の 時 代 の 独 奏 協 奏 曲 の先駆け の よ

う な印象 を与え る 。 RV489/I の 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト の 最 初 (S1)の 素 材 は 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ

主 題 (R1)の ヴ ァ イ オ リ ン ・ パ ー ト の 旋 律 と全く同じで あ る （ 譜 例 3-A, 3-B 参照）  
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譜 例 3 – A ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ：RV489/I, 冒 頭 の Tutti (R1)  

 

譜 例 3 – B ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ RV489/I 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト の 冒 頭 部 分  (S1)  

 

 

 

 こ れ に 対 し て 、 2 の パ タ ー ン の場合に は 、 Solo の 冒 頭  (S1)が 新 素 材 で始ま り 、 1 回

⽬ の Tutti (R1)で既に 提 ⽰ さ れ た 旋 律 が Solo の 中 間 部 分や後半部 分 で 演 奏 さ れ る (譜

例 4-A, 4-B 参照 )。   

19 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 

1 回⽬の Tutti  (R1) 

[  a  ]  

[ c ] [ d ] [  a  ]  
1 回⽬の Solo (S1) 
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譜 例 4 – A ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ：RV471/1, １回 ⽬ の Tutti (R1)  

 

 

 

 

 

Bc 

Va 

 

2.Vn 

1.Vn 

Fg 

[  b  ]  

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 

[  a  ]  



 67 

譜 例 4 – B ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ：RV471/1,２回 ⽬ の Solo (S2)  

 

 
 

 

RV471/I に お い て 、冒 頭 の Tutti (R1)の 7 ⼩節⽬ か ら 12 ⼩節⽬ は 、第 1 ヴ ァ イ オ リ ン と

第 2 ヴ ァ イ オ リ ン に よ っ て同じリズム の動機［b］が掛け合い に な る 部 分 で あ る 。こ の

形 が 2 回 ⽬ の Solo (S2)の 79 ⼩節⽬ か ら 83 ⼩節⽬ で は 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト と 第 1 ヴ ァ イ オ

リ ン に よ っ て 演 奏 さ れ る 。 こ のソロ と リピエーノの掛け合い は⾮常に 注 ⽬ すべき 点 で

あ り 、 こ の 曲 で は ヴ ァ イ オ リ ン が単に 伴 奏 の補強や独 奏 フ ァ ゴ ッ ト に休符が あ る 時 の

挿⼊  (Einwurf) を す る だ け で は な い こ と が わ か る 。  

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 
Bc 

[  b  ]  

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 
Bc 

[  o ]  
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3 ‒ 7 Solo の素材 

  独 奏 フ ァ ゴ ッ ト が 演 奏 す る 旋 律 素 材 を概観 し た と ころ、既に 演 奏 さ れ た 旋 律 が 後 に

な っ て再び現 れ る 例 を 74 楽 章 中 20 楽 章 で 確認す る こ と が で き た 。 そ の 旋 律 の再現 の

仕⽅ は ⼤ き く 2 つ の タ イプに 分 か れ る 。  

 

 

１ . １回 ⽬ の Solo (S1)の 冒 頭 で 演 奏 さ れ る 旋 律 が 後 に再現 さ れ る 、 ま た は似た よ う な

⾳ 型 が 演 奏 さ れ る  

２ . １回 ⽬ の  Solo (S1)の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る 旋 律 が 後 に再現 さ れ る 、 ま た は似た よ

う な ⾳ 型 が 演 奏 さ れ る  

３ .  1 と 2 の両⽅ が ⾒ ら れ る  

 

 

1 2 3 

RV466/I 

RV472/III x 

RV480/III 

RV481/I, III 

RV484/I 

RV488/I, III 

RV494/III 

RV495/III 

RV498/III 

RV504/I 

RV475/I 

RV479/I 

RV480/I 

RV495/I 

RV498/III 

RV499/I 

RV502/III 

 

12/74 8/74  

16.2% 10.8%  

 

 

  1 は全体 の 16.2%、2 は 10.8%と あ ま り差が な い が 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協

奏 曲 のアレグロ 楽 章 で は 、リ ト ル ネ ロ 主 題 の 素 材 が 回帰す る だ け で は な く 、74 曲 中 20
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楽 章 、す な わ ち 27%の 例 に お い て Solo の 旋 律 も 回帰す る こ と は 、注 ⽬ すべき 点 で あ る  

  た と え ば RV495/III で は 、独 奏 フ ァ ゴ ッ ト が 1 回 ⽬ の Solo (S1)の 冒 頭（ 353 ⼩節〜）

で 演 奏 し た 旋 律 が 、 4 回 ⽬ の Solo (S4)の 最 初 （ 400 ⼩節〜） に 演 奏 さ れ 、全部 で 2 回

同じ旋 律 が 演 奏 さ れ る（ 譜 例 5 参照）。RV472/III で は 、Solo の 冒 頭 (S1)で 演 奏 さ れ た

リズム動機が 後 に 3 回 も 演 奏 さ れ 、同じリズム を持つ動機が合計 4 回 も 演 奏 さ れ る 。  

 

 

 

譜 例 5 ‒ A ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV 495/III, 1 回 ⽬ の Solo (S1)   

 

Bc 

Va 

 

1.Vn 

2.Vn 

Fg 

1 回⽬の Solo (S1) 

[  aʼ ]  
1 回⽬の Tutti  (R1)の終わり部

分 
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譜 例 5 ‒ B ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV 495/III, 4 回 ⽬ の Solo (S4)  

 
 

 

  タ イプ 2 に該当 す る 作 品 は タ イプ 1 よ り少な く 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト ・ パ ー ト の 1 番最

初 の 旋 律 が１回 し か 出 現 し な い 点 で タ イプ１と異な っ て い る 。 RV498/I で は 、 1 回 ⽬

の Solo（ S1, 14 ⼩節〜）、 す な わ ち 18 ⼩節⽬ か ら 22 ⼩節ま で の 旋 律 が 、 3 回 ⽬ の

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 
Bc 

[  b  ]  [  c ] 

4 回⽬の Solo (S4) 

[  b  ]  [  i  ]  
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Solo (S3)の 前半で あ る 62 ⼩節⽬ か ら 66 ⼩節⽬ ま で再度演 奏 さ れ る （ 譜 例 6 参照）。

こ の 素 材 は 、 2 回 以 上 演 奏 さ れ 、 第 1 楽 章 を 通 し て断⽚的 に合計 6 回ほど 演 奏 さ れ

る 。 2 回 ⽬ の Solo (S2)で は こ の 素 材 が 短 く は あ る も の の 2 回挿⼊さ れ て い る 。 3 回 ⽬

の Solo (S3)の 後半も同様で あ る 。  

 

譜 例 6 ‒ A ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV498/I, 1 回 ⽬ の Solo (S1) 

 

 

Bc 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 
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譜 例 6 ‒ B ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV498/I 3 回 ⽬ の Solo (S3)  

 

 

 

タ イプ 2 に 当 て は ま る 曲 の 特 徴 と し て 、再度演 奏 さ れ る 素 材 は 、1 回 ⽬ と は 違 う 調

で 演 奏 さ れ た り 、異な る 伴 奏 の リズム で 演 奏 さ れ た り し て お り 、全く同じこ と を繰り

返す こ と は原則的 に な い 。 ま た 、 特定の リズム を持つ動機が い く つ も 演 奏 さ れ る 曲 も

あ り 、RV472/III に お い て は 特定の 旋 律 で は な く 、 特定リズム で あ る三連符の ⾳ 型 が 独

奏 フ ァ ゴ ッ ト に よ っ て何度も 演 奏 さ れ る 。  

 

 

3 ‒ 8  リトルネロ主題を演奏する Tutti の書法 
  リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る Tutti は 、 Vn1, Vn2, Va と Bc か ら 成 る 4 声部 で あ る 。

リ ト ル ネ ロ 主 題 で 、 Tutti の各楽 器 が ど の よ う な役割を担っ て い る の か概観 す る と 、

曲 に よ っ て様々で あ る こ と が わ か っ た 。 そ こ で筆者は リ ト ル ネ ロ 主 題 の 書 法 を 以 下 の

アか らエの 4 つ の タ イプに 分 け る こ と に し た 。  

62 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 
Bc 
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ア .  基 本 的 に Vn1, Vn2, Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 28      

イ .  基 本 的 に Vn1, Vn2 対  Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 29  

ウ .  4 つ の声部 が異な る動き を す る傾向が強い   

エ .  ユニゾン 、 ま た は 4 つ の声部 が同じリズム で 演 奏 さ れ る傾向が強い   

 

 

各曲 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が ど の タ イプで 書 か れ て い る か を 1 ⼩節単位で 分 析 し 、 リ ト

ル ネ ロ 主 題 の合計⼩節数 に 対 す る割合を算出 し て整理し た結果は 以 下 の と お り で あ

る 。  

 

 

アが多い イが多い ウが多い エが多い アとア以

外のどれ

か 

ア以外の

書法 2 種 

アとア以外

の書法 2 種

類 

全て  

同程度  

RV466/I 

RV466/III 

RV467/I 

RV467/III 

RV471/I 

RV472/I 

RV473/I 

RV475/I 

RV478/I 

RV479/I 

RV480/III 

RV481/III 

RV470/I 

RV474/I 

RV474/III 

RV485/I 

RV489/I 

RV491/III 

RV496/III 

RV497/III 

RV500/I 

RV501/III 

RV504/III 

RV482/I 

RV486/III 

RV488/I 

RV490/I 

RV491/I 

 

RV469/III 

RV476/III 

RV477/III 

RV483/III 

RV485/III 

RV488/III 

RV495/I 

RV499/I 

 

RV475/III 

RV478/III 

RV479/III 

RV480/I 

RV481/I 

RV484/I 

RV486/I 

RV494/III 

RV500/III 

RV504/I 

RV470/III 

RV476/I 

RV477/I 

RV493/I 

RV471/III 

RV489/III 

RV492/I 

RV502/III 

RV468/I 

RV469/I 

RV493/III 

RV494/I 

RV498/I 

 
28 Vn1, Vn2 対 Va, Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
29 Vn1 対 Vn2, Va 対 Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
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RV483/I 

RV484/III 

RV487/I 

RV487/III 

RV490/III 

RV492/III 

RV495/III 

RV496/I 

RV497/I 

RV498/III 

RV499/III 

RV503/I 

RV503/III 

26/74 11/74 5/74 8/74 10/74 4/74 4/74 5/74 

35.1% 14.8 6.7% 10.8% 13.5% 5.4% 5.4% 6.7% 

 

 

  以 上 の結果を ⾒ る と 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の リ ト ル ネ ロ 主 題 は 、ア

（Vn1, Vn2, Va 対  Bc） の 書 法 が 最 も 多 く 、 そ の割合は 35.1%で あ る 。 そ の次に 多 い

の は イ （Vn1, Vn2 対  Va 対  Bc）＋ア以 外 の 書 法 で あ る こ と か ら 、 基 本 的 にアの パ タ

ー ン が 中⼼と⾔え る 。アを 基 本 的 な 書 法 と し て 作 曲 さ れ て い る 曲 は全体 の う ち 54%で

あ る 。  

 興味深い こ と に 、Tutti が リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 し て い る 際 に Solo が混ざる 例 が 74

楽 章 中 2 楽 章 だ け 確認で き る 。RV 496/III の２回 ⽬ の Tutti (R2)で は 、 冒 頭 の Tutti (R1)

で ヴ ァ イ オ リ ン が 演 奏 し て い た 素 材 を フ ァ ゴ ッ ト が 演 奏 す る (譜 例 7 参照 )。RV496/III

と同様の 例 は 、RV481/I に も複数箇所⾒ ら れ る 。  
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譜 例 7 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV496/III ２回 ⽬ の Tutti (R2)  

 

Bc 

Vla 

 

2.Vn 

1.Vn 

Fg 

1 回⽬の Solo (S1) 

2 回⽬の Tutti (R2) [ f  ] 

[ a ] 
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183 ⼩節か ら 185 ⼩節の 素 材 は フ ァ ゴ ッ ト で 演 奏 さ れ る が 、 こ れ 以 外 の リ ト ル ネ ロ

主 題 （ R1, R3, R6） で は ヴ ァ イ オ リ ン に よ っ て 演 奏 さ れ る 。  

 

 

 

3 ‒ 9  Solo の伴奏部分の書法 
筆者は 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト の Solo が 演 奏 さ れ て い る 時 に 、 ど の 楽 器 が ど の よ う に 伴 奏

し て い る の か 、 Tutti の各楽 器 が ど の よ う な役割を担っ て い る か に 注 ⽬ し た 。⼿順と

し て は 、 Solo の全⼩節の う ち 、 伴 奏 が 以 下 に 記 す各項 ⽬ に 当 て は ま る⼩節の割合を算

出 し整理し た 。  

 

 

[ b ]をファゴットが演奏する  
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B.  通 奏 低 ⾳ のみ  

T.  Tutti 全体  (も し く は 通 奏 低 ⾳＋ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オ ラ ) 

V.  ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オ ラ だ け で 伴 奏 さ れ る 、 も し く はアンサンブル す る  

E.  投げ⼊れ （ ま た は繋ぎ ）  

C.  Solo に 対 し て Tutti（ あ る い は 特定の パ ー ト ） が応答、掛け合い を す る  

Z.  Solo と ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オ ラ が⼀緒に 素 材 を 演 奏 す る 。  

O.  伴 奏 な し  

 

 

B のみ、またはほぼ B B が多いが、その他も多少ある  T が多い  V が多い  

RV468/I 

RV469/I, III 

RV476/III 

RV478/I 

RV479/III 

RV482/I 

RV486/I, III 

RV487/I, III 

RV495/III 

RV501/III 

RV502/I, III 

RV466/I, III 

RV467/I, III 

RV470/I, III 

RV471/I, III 

RV473/I 

RV474/III 

RV475/I, III 

RV476/I 

RV477/I, III 

RV478/III 

RV479/I 

RV480/I, III 

RV481/I, III 

RV483/III 

RV484/I III 

RV485/I, III 

RV488/I, III 

RV489/I, III 

RV490/I, III 

RV491/I, III 

RV472/III 

RV474/I 

RV483/I 

RV500/III 

RV472/I 
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RV492/I, III 

RV493/I, III 

RV494/I, III 

RV495/I, 

RV496/I, III 

RV497/I, III 

RV498/I, III 

RV499/I, III 

RV500/I 

RV503/I, III 

RV504/I,III 

15/74 54/74 4/74 1/74 

20.2% 72.9% 5.4% 1.3% 

 

 

 分 析 し た結果、 Solo が 演 奏 さ れ る 時 の Tutti は 、 基 本 的 に 通 奏 低 ⾳ のみで Solo の 伴

奏 を す る割合が 最 も ⼤ き い こ と が明ら か と な っ た 。ほぼ通 奏 低 ⾳ のみで 伴 奏 さ れ る 楽

章 と 、 基 本 的 に 通 奏 低 ⾳ のみで 伴 奏 さ れ る が 、 ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オ ラ が和⾳ の補強

を担っ た り 、 ヴ ァ イ オ リ ン だ け で 伴 奏 さ れ た り 、 そ の他の 特 徴 も含ま れ る 楽 章 の合計

数 は 69 楽 章 と全体 の う ち の 93.2%で あ る 。 こ の こ と か ら 、 多種多様な Tutti の扱い ⽅

が ⾒ ら れ る が 、 基 本 的 に Solo が 演 奏 し て い る 時 は 通 奏 低 ⾳ を 中⼼に 伴 奏 す る こ と が

多 い の が ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 特 徴 の⼀つ で あ る 。  

例 と し て RV 496/I を ⾒ てみる と 、 基 本 的 に 通 奏 低 ⾳ だ け で 伴 奏 し て い る こ と が明

ら か で あ る (譜 例 8 参照 )。  
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譜 例 8 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ : RV496/I １回 ⽬ の Solo (S1) 

 

 

 

し か し な が ら 、同じ曲 の 中 で も 、様々な 伴 奏 の仕⽅ が あ る こ と が 確認で き る 。 ヴ ァ

イ オ リ ン と ヴ ィ オ ラ が和⾳ の補強に参加す る と き も あ れ ば 、 Solo パ ー ト に休符が あ る

と き に 、 ⾳ 楽 が⽌ま ら な い よ う に投げ⼊れや繋ぎ の 素 材 が Tutti 全体 に よ っ て 演 奏 さ

れ る 部 分 も あ る (譜 例 9 参照 )。 ま た 、 第 1 ヴ ァ イ オ リ ン と 第 2 ヴ ァ イ オ リ ン だ け で 伴

奏 す る 例 （ 譜 例 10 参照） も 確認で き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Vla 

 
B.c 



 80 

 譜 例 9 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ  : RV496/I ２回 ⽬ の Solo (S2)  

 
 

譜 例 10 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ  : RV496/I  4 回 ⽬ の Solo (S4) 

 

B.c 

Vla 

 

2.Vn 

1.Vn 

Fg 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Vla 

 
B.c 

(投げ⼊れ) 
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3 ‒ 10  Solo (独奏ファゴット)の⾳型 
  考 察 対 象 曲 の 独 奏 パ ー ト を概観 す る と 、 当然の こ と な が ら技巧的 な動き が た く さん

⾒ ら れ る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 多⽤す る ⾳ 型 に ど の よ う な 特 徴 が あ る の か 、 Solo の ⾳ 型

に は い く つ か の パ タ ー ン が存在す る の か と い う こ と 、 す な わ ち彼が フ ァ ゴ ッ ト 奏者に

要求し て い た こ と を明ら か に す る た め に 、 独 奏 パ ー ト に使⽤さ れ て い る ⾳ 型 に 楽節単

位で 注 ⽬ し た 。 そ の結果、 以 下 の よ う に 7 種類の 特 徴 的 な ⾳ 型 を ⾒ 出 す こ と が で き

た 。  

 

 

ア .  順次進⾏  (ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV495、 188〜191 ⼩節 ) 

 
イ .  １オ ク タ ーブ以内の跳躍⾳ 型 （ 分散和⾳ を含む）  

 (ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV496、 49〜51 ⼩節 )  

 

ウ .  9 度以 上 の跳躍⾳ 型  (ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ : RV467、 131〜133 ⼩節 )

 

エ .  アと イ の ⾳ 型 が組み合わ さ れ て い る も の  （ ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ : RV483、 77〜80 ⼩

節）
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オ . アとウの ⾳ 型 が組み合わ さ れ て い る も の  (ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ： RV467、 248〜250 ⼩

節 ) 

 

カ .  声楽 的 な ⾳ 型  (ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ：RV496、63〜67 ⼩節 )  

 

キ . 装飾⾳符が 特 徴 的 な ⾳ 型  (ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ ：RV473、44〜46 ⼩節 ) 

 

ク . そ の他の 特 徴 的 な ⾳ 型  

 

 

 こ れ ら の ⾳ 型 が ど の割合で使⽤さ れ て い る か を整理し た結果は 、 以 下 の 表 の と お り

で あ る 。  

 

 

アが⽐較的多い  アとエが⽐較的多い  アとキが⽐較的多い  ア以外が⽐較的多い  3 つ以上の特徴の

割合が同程度  

RV466/I 

RV467/I 

RV467/III 

RV468/I 

RV469/I 

RV470/I 

RV470/III 

RV466/III 

RV469/III 

RV471/I 

RV474/I 

RV475/I 

RV475/III 

RV478/III 

RV471/III 

RV473/I 

RV485/I 

RV489/III 

RV490/III 

RV499/I 

RV472/III 

RV476/I 

RV476/III 

RV477/I 

RV479/III 

RV481/III 

RV482/I 

RV478/I 

RV479/I 

RV483/III 

RV491/III 

RV493/III 

RV496/I 

RV496/III 
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RV472/I 

RV474/III 

RV477/III 

RV480/I 

RV481/I 

RV484/I 

RV485/III 

RV487/III 

RV488/III 

RV492/III 

RV493/I 

RV494/I 

RV494/III 

RV495/I 

RV497/III 

RV499/III 

RV502/III 

RV504/I 

RV504/III 

RV480/III 

RV484/III 

RV486/III 

RV491/I 

RV495/III 

RV498/III 

RV500/I 

RV502/I 

RV483/I 

RV486/I 

RV487/I 

RV488/1 

RV489/I 

RV490/I 

RV492/I 

RV497/I 

RV500/III 

RV503/I 

RV503/III 

 

RV498/I 

RV501/III 

 

26/74 15/74 6/74 18/74 9/74 

35.1% 20.2% 8.1% 24.3% 12.1% 

 

 

  上 の 表 か ら 、 Solo の ⾳ 型 で 最 も 多 い の は順次進⾏ （ア） で あ る こ と が わ か る 。順次

進⾏ を含む⾳ 型 パ タ ー ン の割合は全体 の 63.4%を占め て い る 。  

ア以 外 の ⾳ 型 が 多 い 18 楽 章 に つ い て さ ら に 細 か く ⾒ る と 、次の 表 に ⽰ す と お り 、

エが 最 も 多 い と い う 楽 章 が 11 で ⼤ き な割合を占め て い る 。エは順次進⾏ の ⾳ 型 と１

オ ク タ ーブ以内の跳躍⾳ 型 が組み合わ さ れ た も の で あ る 。  
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ア以 外 の ⾳ 型 が 多 い 例  

イ が 最 も 多 い  ウが 最 も 多 い  エが 最 も 多 い  オ が 最 も 多 い  アとカが同等、

ま た はカが 最 も

多 い  

RV476/I 

RV481/III 

RV477/I 

RV479/III 

RV472/III 

RV476/I 

RV482/I 

RV486/I 

RV488/I 

RV489/I 

RV490/I 

RV492/I 

RV500/III 

RV503/I 

RV503/III 

RV487/I RV483/I 

RV497/I 

2/18 2/18 11/18 1/18 2/18 

11.1% 11.8% 61.1% 5.5% 11.1% 

 

 

  以 上 の結果を ま と め る と 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の Solo に は 、 基 本

的 に順次進⾏ の ⾳ 型 が 多 く使⽤さ れ る 。 そ の次に 多 い ⾳ 型 と し て は 、 そ の順次進⾏ の

⾳ 型 と１オ ク タ ーブ以内の跳躍⾳ 型 を組み合わせた も の (エ )が あ る 。 ま た 、 ヴ ィ ヴ ァ

ル デ ィ の 考 察 対 象 曲 を概観 す る と 、装飾やト リ ル を 伴 う ⾳ 型 (キ )も 多 く ⾒ ら れ る 。  

 

 

3 ‒ 11  構成上の独⾃の⼯夫  

 基 本 的 にアレグロ 楽 章 は リ ト ル ネ ロ 形 式 で 書 か れ て お り 、 Tutti と Solo の 対⽐と い

う 形 が 基 本 で あ る 。 最 初 と 最 後 の Tutti 以 外 で は 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 が異な る 調 で 演 奏

さ れ 、 Solo は 新 し い 素 材 を展開し て い く 。 そ の 中 で 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 の 素 材 を Solo
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が 演 奏 し た り 、全く 新 し い 素 材 が挿⼊さ れ た り と ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の ⼯ 夫 を 確認す る こ

と が で き た 。  

こ れ ま で の 考 察 を踏ま え た 上 で ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 考 察 対 象 曲 を

概観 す る と 、 こ う し た 構 成 に 独 ⾃ の 特 徴 を併せ持つ 例 外 的 な 楽 章 が い く つ か ⾒ ら れ

る 。  

ま ず 、 RV472/I で は 、 1 回 ⽬ の Tutti (R1)が リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る 前 に導⼊部

が 置 か れ て い る (譜 例 11 参照 )。 5 ⼩節間 の こ の 旋 律 は 、 2 回 ⽬ の Solo (S2)で も 演 奏

さ れ る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 で導⼊部付き の 曲 は こ の RV472 の 第 1

楽 章 のみだ け で あ る 。 注 ⽬ すべき 点 は 、 曲 の始ま り が Tutti で は な く Solo で あ る と い

う 点 で あ る 。  

 

 

譜 例 11 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ  : RV472/I  導⼊部  
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次に 、 RV475/III は 、 2 回 ⽬ の Tutti (R2)の始ま り が 新 し い 素 材 で 演 奏 さ れ る 。 そ れ

だ け で は な く 、 特定の リズム動機 (分 析 表 記号 x)が Tutti と Solo の ど ち ら に も 多 く 演

奏 さ れ る 。 こ の よ う な 特定の リズム に よ る動機労作 が 曲 を 構 成 す る ⼤ き な要素 に な っ

て い る 曲 は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 中 で こ の 楽 章 のみで あ る 。  
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第４章 ファッシュのファゴット協奏曲  

 

フ ァ ッ シ ュ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 ハ ⻑ 調 FaWV L: C2、お よ び フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 と 推 測

さ れ て い る バ ッ ソ・コ ン チ ェ ル タ ー ト ハ 短 調 FaWV L: c1 は 、い ず れ も 第 1 楽 章 と 第 ３

楽 章 が ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 同 様 に リ ト ル ネ ロ 形 式 で 書 か れ て お り 、

Tutti と Solo の 対 ⽐ が 確 認 で き る 。  

 

4 – 1 リトルネロの回数と主な調領域の数  
考 察 対 象 と な る ４ つ の 楽 章 に お い て 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回

数 、 お よ び 曲 を 構 成 す る 主 な 調 領 域 の 数 は 以 下 の 表 の と お り で あ る 。  

4 楽 章 の う ち 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で 最 も 多 か っ た 調 3＋R4 の 組 み 合 わ せ は 2 例 で あ る 。

ま た 、 ハ ⻑ 調 /I の 調 3＋R5 の パ タ ー ン も 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 考 察 で 確 認 で き た 類 型 で

あ る 。他 ⽅ 、ハ 短 調 /III は 、曲 を 構 成 す る 調 の 数 が 2 だ け に も か か わ ら ず リ ト ル ネ ロ 主

題 が 4 回 演 奏 さ れ る 。  

 

 

調 2＋R4 調 3＋R4 調 3＋R5 

ハ 短 調 /III ハ ⻑ 調 /III 

ハ 短 調 /I 

ハ ⻑ 調 /I 

1/4 2/4 1/4 

 

 

こ の 4 楽 章 は 、し か し い ず れ も ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 異 な る 特 徴 を 有 す る 。ハ ⻑ 調 /I は

全 部 で 5 回 Tutti に よ っ て リ ト ル ネ ロ 主 題 が 演 奏 さ れ る が 、2 回 ⽬ の Tutti (R2)以 外 は す

べ て 主 調 で 演 奏 さ れ る 。ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 、回 帰 す る リ ト ル ネ ロ 主 題 は 最 初 と 最 後

以 外 は 主 調 以 外 の 調 で 演 奏 さ れ る こ と が 多 い が 、 フ ァ ッ シ ュ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 で は

そ の 傾 向 が 。ハ ⻑ 調 /III で は 、３ 回 ⽬ の Tutti (R3)は 主 調 で あ る ハ ⻑ 調 で 回 帰 す る が 、す

ぐ に ホ 短 調 に 転 調 す る 。  

ハ 短 調 の ⼆ つ の 楽 章 は 、Tutti と Solo の 対 ⽐ が は っ き り と し て い な い 箇 所 が あ る こ と

が 特 徴 的 で あ る 。 ハ 短 調 /I で は 、2 回 ⽬ の Tutti (R2)と 2 回 ⽬ の Solo (S2)の 間 に 、Solo
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パ ー ト と 通 奏 低 ⾳ パ ー ト が 2 ⼩ 節 ず つ 同 じ リ ズ ム の 旋 律 を Solo→通 奏 低 ⾳ の 順 に 演 奏

し 、そ れ が つ な ぎ と な っ て 2 回 ⽬ の Solo (S2)が 始 ま る (44〜47 ⼩ 節；譜 例 12 参 照 )。ハ

短 調 /III で は 、 ４ 回 ⽬ の Tutti (R4)で リ ト ル ネ ロ 主 題 が 演 奏 さ れ る 時 だ け 弦 楽 器 と 通 奏

低 ⾳ の 休 符 を 埋 め る よ う に Solo パ ー ト が 技 巧 的 な パ ッ セ ー ジ を 奏 で る (109、113 ⼩ 節；

譜 例 13 参 照 )。  

 

譜 例 12 フ ァ ッ シ ュ ： ハ 短 調 /III   

 
譜 例 13 フ ァ ッ シ ュ ： ハ 短 調 /III  

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

Bc 

Bc 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

2 回⽬の Solo (S2) 

4 回⽬の Tutti (R4) 
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こ こ で 重 要 な 点 は 、ハ 短 調 /III の 4 回 ⽬ の Tutti (R4)で ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の RV496/III

と 同 様 に 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 部 で あ る に も 関 わ ら ず Solo パ ー ト も 独 ⾃ の 素 材 を 演 奏 す る

こ と で あ る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 例 で は Solo パ ー ト が リ ト ル ネ ロ 主 題 の 素 材 を ヴ ァ イ オ

リ ン の 代 わ り に 演 奏 す る の に 対 し て 、フ ァ ッ シ ュ の 場 合 は 、リ ト ル ネ ロ 主 題 と 全 く 関 係

な い 素 材 を 演 奏 す る 。ハ 短 調 /III に は 全 部 で 5 回 Tutti 部 分 が あ る が 、い ず れ も 主 調 の

ハ 短 調 か 平 ⾏ 調 の 変 ホ ⻑ 調 で 演 奏 さ れ 、 Solo も そ の 2 つ の 調 で 新 し い 楽 句 を 発 展 さ せ

て い く 。  

以 上 の よ う に 、リ ト ル ネ ロ と 調 の 関 係 に つ い て は 、フ ァ ッ シ ュ は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は

異 な る 特 徴 を ⽰ し て い る 。  

 

 

4 ‒ 2 転調経路 
 フ ァ ッ シ ュ の 場 合 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回 帰 す る 際 の 転 調 経 路 は ど の よ う な パ タ ー ン

と な っ て い る だ ろ う か 。 前 述 し た と お り ハ 短 調 /III は 曲 を 構 成 す る 主 な 調 が 2 つ で あ

る 30た め 、 こ こ で は ハ 短 調 /III 以 外 の 3 楽 章 を 考 察 対 象 と す る 。  

 
30  曲 を 構 成 す る 主 な 調 が 2 つ し か な い フ ァ ッ シ ュ の ハ 短 調 /III と ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の

RV494/III は 、 特 異 な 例 と いえる 。  
 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 
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 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で⾒ら れ た 以 下 の 転 調 パ タ ー ン の う ち 、 フ ァ ッ シ ュ の作品に お い て

は パ タ ー ン２の み が⾒ら れ る 。  

 

1. (主 調→属調→属調 の 平 ⾏ 調→主 調 )ま た は 主 調→属調 の 平 ⾏ 調→属調→主 調 )  

2. (主 調→属調→平 ⾏ 調→主 調 )ま た は (主 調→平 ⾏ 調→属調→主 調 )  

3. (主 調→平 ⾏ 調→平 ⾏ 調 の属調→主 調 )  

4. (主 調→平 ⾏ 調→下属調→主 調 )  

5. そ の 他（平 ⾏ 調 の属調 を含むも の な ど）   

 

 

1  2 3 4 5 

 ハ ⻑ 調 /I 

ハ ⻑ 調 /III 

ハ 短 調 /I 

   

 3/4    

 

 

 

 

4 ‒ 3 最後から 1 つ前の Tutti (リトルネロ主題)の調について 

  最 後 か ら 1 つ 前 の Tutti で 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が ど の よ う な 調 で 演 奏 さ れ る

か 、以 下 の 表 に整理し て ま と め る 。ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 で は 、主 調 以 外

の 調 で 演 奏 さ れ る も の と 、 転 調 は す る も の の す ぐ さ ま 主 調 に戻っ て リ ト ル ネ ロ 主 題 が

演 奏 さ れ る 2 つ パ タ ー ン に⼤き く 分 か れ る が 、 フ ァ ッ シ ュ の 場 合 に は 第 ３ の パ タ ー ン

も⾒ら れ た 。  

 

 

１. 主 調 以 外 の 調 で 演 奏 さ れ る  

２. 開始 後 す ぐ 主 調 に 転 調 す る  

３ . 最 初 か ら 主 調 で 演 奏 さ れ る  
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1 2 3 

ハ 短 調 /I,III  ハ ⻑ 調 /I, III 

2/4 0/4 2/4 

 

 

  ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と の⼤き な違い は 、2 (開始 後 す ぐ に 主 調 に 転 調 )に当て は ま る 曲 が 全

く な い こ と 、ま た ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に は１曲 も当て は ま ら な か っ た 3 (最 初 か ら 主 調 で 演

奏 さ れ る )が あ る と い う こ と で あ る 。  

 

 

 

4 - 4 最初と最後の Tutti（リトルネロ主題）の⻑さ 
冒頭と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 の ⻑ さ を 確 認 し た と こ ろ 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 異 な り 、

冒頭と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑ さ と内容で 演 奏 さ れ る 例 はひと つ も な い こ と が

わ か っ た 。  

 

 

１. 冒頭と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 異 な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

２. 冒頭と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑ さ と内容で 演 奏 さ れ る  

 

 

1 2 

ハ ⻑ 調 /I, 

ハ ⻑ 調 /III 

ハ 短 調 /I 

ハ 短 調 III 

 

4/4 0/4 
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 そ も そ も 、ハ ⻑ 調 /I を除く ３ つ の 楽 章 に お い て 、最 後 の Tutti で は そ れ ま で⼀度も 演

奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る た め 、 最 後 の Tutti は リ ト ル ネ ロ 主 題 で は な

い 。こ れ は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と の ⽐較に お い て フ ァ ッ シ ュ の⼤き な 特 徴 と いえよ う 。ま た

ハ ⻑ 調 /III 以 外 の 3 例 に お い て は 最 後 の Tutti が極め て 短 い と い う こ と も 、注⽬ す べ き

フ ァ ッ シ ュ の 特 徴 と⾔える (譜 例 13 参 照 )。  

 

 

譜 例 13 フ ァ ッ シ ュ ； ハ ⻑ 調 /I、  最 後 の Tutti (R5、 142 ⼩ 節~) 

 
 上 の 譜 例 に ⽰ す と お り 、ハ ⻑ 調 /I の 最 後 の Tutti で は 、冒頭で 演 奏 さ れ た リ ト ル ネ ロ

主 題 (R1)の 素 材 が 回 帰 す る が 、 た っ た 6 ⼩ 節 と⾮常に 短 い 。  

 

 

 

4 ‒ 5  Tutti における新しい素材について 
  次に 、 Tutti が 演 奏 す る リ ト ル ネ ロ 主 題 が ど の よ う な 素 材 を伴っ て 回 帰 さ れ る か を 、

以 下 の 表 に整理し た 。  

 

 

１. 冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の 素 材 と共に 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る 、 ま た は そ れ ら

が 変化さ れ て 演 奏 さ れ る  

２. 冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で は 演 奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 だ け が 演 奏 さ れ る  

1.Vn 

2.Vn 

Va 

Fg 

Bc 

142  
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1 2 

ハ ⻑ 調 /III ハ ⻑ 調 /I 

ハ 短 調 /I 

ハ 短 調 /III 

1/4 3/4 

 

 

  フ ァ ッ シ ュ の 場 合 は 、冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)に は な い 新 し い 素 材 だ け が Tutti

で 演 奏 さ れ る２の パ タ ー ン の 曲 が 多 い 。 こ れ は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と 異 な る結果で あ る 。

ハ ⻑ 調 /I に お い て は ４ 回 ⽬ の Solo (S4)の途中、 す な わ ち 第 131〜 134 ⼩ 節 に Tutti の

短 い 間 奏 が 演 奏 さ れ る 。 ハ ⻑ 調 /III で は 全 部 で 4 回 リ ト ル ネ ロ 主 題 が あ る が 、 ３ 回 ⽬

(R3)と 最 後 の ４ 回 ⽬ (R4)で は 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る 。 ハ 短 調 で は 、 ど ち ら の 楽 章 に

お い て も 最 後 の Tutti は 新 し い 素 材 の み が 演 奏 さ れ 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 で は な い 。 以 上

の こ と を踏まえる と フ ァ ッ シ ュ の 考 察 対 象 曲 の 最 後 の Tutti は 新 し い 素 材 で締め括ら

れ 、 そ の 演 奏 時 間 が⾮常に 短 い 傾 向 に あ る と い う こ と が で き る 。  

 

 

 

 

4 ‒ 6 最初のリトルネロ主題(R1)の素材と Solo の関係 
  フ ァ ッ シ ュ の作品で は 、 ハ 短 調 /III を のぞく 3 楽 章 で 、冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)

の 最 初 の 素 材 が 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト で も 演 奏 さ れ る 箇 所 が あ る 。 そ の出現の位置は 、 以

下 の 表 の と お り で あ る 。  

 

 

１. 冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で提⽰ さ れ た 素 材 が Solo の冒頭 (S1)で 演 奏 さ れ る  

２. 冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で提⽰ さ れ た 素 材 が１回 ⽬ の Solo(S1)の冒頭以 外 で 演

奏 さ れ る  

３ . 1 と 2 の両⽅ が⾒ら れ る  
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1 2 3 

ハ ⻑ 調 /I 

ハ 短 調 /I 

 ハ ⻑ 調 /III 

2/4  1/4 

 

 

上記の 3 例 に お い て 、 Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る冒頭の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)と 同 じ

素 材 が１回 ⽬ の Solo(S1)の冒頭部 分 で 演 奏 さ れ る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と⼤き く 異 な る 点

は 、２に当て は ま る 例 が 全 く な い と い う こ と で あ る 。  

 

 

4 ‒ 7 Solo(独奏ファゴット)の素材 
ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の作品で は 、 Solo の冒頭 (S1)で 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 と は無関

係 な 旋 律 素 材 が 後 に も Solo で再度演 奏 さ れ る 例 、 Solo の冒頭 (S1)以 外 で 演 奏 さ れ た

旋 律 素 材 が 後 に再度演 奏 さ れ る 例 と い う 2 つ の パ タ ー ン に整理す る こ と が で き た 。 し

か し 、 フ ァ ッ シ ュ の 場 合 に は そ の い ず れ の 例 も 確 認 す る こ と が で き な っ た 。 す な わ

ち 、 Solo の中で だ け で 旋 律 素 材 が⼯夫さ れ て 回 帰 さ れ る こ と は 全 く な い 。 こ れ も ヴ ィ

ヴ ァ ル デ ィ と は⼤き く 異 な る 特 徴 で あ る 。  

 

 

4 ‒ 8  リトルネロ主題を演奏する Tutti の書法 
 フ ァ ッ シ ュ の 考 察 対 象 曲 に お い て 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る Tutti の基本的 な 楽

器編成 は 、 Vn1,Vn2,Va,Bc か ら 成 る 4 声部 で あ り 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と 同 様 で あ る 。 ヴ

ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 は そ れぞれ の 楽 器 が ど の よ う な役割を担っ て い る の か は 曲 に よ っ

て 様々で あ り 、 特定の パ タ ー ン が 多 い こ と が明ら か に な っ た が 、 フ ァ ッ シ ュ の 場 合 で

は ど の よ う な 特 徴 が⾒ら れ る で あ ろ う か 。 リ ト ル ネ ロ 主 題 が ど の 書法で 書 か れ て い る

か を 1 ⼩ 節単位で 分析し 、 以 下 のアか らエの 4 つ の タ イプに 分 類 し た 上 で 、 リ ト ル ネ

ロ 部 分 の 合計⼩ 節 数 に 対 す る割合 を算出し て整理し た結果を 表 に ま と め た 。  
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ア .  基本的 に Vn1, Vn2, Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 31  

イ .  基本的 に Vn1, Vn2 対  Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 32   

ウ .  4 つ の声部 が 異 な る動き を す る 傾 向 が強い   

エ .  ユニゾン 、 ま た は 4 つ の声部 が 同 じ リ ズ ム で 演 奏 さ れ る 傾 向 が強い  

 

 

アが多い イが多い ウが多い エが多い アと以外

のどれか 

ア以外の書

法 2 種 

アとア以外の

書法 2 種類 

全て  

同程度  

ハ⻑調/III 

ハ短調/I 

ハ短調/III 

     ハ⻑調/I  

3/4      1/3  

 

 

  整理し た 表 か ら 、 主 な 書法の パ タ ー ン はア（Vn1, Vn2, Va 対  Bc）で あ る こ と が わ

か る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で はアを中⼼に さ まざま な 書法が⾒ら れ た こ と か ら 、 フ ァ ッ シ

ュ も 同 様 の 傾 向 を ⽰ し て い る と い う こ と が で き る 。  

 

 

 

 

4 ‒ 9  Solo の伴奏部分の書法 

Solo の伴奏 に お い て Tutti の各楽 器 が ど の よ う に 組 み 合 わ さ れ て い る の か を明ら か

に す る た め に 、 以 下 の 7 つ の項⽬ を も と に 表 に整理し て ま と め た 。 ⽅法は ヴ ィ ヴ ァ ル

デ ィ の 時 と 同 じ 分析⽅法と算出⽅法で あ る 。  

 

 
31 Vn1, Vn2 対 Va, Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
32 Vn1 対 Vn2, Va 対 Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
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B.  通 奏 低 ⾳ の み  

T.  Tutti 全体  (も し く は 通 奏 低 ⾳ ＋ ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オラ ) 

V.  ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オラだ け で伴奏 さ れ る 、 も し く はアンサンブル す る  

E.  投げ⼊れ（ま た は繋ぎ）  

C.  Solo に 対 し て Tutti（あ る い は 特定の パ ー ト）が応答、掛け 合 い を す る  

Z.  Solo と ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オラが⼀緒に 素 材 を 演 奏 す る 。  

O.  伴奏 な し  

 

 

B のみ、またはほぼ B B が多いが、その他も多少ある  T が多い  V が多い  

 ハ ⻑ 調 /I 

ハ ⻑ 調 /III 

ハ 短 調 /III 

ハ 短 調 /I  

 3/4 1/4  

 

 

  分析の結果、Solo が⼀貫し て 通 奏 低 ⾳ の み で伴奏 さ れ る 曲 は 全 く な く 、 通 奏 低 ⾳ に

ヴ ァ イ オ リ ン と ヴ ィ オラも あ る程度加わ っ て い る 楽 章 が ３ 例⾒ら れ た 。残り の 1 楽 章

（ハ 短 調 /I）に お い て は Tutti に よ る伴奏 が 多 い 。 通 奏 低 ⾳ の み で伴奏 し て い る 例 が な

い と い う 点 で 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 異 な っ て い る こ と が わ か る 。  

 

 

 

4 ‒ 10 Solo (独奏ファゴット)の⾳型 
フ ァ ッ シ ュ が 独 奏者に ど の よ う な 技 巧 的 な ⾳ 型 を求め て い た の か 、 そ の 技 巧性に何

か し ら の 傾 向 が あ る の か 、ア〜クの 8 種類 の ⾳ 型（第 3 章 10 節 の p. 81〜82 を 参

照）を も と に 、使⽤さ れ て い る ⾳ 型 の 特 徴 を 以 下 の 表 に ま と め た 。  
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アが⽐較的多い  アとエが⽐較的多い  アとキが⽐較的多い  ア以外が⽐較的多い  3 つ以上の特徴の

割合が同程度  

   ハ ⻑ 調 /III 

ハ 短 調 /I 

ハ 短 調 /III 

ハ ⻑ 調 /I 

   3/4 1/4 

 

 

 上 の 表 か ら 、ア以 外 の ⾳ 型 が 多 く 演 奏 さ れ る 曲 が 多 い こ と が明ら か で あ る 。 ハ ⻑ 調

/I の 場 合⼀番多 い ⾳ 型 はアで あ る が 、 イ とク (同 ⾳連打の ⾳ 型 )も 同 じ く ら い 多 く使⽤

さ れ て お り 、 そ の 他 に も 多 様 な ⾳ 型 が使⽤さ れ て い る 。 そ れ 以 外 の 3 楽 章 で は 、 順次

進⾏ の ⾳ 型 よ り も 、 分散和⾳や１オクタ ーブ以内の跳躍⾳ 型 を伴う 技 巧 的 な ⾳ 型 が 多

く使⽤さ れ て い る 。  

ハ 短 調 /I, III に お い て は 、アルベルティ ・ バスの よ う な 分散和⾳ の ⾳ 型 が 多 く⾒ら

れ る 。 特 に ハ 短 調 /III は 分散和⾳ の ⾳ 型 に偏っ て お り (譜 例 14 参 照 )、Solo パ ー ト が 16

⼩ 節 間 、⾼速な 分散和⾳ を絶えず 演 奏 す る 箇 所 が２回 も あ る た め 、 独 奏者に⾼度な 技

巧性が求め ら れ る 。 こ の 点 で 、 フ ァ ッ シ ュ の ハ 短 調 /I, III は 他 の 曲 と は⼤き く 異 な る

曲 で あ る と いえる 。  
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譜 例 14 フ ァ ッ シ ュ ： ハ 短 調 /III、２回 ⽬ の Solo (S2, 53 ⼩ 節 〜 ) 

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 

2 回⽬の Solo (S2) 
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第５章 ライヒェナウアーのファゴット協奏曲  

 

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 も ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と フ ァ ッ シ ュ と 同 様 に 、第 1

楽 章 と 第 ３ 楽 章 が リ ト ル ネ ロ 形 式 で 書 か れ て い る 。 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 ⾳ 楽 団 で 専

任 作 曲 家 で あ り 、 フ ァ ッ シ ュ の 後 継 者 と さ れ て い る 彼 の 作 曲 様 式 が ど の よ う な も の か

を 紐 解 い て い く 。  

 

 

5 – 1 リトルネロの回数と主な調領域の数 

考 察 対 象 と な る 6つ の 楽 章 を 実 際 に 分 析 し た と こ ろ 、曲 を 構 成 す る 主 な 調 の 数 と Tutti

に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回 帰 す る 回 数 の 関 係 を 以 下 の 表 の よ う に ま と め

る こ と が で き た 。  

  

 

調 3＋R3 調 3＋R4 調 3＋R5 

ト短調 /I ハ⻑調 /I 

ハ⻑調 /III 

ヘ⻑調 /III 

ト短調 /III 

ヘ⻑調 /I 

1/6 4/6 1/6 

 

 

調 3＋R3 に 該 当 す る 楽 章 は ト 短 調 /I の み で あ る が 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 も こ の パ

タ ー ン の 曲 は 74 楽 章 中 1 楽 章 で RV467/I の み で あ り 、ど ち ら も 考 察 対 象 の 中 で 1 例 し

か み ら れ な い 点 で 共 通 し て い る 。  

さ ら に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 典 型 的 な タ イ プ で あ っ た 調 3＋R4 に 該 当 す る 楽 章 は 6 楽 章

中 4 楽 章 と 66.6...%で あ る こ と が わ か っ た 。調 3＋R5 は 1 楽 章 だ け し か な く 、リ ト ル ネ

ロ 主 題 の 回 帰 の 回 数 と 調 の 構 成 と い う 点 で 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 作 品 は ヴ ィ ヴ ァ ル デ

ィ の 作 品 に 類 似 し て い る と 考 え る こ と が で き る 。  
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5 – 2 転調経路  
ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー は フ ァ ッ シ ュ と 同 様 に 、 曲 を 構 成 す る 主 な 調 の 数 が い ず れ も 3 つ

で あ る 。 そ の 転 調 経 路 は 以 下 の 表 の よ う に ま と め ら れ る 。  

 

 

1. (主 調→属 調→属 調 の 平 ⾏ 調→主 調 )ま た は (主 調→属 調 の 平 ⾏ 調→属 調→主 調 )  

2. (主 調→属 調→平 ⾏ 調→主 調 )ま た は (主 調→平 ⾏ 調→属 調→主 調 )  

3. (主 調→平 ⾏ 調→平 ⾏ 調 の 属 調→主 調 )  

4. (主 調→平 ⾏ 調→下 属 調→主 調 )  

5. そ の 他 （ 平 ⾏ 調 の 属 調 を 含 む も の な ど ）   

 

 

1  2 3 4 5 

ヘ ⻑ 調 /III 

ト 短 調 /III 

ハ ⻑ 調 /I 

ハ ⻑ 調 /III 

ヘ ⻑ 調 /I 

 ト 短 調 /I  

2/6 3/6  1/6  

 

 

最 も 多 い パ タ ー ン は ２ (主 調→属 調→平 ⾏ 調→主 調 )と い う 結 果 と な り 、そ の 次 に は 多

い の は 1 (主 調→属 調→属 調 の 平 ⾏ 調→主 調 )ま た は（ 主 調→属 調 の 平 ⾏ 調→属 調→主 調 ) 

と い う こ と が 明 ら か に な っ た 。こ れ は 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 傾 向 と 似 て い る と ⾔ え る だ ろ

う 。  

 

 

5 – 3 最後から 1 つ前の Tutti (リトルネロ主題 )の調について  
最 後 か ら 1 つ 前 の Tutti 部 分 で 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が ど の よ う な 調 で 、ど の よ

う に 演 奏 さ れ る か 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と フ ァ ッ シ ュ と 同 様 に 以 下 の 表 に 整 理 し て ま と め

る 。  
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１ . 主 調 以 外 の 調 で 演 奏 さ れ る  

２ . 開 始 後 す ぐ 主 調 に 転 調 す る  

３ . 最 初 か ら 主 調 で 演 奏 さ れ る  

 

 

1 2 3 

ハ ⻑ 調 /III 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

 ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /III 

3/6  3/6 

 

 

整理した結果、ライヒェナウアーの作品ではファッシュと同様に 2  (開始後すぐ主調に

転調する曲 )に当てはまる楽 章が全くないということが明らかとなった。ま た 、１  (主調以

外の調で演奏される )に 当 て は ま る 楽 章 数 と 3 (最 初 か ら 主 調 で 演 奏 さ れ る )の 楽 章 数 の

割 合 が 半 々 で あ り 、フ ァ ッ シ ュ と 全 く 同 じ だ と い う こ と は 興 味 深 い 。つ ま り こ の 点 に お

い て 、 フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 2 ⼈ に は 共 通 点 が 認 め ら れ る 。  

 

 

5 - 4 最初と最後の Tutti（リトルネロ主題）の⻑さ  
冒 頭 と 最 後 の Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が 、全 く 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ

る か 、い く ら か 縮 ⼩ さ れ て 演 奏 さ れ る の か 、実 際 に 分 析 を し て 以 下 の 表 に 整 理 し て ま と

め た 。  

 

 

１ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 異 な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑ さ と 内 容 で 演 奏 さ れ る  
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1 2 

ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /III 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

ハ ⻑ 調 /III 

5/6 1/6 

 

 

興 味 深 い こ と に 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 場 合 は ハ ⻑ 調 /III を 除 い て 、 冒 頭 と 最 後 の リ ト

ル ネ ロ は 異 な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る こ と が わ か っ た 。 さ ら に 最 後 の Tutti 部 分 の リ ト ル ネ ロ

主 題 は い ず れ の 曲 も 、 冒 頭 の 4 分 の 1 程 度 か ら か ら 2 分 の 1 程 度 ま で 縮 ⼩ さ れ る 傾 向 に

あ る こ と が わ か っ た 。 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑ さ と 同 じ 内 容 で 演 奏 さ れ る

タ イ プ ２ の 曲 は ハ ⻑ 調 /III の み で あ る 。 ど ち ら の パ タ ー ン も あ る と い う 点 に お い て は ヴ

ィ ヴ ァ ル デ ィ と 同 様 で は あ る が 、2 に 当 て は ま る 曲 が 極 端 に 少 な く １ が 中 ⼼ で あ る と い

う 点 で 、 フ ァ ッ シ ュ と 近 い 傾 向 に あ る と 考 え る こ と が で き る 。  

 

 

 

5 – 5  Tutti における新しい素材について  
Tutt に よ る リ ト ル ネ ロ 主 題 を 概 観 す る と 、 新 し い 素 材 の 有 無 に つ い て は 以 下 の 表 の

よ う に ま と め ら れ る 。ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で 少 数 確 認 で き た 変 則 的 な 例 、す な わ ち 冒 頭 で 演

奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)の 素 材 の 順 番 が 前 後 し て 回 帰 す る 例 は な か っ た 。  

 

 

１ . 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 の 素 材 と 共 に 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る 、 ま た は そ れ ら が ⼯

夫 さ れ て 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 で は 演 奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 だ け が 演 奏 さ れ る  
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1 2 

ヘ ⻑ 調 /III  

1/6  

 

 

 驚 く こ と に 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回 帰 す る 際 に 新 し い 素 材 が

現 れ る 例 は 、ヘ ⻑ 調 /III の み だ け で あ っ た 。こ れ は フ ァ ッ シ ュ と も ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と も

異 な る 結 果 で あ る 。フ ァ ッ シ ュ と は 異 な り 、最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 に 新 し い 素 材 が 演 奏

さ れ る こ と は 全 く な く 、 基 本 的 に は 冒 頭 で の Tutti (R1)で 演 奏 さ れ た 素 材 が 回 帰 す る と

い う こ と が わ か っ た 。  

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に は 2 曲 だ け 確 認 で き た タ イ プ ２  (冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で 演

奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 だ け が 演 奏 さ れ る )が 全 く な い こ と も ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 特

徴 の １ つ と い え る 。  

 

 

 

 

5 – 6 最初のリトルネロ主題 (R1)の素材と Solo の関係  
 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 作 品 で は 、 冒 頭 の Tutti で 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の 最 初

の 素 材 が 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト で も 演 奏 さ れ る 例 が 6 楽 章 中 3 楽 章 確 認 で き た 。 冒 頭 の リ

ト ル ネ ロ 主 題 (R1)が 、Solo の ど こ で 演 奏 さ れ る か と い う 点 に 注 ⽬ し 、 以 下 の 3 つ の項

⽬への 分 類 を試み た 。  

  

 

１ . リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で提⽰さ れ た 素 材 が Solo の 冒 頭 (S1)で 演 奏 さ れ る  

２ . リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で提⽰さ れ た 素 材 が Solo の 冒 頭 (S1)以 外 で 演 奏 さ れ る  

３ . 1 と 2 の両⽅が⾒ら れ る  
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1 2 3 

ハ ⻑ 調 /I 

ハ ⻑ 調 /III 

ト 短 調 /III 

  

3/6   

 

 

第⼀に 注 ⽬ すべき 点 は 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー で も フ ァ ッ シ ュ と 同 様 に 1 (リトルネロ主

題 (R1)で提⽰さ れ た 素 材 が Solo の 冒 頭 (S1)で 演 奏 さ れ る )に 当 て は ま る 楽 章 が 3 楽 章 あ

り 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 異 な り 2 (リトルネロ主題 (R1)で提⽰さ れ た 素 材 が Solo の 冒 頭

(S1)以 外 で 演 奏 さ れ る )に 該 当 す る 例 は 全 く な い と い う こ と で あ る 。 さ ら に 、 フ ァ ッ シ

ュ と は 異 な り 3 (1 と 2 の両⽅の 特 徴 を 有 す る )に 該 当 す る 例 が 全 く な い こ と も 興 味 深

い 。  

 

5 ‒ 7 Solo(独奏ファゴット)の素材  
フ ァ ッ シ ュ の 作 品 で は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 全 く 異 な り 、Solo の範囲内限定で の旋

律の 回 帰 が 全 く⾒ら れ な か っ た が 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 場 合 は ど う だ ろ う か 。 分 析 結

果 を 以 下 の 表 に 整 理 し て ま と め る こ と と す る 。  

 

 

１ . １ 回 ⽬ の Solo の 冒 頭 で 演 奏 さ れ る旋律の み が 後 に再現 さ れ る 曲 、 ま た は 似 た よ う

な ⾳ 型 が 演 奏 さ れ る  

２ . １ 回 ⽬ の  Solo の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る旋律が 後 に再現 さ れ る 曲 、 ま た は 似 た よ う

な ⾳ 型 が 演 奏 さ れ る  

３ .  1 と 2 の両⽅が⾒ら れ る  

 

 

1 2 3 

ヘ ⻑ 調 /I ヘ ⻑ 調 /III ト 短 調 /I 

1/6 1/6 1/6 
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興 味 深 い こ と に 、 該 当 す る 曲 は 全体の 半 分 の 3 楽 章 で あ り 、 １〜３ の項⽬ に 1 楽 章

ず つ 当 て は ま っ た 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は タ イ プ ３ に 該 当 す る 曲 が な く 、 フ ァ ッ シ ュ は タ

イ プ ２ に 該 当 す る 曲 が な か っ た が 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー は ど の タ イ プ の 曲 も 書 い て い る

と い う こ と は 、 彼 が幅広い 書法で も っ て フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 を 書 い て い た こ と が 分 か

る 。  

ト 短 調 /I で は 、 １ 回 ⽬ の Solo (S1)の 冒 頭 、 す な わ ち 16〜17 ⼩節の旋律 (譜例参照 15 

-A 参照 )が 3 回 ⽬ の Solo (S3)の 冒 頭 (譜例 15 - B 参照 )で あ る 50〜51 ⼩節⽬ で 演 奏 さ れ

る 。 こ こ で 注 ⽬ すべき 特 徴 は 、51 ⼩節⽬ で は 素 材 を単純に繰り返す の で は な く 、 少 し

だ け 素 材 を よ り技巧的 に 、 ま た 、 そ の旋律の ⻑ さ を延⻑ す る こ と に よ っ て 、単純に繰

り返す と い う 書法を避け て い る と い う こ と で あ る 。 こ れ は ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 協 奏 曲

に⾒ら れ る 彼 の 独創的 な⾯と ⾔ え る 。  

 

 

譜例 15 ‒ A ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー : ト 短 調/I １ 回 ⽬ の Solo (S1) (16 ⼩節~) 

 
 

 

 

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Vla 

 

Bc 

16 

 

17 

 

R1 [ d ] 
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譜例 15 ‒ B ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー  : ト 短 調/I ３ 回 ⽬ の Solo (S3) (50 ⼩節~) 

 

 ３ 回 ⽬ の Solo の 始 ま り の ⾳ 型 の 素 材 が １ 回 ⽬ の Solo よ り ⻑ く な っ て い る  

 

 

 5 – 8  リトルネロ主題を演奏する Tutti の書法  

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る 際 、Tutti の各パ

ー ト が そ れぞれ ど の よ う な動き を し て い る の か 、1 ⼩節単位で 分 析 し 、 リ ト ル ネ ロ 部

分 の 合計⼩節数 に 対 し て 、 ど の タ イ プ で 書 か れ て い る か 、 そ の 割 合 を算出し て 整 理 し

た 結 果 を 表 に ま と め る 。  

 

 

ア . 基 本 的 に Vn1, Vn2, Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 33  

イ .  基 本 的 に Vn1, Vn2 対  Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 34   

ウ .  4 つ の声部 が 異 な る動き を す る 傾 向 が強い  

エ .  ユニゾン 、 ま た は 4 つ の声部 が 同 じ リズムで 演 奏 さ れ る 傾 向 が強い   

 

 
33 Vn1, Vn2 対 Va, Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
34 Vn1 対 Vn2, Va 対 Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 

Fg 

1.Vn 

Bc 

2.Vn 

Vla 

 

50 

 

51 

 
Z1 [ n ] 

 

S3［e］ 
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アが多い  イが多い  ウが多い  エが多い  アとア以外の

書法 1 種類  

ア以外の書

法 2 種類  

アとア以外の

書法 2 種類  

全て  

同程度  

ハ⻑調 /III ヘ⻑調 /I   ヘ⻑調 /III 

ト短調 /I 

ト短調 /III 

 ハ⻑調 /I  

1/6 1/6   3/6  1/6  

 

 

  上記の 表 か ら 、 最 も 多 い 書法が「ア と ア 以 外 の ど れ か」い う 形 で 、 フ ァ ッ シ ュ に は

⾒ら れ な か っ た「イ が 多 い」に 該 当 す る ヘ ⻑ 調 /I も あ る こ と が 分 か る 。 ラ イ ヒ ェ ナ ウ

ア ー の 場 合 、上の 表 で「ア 以 外」に あ た る項⽬ は イ で あ る た め 、 結 果 的 に ア と イ が 中

⼼ 的 な 書法で あ る と捉え る こ と が で き る 。  

  そ の よ う な 例 の 中 で 、 た と えばヘ ⻑ 調 /III に お い て 最 も 注 ⽬ すべき 点 は 、 第 1 ヴ ァ

イオリ ン と 第 2 ヴ ァ イオリ ン が 同 じ ⾳ 型 の旋律を 1 ⼩節ず ら し な が ら 、掛け 合 い を し

て い る こ と で あ る 。 こ れ は ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に頻繁に 現 れ る 書法

で あ り 、 彼 の 最 も 独創的 な 特 徴 で あ る 。単純に掛け 合 い を す る だ け で は な く 、 １ 回 ⽬

の Tutti (R1)で は 、 そ の掛け 合 い の ⾳ 型 の旋律は 第 1 ヴ ァ イオリ ン か ら 演 奏 さ れ る が 、

２ 回 ⽬ の Tutti (R2, 61 ⼩節 )で は 第 2 ヴ ァ イオリ ン か ら 演 奏 さ れ る (譜例 16 参照 )。 こ の

よ う な 例 は ト 短 調 /III で も 確 認 す る こ と が で き る 。  
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譜例 16 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー：ヘ ⻑ 調/III、2 回 ⽬ の Tutti (R2) 

 

 

 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の RV 496/I に も Solo パ ー ト と 通 奏低⾳ が 同 じ ⾳ 型 を応答し 合 う 部

分 が あ る が 、⾮常に 短 い 。 そ れ に 対 し て ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー に お い て は 、掛け 合 い の 部

分 が⾮常に 多 く ⽬⽴つ 。 こ れ は フ ァ ッ シ ュ と ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に は な い 彼 の⼤き な 特 徴

と ⾔ え る 。  

 

 

 

 

 

5 ‒ 9  Solo の伴奏部分の書法 
こ こ で は 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト の Solo が ど の よ う に伴奏 さ れ る の か 、 そ の 書法の 傾 向 を

明 ら か に す る た め に 、各 Solo の 全 ⼩節の う ち 、伴奏 が 以 下 に記す各項⽬ に 当 て は ま る

⼩節の 割 合 を算出し て 整 理 し た 。  

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 

61 
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B.  通 奏低⾳ の み  

T.  Tutti 全体  (も し く は 通 奏低⾳ ＋ ヴ ァ イオリ ンやヴ ィオラ ) 

V.  ヴ ァ イオリ ンやヴ ィオラ だ け で伴奏 さ れ る 、 も し く は ア ンサンブル す る  

E.  投げ⼊れ （ ま た は繋ぎ）  

C.  Solo に 対 し て Tutti（ あ る い は 特定の パ ー ト ） が応答、掛け 合 い を す る  

Z.  Solo と ヴ ァ イオリ ンやヴ ィオラ が⼀緒に 素 材 を 演 奏 す る 。  

O.  伴奏 な し  

 

 

B のみ、またはほぼ B B が多いが、その他も多少ある  T が多い  V が多い  

 ハ ⻑ 調/I  (T>C>E) 

ヘ ⻑ 調/I  (B>C>E) 

ヘ ⻑ 調/III  (T) 

ト 短 調/I   (T>E>C) 

ト 短 調/III  (T>E) 

ハ ⻑ 調/III  

 5/6 1/6  

  

 

 通 奏低⾳ だ け で伴奏 さ れ る 例 は 全 く な い 。 基 本 的 に 通 奏低⾳ だ け で伴奏 さ れ る が そ

の 他 の要素 も 含 む と い う 例 が 最 も 多 く 、6 楽 章 中 5 楽 章 が こ れ に 当 た る 。 こ の 結 果 だ

け を み る と フ ァ ッ シ ュ と 似 て い る が 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー 特 有 の 書法を 確 認 す る こ と が

で き る 。  

 そ れ は 全 曲 を 通 し て 、2 つ の 楽器の パ ー ト が 同 じ ⾳ 型 素 材 を掛け 合 い な が ら 演 奏 す

る 部 分 、 す な わ ち項⽬ C が Tutti に も Solo の伴奏 に も必ず あ る と い う こ と で あ る 。

Tutti に お い て掛け 合 い が起こ る 例 は 、 前項（p. 97 を参照） で既に述べた よ う に ヘ ⻑

調 /III と ト 短 調 /III で 確 認 す る こ と が で き る が 、Solo に お い て も 多 く 確 認 す る こ と が で

き る 。  

  た と えば、 ヘ ⻑ 調 /I の 4 回 ⽬ Solo (S4)で は 、Solo パ ー ト と ヴ ァ イオリ ン が 同 じ ⾳ 型

の旋律を 共 有 し 合 い 、掛け 合 い に な る こ と が 確 認 で き る （譜例 17 参照）。  
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譜例 17 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー：ヘ ⻑ 調/III、4 回 ⽬ の Solo (S4, 67 ⼩節~) 

 

 

 

  譜例 17 の 67 ⼩節で は 、Solo パ ー ト に続い て 第 1 ヴ ァ イオリ ン と 第 2 ヴ ァ イオリ ン

が 2 拍遅れ て 同 じ旋律を 演 奏 し て い る 。 こ の よ う な掛け 合 い の 書法は ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア

ー の 独⾃の 特 徴 で あ り 、 彼 が ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィやフ ァ ッ シ ュ よ り ヴ ァ イオリ ン を効果 的

に使っ て い る と い う こ と を強く印象づけ る 。 つ ま り 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー に お い て は 、

独 奏 部 で Tutti が単純な伴奏 に徹す る の で は な く 、各楽器を効果 的 に組み 合 わせる 書

法を と っ て い る と ⾔ え る 。  

 

 

5 – 10 Solo (独奏ファゴット )の⾳型  

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 作 品 で も 、 独 奏 楽器の 演 奏 者 に幅広い技巧性が求め ら れ る 部 分

が 多 く⾒ら れ る 。 彼 が 奏 者 に ど の よ う な技巧的 な ⾳ 型 を求め て い た の か 、 そ の技巧性

に何か し ら の 傾 向 が あ る の か 、 ア〜クの 8 種類 の ⾳ 型 （ 第 3 章 10 節の p. 81-82 を参

照） を も と に 、使⽤さ れ て い る ⾳ 型 の 特 徴 を 以 下 の 表 に ま と め る 。  

 

B.c 

Fg 

2.Vn 

1.Vn 

Va 

 

67 

 

[ 
 

[ 
 [ 
 

S3 

 

R4 
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アが⽐較的多い  アとイが⽐較的多い  アとオが⽐較的多い  ア以外が⽐較的多い  3 つ以上の特徴の

割合が同程度  

ヘ⻑調/I 

ヘ⻑調/III 

ト短調/III ハ⻑調/I 

ト短調/I 

 ハ⻑調/III 

2/6 1/6 2/6  1/6 

 

 

ヘ ⻑ 調 の⼆つ の 楽 章 で は 基 本 的 に 順 次進⾏ （ ア ） の ⾳ 型 が 多 い の に 対 し て 、 そ れ 以

外 の 4 楽 章 で は技巧的 な跳躍⾳ 型や分散和⾳ の ⾳ 型 が⽐較的 多 く使わ れ 、 ヴ ィ ヴ ァ ル

デ ィやフ ァ ッ シ ュ と は 少 し 異 な る 結 果 と な っ た 。  

  ト 短 調 /I で は 9 度 以上の跳躍を伴う技巧的 な ⾳ 型 な ど 、跳躍系の ⾳ 型 が⽐較的 多 く

⾒ら れ る （譜例 18 参照）。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィやフ ァ ッ シ ュ と⼤き く 異 な っ て い る の は 、

ト リ ル な ど の装飾⾳符が 全 く 書 か れ て い な い が 、 ⾳ 型⾃体が⾮常に装飾的 か つ技巧的

で あ る と い う 点 で あ る 。 順 次進⾏ （ ア ） 以 外 の ⾳ 型 が 曲 全体を占め て い る も の は な

く 、 様 々 な跳躍⾳ 型 と優美な旋律が印象 的 に散りばめ ら れ て い る こ と が ラ イ ヒ ェ ナ ウ

ア ー の 独⾃の 特 徴 で あ る （ 第 23〜24 ⼩節） こ と が わ か る 。  

 

譜例 18 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー：ト 短 調/I、 １ 回 ⽬ の Solo (S1) 

 

Va 

 
Fg 

Bc 

1.Vn 

2.Vn 

23  25  
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第 6 章 イラーネクのファゴット協奏曲  

 

  イ ラ ー ネ ク の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 も こ れ ま で の 3 ⼈ の 作 曲 家 と 同 様 に 、 第 1 楽 章 と 第

３ 楽 章 は リ ト ル ネ ロ 形 式 で 書 か れ て い る 。 モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 ⾳ 楽 団 で 給 仕 兼 ヴ ァ

イ オ リ ン 奏 者 で あ っ た 彼 の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に ど の よ う な 特 徴 が あ る の か 、 前 3 章 と

同 様 の 視 点 で 紐 解 い て い く 。  

 

 

6 – 1 リトルネロの回数と主な調領域の数  

考 察 対 象 と な る 6 楽 章 に つ い て 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回 帰 す

る 回 数 と 曲 を 構 成 す る 主 な 調 の 数 の 組 み 合 わ せ は 、 以 下 の 表 の よ う に ま と め ら れ る 。  

 

 

調 3＋R4 調 3＋R5 調 3＋R6 調 4＋R5 

ハ⻑調 /I 

ヘ⻑調 /I 

ト短調 /I 

ヘ⻑調 /III 

 

ト短調 /III ト⻑調 /I 

3/6 1/6 1/6 1/6 

 

 

  最 も 多 い 組 み 合 わ せ は 調 3＋R4 で あ り 、6 楽 章 中 3 楽 章 が 該 当 す る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ

ィ と 同 様 に こ の パ タ ー ン が 最 も 多 く 、 そ の 他 の 組 み 合 わ せ も ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 考 察 対

象 曲 で も ⾒ ら れ る パ タ ー ン で あ る 。 主 な 調 の 数 と リ ト ル ネ ロ 主 題 が 演 奏 さ れ る 回 数 の

組 み 合 わ せ は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に 次 い で 種 類 が 多 い 。  

ト 短 調 /III は Tutti に よ っ て リ ト ル ネ ロ 主 題 が 6 回 も 演 奏 さ れ る が 、 曲 を 構 成 す る 主

な 調 の 数 は 3 つ で あ り 、 か な り 珍 し い 組 み 合 わ せ で あ る 。 こ の よ う な 例 は ヴ ィ ヴ ァ ル

デ ィ の RV 496/I で し か ⾒ ら れ な い 。  
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6 – 2 転調経路  

  リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回 帰 す る 時 、主 調 か ら ど の 調 を 経 由 し て 転 調 し て い く の か 、全 曲 の

転 調 パ タ ー ン を ま と め た 。 考 察 対 象 と な る ６ 楽 章 の う ち 5 楽 章 が ３ つ の 調 領 域 で 構 成

さ れ て い る 。  

 

 

1. (主 調→属 調→属 調 の 平 ⾏ 調→主 調 )ま た は (主 調→属 調 の 平 ⾏ 調→属 調→主 調 )  

2. (主 調→属 調→平 ⾏ 調→主 調 )ま た は (主 調→平 ⾏ 調→属 調→主 調 )  

3. (主 調→平 ⾏ 調→平 ⾏ 調 の 属 調→主 調 )  

4. (主 調→平 ⾏ 調→下 属 調→主 調 )  

5. そ の 他 （ 平 ⾏ 調 の 属 調 を 含 む も の な ど ）  

 

 

調 3 の 作 品  

1  2 3 4 

ヘ ⻑ 調 /III ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /I 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

  

1/5 4/5   

 

 

 

３ つ の 調 で 構 成 さ れ る 楽 章 に お い て 最 も 多 い 転 調 の パ タ ー ン は 2 (主 調→属 調→平 ⾏

調→主 調 )ま た は (主 調→平 ⾏ 調→属 調→主 調 )で あ る こ と が わ か っ た 。 興 味 深 い こ と

に 、 フ ァ ッ シ ュ 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク で は 共 通 し て 、 こ の 転 調 パ タ ー ン で

作 曲 さ れ て い る も の が 多 い 。 こ れ に 対 し て ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で は 対 象 楽 章 数 が 多 い こ と

か ら 、 あ ら ゆ る パ タ ー ン の 転 調 パ タ ー ン が 確 認 で き 、 そ の 中 で 1 と 2 が 同 率 で 1 番 多

か っ た 。  
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6 – 3 最後から 1 つ前の Tutti (リトルネロ主題 )の調について  

イ ラ ー ネ ク の 作 品 に お い て も 、 最 後 か ら 1 つ 前 の Tutti で 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主

題 が ど の よ う な 調 で 演 奏 さ れ る か に 注 ⽬ し た 。 結 果 は 以 下 の 表 に ⽰ す と お り で あ る 。  

 

 

 

１ . 主 調 以 外 の 調 で 演 奏 さ れ る  

２ . 開 始 後 す ぐ 主 調 に 転 調 す る  

３ . 最 初 か ら 主 調 で 演 奏 さ れ る  

 

 

 

1 2 3 

ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /I 

ト ⻑ 調 /I 

ト 短 調 /I 

 ヘ ⻑ 調 /III 

ト 短 調 /III 

 

4/6  2/6 

 

 

 

驚 く こ と に 、 イ ラ ー ネ ク も フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と 同 様 に 、2 (開 始 後 す ぐ

主 調 に 転 調 す る 曲 )に 該 当 す る 例 が 全 く な か っ た 。 こ れ は 、3 ⼈ と 巨 匠 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ

の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に は リ ト ル ネ ロ 主 題 に 関 し て 明 ら か な 相 違 点 が あ る と い う こ と で

あ る 。  
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6 - 4 最初と最後の Tutti（リトルネロ主題）の⻑さ  

イ ラ ー ネ ク の 考 察 対 象 曲 6 楽 章 の 冒 頭 と 最 後 の Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ

主 題 が 、全 く 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る か 、い く ら か 縮 ⼩ さ れ て 演 奏 さ れ る の か 、実 際 に 分

析 を し た 結 果 は 以 下 の 表 の と お り で あ る 。  

 

１ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 異 な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

 

 

1 2 

ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /III 

ト ⻑ 調 /I 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

4/6 2/6 

 

 

フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー で は 、 タ イ プ 2 (冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑

さ で 演 奏 さ れ る )に 該 当 す る 例 は 全 く な か っ た が 、 イ ラ ー ネ ク で は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と 同 様

に 両 ⽅ の パ タ ー ン が 確 認 で き た 。 そ の ⽐ 率 も ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 と ⾮ 常 に 近 い 。  

 

 

 

6 – 5  Tutti における新しい素材について  

イ ラ ー ネ ク の 考 察 対 象 曲 に お い て も 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と 同 様 に 冒 頭 の Tutti (R1)で は

全 く 演 奏 さ れ て い な い 新 し い 素 材 が 中 間 の Tutti の ど こ か に 挿 ⼊ さ れ た り 、あ る い は 全

く 異 な る 順 番 で 演 奏 さ れ た り す る 例 が あ る の だ ろ う か 。 分 析 結 果 は 以 下 の 表 の と お り

で あ る 。  
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１ . 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 の 素 材 と 共 に 新 し い 素 材 が 演 奏 さ れ る 、 ま た は そ れ ら が ⼯

夫 さ れ て 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 で は 演 奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 だ け が 演 奏 さ れ る  

 

 

1 2 

 ト 短 調 /I 

 1/6 

 

 

  驚くことに、イラーネクのファゴット協奏曲では、Tutti によって回帰されるリトルネ

ロ主題に新しい素材が加わることはないことがわかった。ト短調 /I のみ、冒 頭 の リ ト ル

ネ ロ 主 題  (R1)で は 演 奏 さ れ な か っ た 新 し い 素 材 だ け が 演 奏 さ れ る 。 す な わ ち 、 全 く リ

ト ル ネ ロ 主 題 に 関 係 な い 間 奏 部 分 が Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る 。 こ の よ う に 同 じ ボ ヘ

ミ ア 出 ⾝ の ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と 異 な る 結 果 が 出 た こ と も 興 味 深 い 。  

 

 

 

6 – 6 最初のリトルネロ主題（R1）の素材と Solo の関係  
曲 の 冒 頭 、 す な わ ち １ 回 ⽬ の Tutti で 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の 最 初 の 素 材

が 、独奏 フ ァ ゴ ッ ト で も 演 奏 さ れ る 例 が 6 楽 章 中 5 楽 章 確 認 で き た 。Tutti で 演 奏 さ れ

た 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)が Solo の ど こ で 演 奏 さ れ る か と い う 点 に 注 ⽬ し た 結 果

は 、 以 下 の 表 の と お り で あ る 。  

 

 

１ . リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)で提⽰ さ れ た 素 材 が Solo (S1)の 冒 頭 で 演 奏 さ れ る  

２ . リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)で提⽰ さ れ た 素 材 が Solo (S1)の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る  

３ . 1 と 2 の 両 ⽅ が ⾒ ら れ る  
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1 2 3 

  ヘ ⻑ 調 /I 

へ⻑ 調 /III 

ト ⻑ 調 /I 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

  5/6 

 

 

 興味深い こ と に イ ラ ー ネ ク で は 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 、フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と

は 全 く 異 な る 結 果 と な っ た 。 ハ ⻑ 調 /I 以 外 の 5 楽 章 に お い て 、 リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)の

素 材 を Solo が 曲 を 通 し て複数 回 演 奏 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。中 で も 注 ⽬ すべき は 、

ト ⻑ 調 /I と ト 短 調 /I,III35で あ る 。  

ト ⻑ 調 /I と ト 短 調 /III で は 、Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)の

素 材 が 、Solo で も 多 く 出現す る 。 ト ⻑ 調 /I の 場 合 は 、Solo に よ っ て 3 回 演 奏 さ れ る た

め 、 リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)の 素 材 が 全体で 合計 8 回 も 演 奏 さ れ る こ と に な る 。 同 様 に ト

短 調 /III に お い て も 、 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)の 素 材 が １ 回 ⽬ (S1)と ２ 回 ⽬ (S2)の

Solo の 冒 頭 に そ れぞれ 出現し 、Tutti と 合 わ せ て 合計 8 回 同 じ 素 材 が 演 奏 さ れ る 。 ヴ ィ

ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 で は RV 475/III で 特定の リズムの動機が何回 も投げ⼊ れ と し て Tutti

と Solo に よ っ て 演 奏 さ れ る が 、そ れ は か な り断⽚的で あ る 。ま た RV 484/I で は各回 の

Tutti で 同 じ 素 材 が 短 く繰り返さ れ た り 、Solo で ヴ ァ イ オ リ ン に よ る応答や投げ⼊ れ と

し て断⽚的に 出 て く る箇所が ⾒ ら れ る が 、旋律そ の も の が し っ か り と何回 も Tutti と

Solo に よ っ て繰り返し 演 奏 さ れ る 例 は イ ラ ー ネ ク 以 外 の 3 ⼈ に は ⾒ ら れ な い 。  

 

 

 

 

 

 

 
35 ト短調/I については、p. 109 で後述。 
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6 – 7 Solo(独奏ファゴット )の素材  

独奏 フ ァ ゴ ッ ト が 演 奏 す る旋律素 材 を概観す る と 、既に 演 奏 さ れ た旋律が 後 に な っ

て再び現れ る 例 が 6 楽 章 中 3 楽 章 に ⾒ ら れ る こ と が わ か っ た 。 そ の旋律の再現の 仕 ⽅

は 以 下 の 表 の と お り で あ る 。  

 

 

１ . １ 回 ⽬ の Solo (S1)の 冒 頭 で 演 奏 さ れ る旋律の み が 後 に再現さ れ る 、ま た は似た よ う

な ⾳型が 演 奏 さ れ る  

２ . １ 回 ⽬ の  Solo (S1)の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る旋律が 後 に再現さ れ る 、ま た は似た よ う

な ⾳型が 演 奏 さ れ る  

３ .  1 と 2 の 両 ⽅ が ⾒ ら れ る  

 

 

1 2 3 

 ト ⻑ 調 /I 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

 

 3/6  

 

 

 ど の項⽬ に も 当 て は ま る 例 が 1 つずつ あ っ た ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と は 異 な り 、 イ ラ ー

ネ ク の 場 合 は 全 て 2 (１ 回 ⽬ の  Solo (S1)の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る旋律が 後 に再現さ れ

る 、 ま た は似た よ う な ⾳型が 演 奏 さ れ る )に 該 当 し た 。 特 に そ の傾向が強い の は ト 短 調

/III で あ り 、Solo で し か 演 奏 さ れ な い 特定の旋律素 材 が ３ 回 も 出現す る 。  
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6 – 8  リトルネロ主題を演奏する Tutti の書法  

リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 す る Tutti が ど の よ う な 書法に な っ て い る の か を 1 ⼩節単位

で 分 析 し 、 リ ト ル ネ ロ 部 分 の 合計⼩節数 に 対 し て 、 ど の タ イ プ で 書 か れ て い る か 、 そ

の割合 を算出 し て整理し た 結 果 を 表 に ま と め る 。  

 

 

ア .  基本的に Vn1, Vn2, Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 36  

イ .  基本的に Vn1, Vn2 対  Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 37   

ウ .  4 つ の声部 が 異 な る動き を す る傾向が強い   

エ .  ユニゾン 、 ま た は 4 つ の声部 が 同 じ リズムで 演 奏 さ れ る傾向が強い   

 

 

アが多い  イが多い  ウが多い  エが多い  アとア以外

のどれか  

ア以外の

書法 2 種  

アとア以外の

書法 2 種類  

全て  

同程度  

ヘ⻑調 /III ヘ⻑調 /I ハ⻑調 /I  ト⻑調 /I 

ト短調 /III 

 ト短調 /I  

1/6 1/6 1/6  2/6  1/6  

 

 

 表 を み る と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と似た 結 果 と な っ た が 、 フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア

ー に は ⾒ ら れ な か っ た ウ が 多 い 作 品 が あ る こ と は 興 味 深 い 。 イ ラ ー ネ ク の 最 も 注 ⽬ す

べき 特 徴 は 、いずれ の 曲 も 、リ ト ル ネ ロ 主 題 が 演 奏 さ れ る 際 に 第 1 ヴ ァ イ オ リ ン 、第 2

ヴ ァ イ オ リ ン 、 ヴ ィ オ ラ と 通 奏低⾳ が そ れぞれ 異 な る動き を 演 奏 す る箇所が必ずあ る

と い う こ と で あ る 。ウ に 当 て は ま る ⼩節数 の割合 は ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー よ り 多 く 、か な り

多声的な 書法で 書 か れ て い る こ と が 分 か る 。ハ ⻑ 調 /I は か な り そ の傾向が強い が 、ト 短

調 /I の リ ト ル ネ ロ 主 題 は 最 も 注 ⽬ すべき 特 徴 を 兼ね備えて い る 。  

ト 短 調 /I の リ ト ル ネ ロ 主 題 は フ ーガの よ う な 様 式 、 す な わ ち模倣対位法で 書 か れ て

お り (譜例 19 参照 )、１ 回 ⽬ は 第 2 ヴ ァ イ オ リ ン が 演 奏 し 始 め（16 ⼩節）、そ の 次 に 第 1

 
36 Vn1, Vn2 対 Va, BC の場合もこの項⽬に該当するとする。 
37 Vn1 対 Vn2, Va 対 BC の場合もこの項⽬に該当するとする。 
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ヴ ァ イ オ リ ン と 第 2 ヴ ァ イ オ リ ン が 主 題 の旋律を 演 奏 し は じ め（17 ⼩節）、そ の 後 に は

ヴ ィ オ ラ と 通 奏低⾳ が加わ る （24 ⼩節）。  

 

 

譜例 19 イ ラ ー ネ ク：ト 短 調 /I、 １ 回 ⽬ の Tutti (R1) 16 ⼩節〜  

 
 

 

こ の リ ト ル ネ ロ 主 題 は 全体で 4 回 演 奏 さ れ る が (R1,R2,R3,R4)、 ２ 回 ⽬ は ヴ ィ オ ラ 、

第 2 ヴ ァ イ オ リ ン 、通 奏低⾳ 、第 1 ヴ ァ イ オ リ ン の 順 と な っ て お り 、楽器が 冒 頭 (R1)と

は 違 う 順 番 で 出現す る 。こ こ だ け を ⾒ る と 、2 つ の 主 題 がペア で模倣さ れ て お り 、⼆重

フ ーガに な っ て い る こ と が 確 認 で き る 。イ ラ ー ネ ク が Tutti を 奏 す る各楽器が 際⽴つ よ

う な ⼯ 夫 を し て い る こ と が こ の 曲 か ら⼗分 に 分 か る 。イ ラ ー ネ ク の 特有の 作 曲技法は 、

こ の １ 回 ⽬ の Tutti (リ ト ル ネ ロ 主 題 R1)に続く １ 回 ⽬ の Solo (S1)で も 確 認 す る こ と が

で き る 。 １ 回 ⽬ の Solo (S1)を み る と 、 リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)と 同 じ ⾳ 楽 を フ ァ ゴ ッ ト 、

ヴ ィ オ ラ 、通 奏低⾳ で 演 奏 し 、Solo 対 Tutti と い うスタ イ ル で 書 か れ て い な い  (譜例 20

参照 )。R1 

 

 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 

Bc 

16 

 

24 

 

Th. 1 

 

Th. 1 

 

Th. 2 

 

Th. 2 
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譜例 20 イ ラ ー ネ ク：ト 短 調 /I、 １ 回 ⽬ の Solo (S1)  41 ⼩節〜  

 

 

 

Solo が旋律を 演 奏 し 、Tutti は伴奏 に徹す る と い うホモ フォニー に な る 部 分 は 、 １ 回

⽬ の Solo (S1)が 開 始 し て か ら 17 ⼩節後 の 57 ⼩節⽬ に な っ て よ うやく現れ る 。 リ ト ル

ネ ロ 主 題 が フ ーガの よ う なスタ イ ル で 書 か れ て い る 点 、Solo 対 Tutti と い う 形 を と っ て

い な い 部 分 が あ る こ と を 考える と 、彼 が Tutti の 書法、す な わ ち 楽器の扱い ⽅ に お い て 、

考 察 対 象 の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 の 中 で群を抜い て個性に溢れ て い る こ と が 分 か る 。  

 

 

Bc 

Va 

 

2.Vn 

1.Vn 

Fg 

41 

 

57 

 

Th. 1 

 

Th. 1 

 

Th. 2 

 

Th. 1 
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6 – 9  Solo の伴奏部分の書法  

こ こ で は独奏 フ ァ ゴ ッ ト が 演 奏 し て い る 時 に 、Tutti が ど の よ う な 書法で伴奏 し て い

る の か に 注 ⽬ す る 。Solo の 全 ⼩節の う ち 、伴奏 が 以 下 に記す各項⽬ に 当 て は ま る ⼩節

の割合 を算出 し 、 以 下 の 表 に整理し て ま と め た 。  

 

 

B.  通 奏低⾳ の み  

T.  Tutti 全体  (も し く は 通 奏低⾳ ＋ ヴ ァ イ オ リ ン 、 ま た は ヴ ィ オ ラ ) 

V.  ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オ ラ だ け で伴奏 さ れ る 、 も し く は ア ンサンブル す る  

E.  投げ⼊ れ （ ま た は繋ぎ）  

C.  Solo に 対 し て Tutti（ あ る い は 特定の パ ー ト ） が応答、掛け 合 い を す る  

Z.  Solo と ヴ ァ イ オ リ ンやヴ ィ オ ラ が⼀緒に 素 材 を 演 奏 す る 。  

O.  伴奏 な し  

 

 

B のみ、またはほぼ B B が多いが、その他も多少ある  T が多い  V が多い  

  ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /III 

ト ⻑ 調 /I 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

 

  6/6  

 

 

興 味 深 い こ と に 、イ ラ ー ネ ク に お い て は Solo を Tutti 全体で伴奏 す る傾向が強い 。こ

れ は イ ラ ー ネ ク の独⾃性の⼀つ で あ り 、Tutti は リ ト ル ネ ロ 主 題 を 演 奏 し Solo は 通 奏低

⾳ が伴奏 す る と い うスタ イ ル を避け て い る こ と が 分 か る 。ハ ⻑ 調 /I、ヘ ⻑ 調 /I,III で は 通

奏低⾳ の み で伴奏 さ れ る ⼩節が ⾮ 常 に少な く 、ほとんど が Tutti 全体で伴奏 さ れ て い る 。

さ ら に ト 短 調 /I で は 、Solo が伴奏 を す る と い う 、 か な り 異 例 な 書法が ⾒ ら れ る 。Tutti
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に よ る 3 回 ⽬ の リ ト ル ネ ロ 主 題  (R3)が終わ り 、３ 回 ⽬ の Solo (S3)が 始 ま る と思い きや、

第 1 ヴ ァ イ オ リ ン と 第 2 ヴ ァ イ オ リ ン が旋律を応答し 合 い 、 そ の伴奏 を Solo が⼋分 ⾳

符で 奏 す る の で あ る  (譜例 21 参照 )。  

  

 

譜例 21 イ ラ ー ネ ク：ト 短 調 /I ３ 回 ⽬ の Solo (S3)  146 ⼩節〜  

 

 
 

 

こ こ で 注 ⽬ すべき 点 は 、B♭1 と い う現代の フ ァ ゴ ッ ト の 最低⾳ 域 の ⾳ 、 す な わ ち 通

奏低⾳ よ り低い ⾳ が Solo に求め ら れ て い る こ と で あ る 。 こ の よ う な 例 は こ の ト 短 調 /I

に し か ⾒ ら れ な い 。 イ ラ ー ネ ク が フ ァ ゴ ッ ト と い う 楽器の可能性を存分 に⽣か し て い

る こ と が 分 か る 。ま た 、モ ル ツ ィ ン 伯 爵 の 宮 廷 楽 団 、少な く と も イ ラ ー ネ ク の周り に こ

の ⾳ 域 を 演 奏 で き る フ ァ ゴ ッ ト が あ っ た と い う可能性が ⽰唆さ れ て い る 。本論⽂の 考

察 対 象 曲 で 、 こ の ⾳ が 書 か れ て い る の は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の RV495 と イ ラ ー ネ ク の ト 短

調 /I だ け で あ り 、 作 曲 す る に あ た っ て 、 当 時 の⼀般的な 最低⾳ で あ る C よ り ⻑ ２度下

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 Bc 

146 

 （ 

） 
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の B を 演 奏可能な 楽器が想定さ れ て い た こ と は 、 楽器の歴史を 考える上で ⾮ 常 に 興 味

深 い 。  

 

 

6 – 10 Solo (独奏ファゴット )の⾳型  

イ ラ ー ネ ク の 作 品 に お い て も 、独奏 楽器の 演 奏 者 に幅広い技巧性が求め ら れ る 部 分

が 多 く ⾒ ら れ る 。 彼 が 奏 者 に ど の よ う な技巧的な ⾳型を求め て い た の か 、 そ の技巧性

に何か し ら の傾向が あ る の か 、 ア〜ク の 8 種 類 の ⾳型（ 第 3 章 9 節を参照） を も と

に 、使⽤さ れ て い る ⾳型の 特 徴 を 以 下 の 表 に ま と め る 。  

 

 

アが⽐較的多い  アとイが⽐較的多い  アとクが⽐較的多い  ア以外が⽐較的多い  3 つ以上の⾳型の

割合が同程度  

ハ ⻑ 調 /I 

ヘ ⻑ 調 /III 

ト 短 調 /I 

ト 短 調 /III 

 ト ⻑ 調 /I  ヘ ⻑ 調 /I 

4/6  1/6  1/6 

  

 

最 も 多 い の は ア（ 順 次進⾏ ）で あ り 、ト ⻑ 調 /I も ヘ ⻑ 調 /I も ア が ⽐較的に 多 い こ と か ら

ア が 中⼼で あ る こ と が わ か る 。 イ ラ ー ネ ク は跳躍の激し い ⾳型や跳躍⾳型を 含 む技巧

的な パ ッセージも⽤い て お り 、 特 に ハ ⻑ 調 /I と ト 短 調 /I は 9 度以上の跳躍⾳型が ⽐較

的多 く現れ る 。 以上の 点 に お い て イ ラ ー ネ ク の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 は独奏 フ ァ ゴ ッ ト 奏

者 に⾼度な技術を要求し て い る 。ト 短 調 /III に は 同 ⾳連打の ⾳型も 多 く 、多 様 な技巧的

⾳型が 多 く ⾒ ら れ る 。  

ま た 、ア と ク が ⽐較的多 い 曲 と し て ト ⻑ 調 /I が 該 当 す る が 、こ こ で ク の ⾳型（ 特 徴的

な ⾳型） と は シ ンコペー ション で 、 曲 全体を 通 し て 多⽤さ れ て い る (譜例 22 参照 )。 こ

れ は イ ラ ー ネ ク だ け に み ら れ る 特 徴的な ⾳型パ タ ー ン と いえる だ ろ う 。  
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譜例 22 イ ラ ー ネ ク：ト ⻑ 調 、 １ 回 ⽬ の Solo 部 分  (S1, 15 ⼩節〜 )  

 
 

 

6 – 11  構成上の独⾃の⼯夫   
 イ ラ ー ネ ク の ト 短 調 /I は Solo に お い て も リ ト ル ネ ロ 主 題 に お い て も⾼度な 作 曲技法

が ⾒ ら れ る が 、そ れ に加えて 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ RV472/I と 同 様 に 、最 初 の リ ト ル ネ ロ 主

題 、 す な わ ち １ 回 ⽬ の Tutti (R1)の 前 に 15 ⼩節に わ た る導⼊ 部 が付い て い る こ と が 特

徴 で あ る 。 (譜例参照 ) 

 

譜例  イ ラ ー ネ ク：ト 短 調 /I 導⼊ 部  

 

Bc 

Va 

 

2.Vn 

1.Vn 

Fg 

Fg 

1.Vn 

2.Vn 

Va 

 Bc 

11 15 

 

16( R1) 
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冒 頭 か ら 3 ⼩節⽬ ま で は 、低⾳ G2 か ら フ ァ ゴ ッ ト の 最⾼⾳ 域 の G4 ま で 、半⾳階的

進⾏ を 含 むスケー ル を 演 奏 し 、 フ ァ ゴ ッ ト の幅広い ⾳ 域 を紹介し て い る よ う な印象 を

与える 。4 ⼩節⽬ か ら は 、 分散和⾳ の un poco All[egro]で 演 奏 し 、 通 奏低⾳ の補強と し

て ヴ ァ イ オ リ ン と ヴ ィ オ ラ も伴奏 に加わ る 。13 ⼩節⽬ は 冒 頭 と 同 じ Adagio の指⽰ が あ

り 、ア イ ンガングの よ う な 部 分 と な っ て い る 。こ こ ま で規模の⼤き い導⼊ 部 は イ ラ ー ネ

ク の こ の ト 短 調 /I で し か 確 認 で き な い 。  
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第 7 章 ⽐較考察  

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 、フ ァ ッ シ ュ 、ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 を

⽐ 較 し た 場 合 、ど の よ う な 点 に お い て 共 通 す る も の が あ る の か 、ど の よ う な 相 違 点 が あ

る の か 、 ま た 各 ⾃ の フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 に ⾒ ら れ る 独 ⾃ の 特 徴 は 何 か を 明 ら か に す る た

め に 、 本 章 で は 第 3 章 〜 第 6 章 の 分 析 結 果 に 基 づ き 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 、 フ ァ ッ シ ュ 、

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の 考 察 対 象 曲 の ⽐ 較 考 察 を ⾏ う 。  

 

 

7 ‒ 1 リトルネロの回数と主な調領域の数 

  4 ⼈ に 共 通 し て み ら れ る こ と は 、 曲 を 構 成 す る 主 な 調 の 数 と リ ト ル ネ ロ 主 題 が 演 奏

さ れ る 回 数 の ⼤ 体 の 組 み 合 わ せ が 、 調 の 数 が 3 つ に 対 し て リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回 数 が 4

回 、 あ る い は 調 の 数 が 4 つ の 場 合 は リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回 数 が 5 回 と な っ て い る こ と で

あ る 。し か し 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 考 察 対 象 の 楽 章 数 が ⾮ 常 に 多 い た め 、ほ か に も 様 々 な

組 み 合 わ せ に 作 曲 を し て お り 、 以 上 の 2 つ の パ タ ー ン に 当 て は ま ら な い 例 も 多 く み ら

れ た 。調 の 数 と リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回 数 が 同 じ 曲 や 、調 の 数 に 対 し て リ ト ル ネ ロ 主 題 の 回

数 が 多 い 曲 な ど 、 特 に ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 に は 単 ⼀ の 型 に 集 約 で き な い こ と が 明 ら

か と な っ た 。  

 

 

 調 2+R3 調 2+ R4 調 3+ R3 調 3+ R4 調 3+ R5 調 3+ R6 調 4+ R5 調 4+ R6 調 5+ R5 

V 1/74  1/74 46/74 8/74 2/74 12/74 2/74 2/74 

F  1/4  2/4 1/4     

R   1/6 4/6 1/6     

J    3/6 1/6 1/6 1/6   

 

 

し か し 、ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に 全 く み ら れ な い 例 と し て 、フ ァ ッ シ ュ の ハ 短 調 /III を あ げ

る こ と が で き る 。 な ぜ な ら こ の 曲 だ け 曲 を 構 成 す る 主 な 調 の 数 が 2 つ し か な い の に 対

し て リ ト ル ネ ロ 主 題 が ４ 回 だ か ら で あ る 。こ れ は 、反 対 に ⾔ え ば 、リ ト ル ネ ロ 主 題 が 4

回 出 現 す る の に 、 楽 章 全 体 が ほ ぼ 主 調 の ハ 短 調 と 平 ⾏ 調 の 変 ホ ⻑ 調 で 占 め ら れ て い る
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と い う 点 で 、例 外 的 で あ る 。フ ァ ッ シ ュ の ハ 短 調  FaWV L: c1 は 、前 述 し た と お り フ ァ

ゴ ッ ト 協 奏 曲 で は な い 可 能 性 も ⼤ き く 、 全 考 察 対 象 曲 の 中 で 特 異 な 曲 と ⾔ え る 。  

 

 

7 - 2 転調経路 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ に お い て は 、 調 の 数 が 3 つ で 書 か れ て い る 曲 に 関 し て は 5 つ 以 上 の

転 調 パ タ ー ン を ⾒ 出 す こ と が で き た 。 そ の 中 で 、 1(主 調 → 属 調 → 属 調 の 平 ⾏ 調 → 主 調 )

ま た は (主 調 → 属 調 の 平 ⾏ 調 → 属 調 → 主 調 )と 2(主 調 → 属 調 → 平 ⾏ 調 → 主 調 )ま た は (主

調 → 平 ⾏ 調 → 属 調 → 主 調 ) と い う 2 つ の タ イ プ が 同 率 で 最 も 多 か っ た 。 フ ァ ッ シ ュ 、

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の 考 察 対 象 曲 の ほ と ん ど が 転 調 の 調 が 3 つ で 書 か れ て

い る た め 、 本 章 で は 調 3 つ の 曲 を ⽐ 較 考 察 す る 。  

 

 

1. (主 調 → 属 調 → 属 調 の 平 ⾏ 調 → 主 調 )ま た は 主 調 → 属 調 の 平 ⾏ 調 → 属 調 → 主 調 )  

2. (主 調 → 属 調 → 平 ⾏ 調 → 主 調 )ま た は (主 調 → 平 ⾏ 調 → 属 調 → 主 調 )  

3. (主 調 → 平 ⾏ 調 → 平 ⾏ 調 の 属 調 → 主 調 )  

4. (主 調 → 平 ⾏ 調 → 下 属 調 → 主 調 )  

5. そ の 他 （ 平 ⾏ 調 の 属 調 を 含 む も の な ど ）   

 

 

調 3 の転調パターンの⽐較表 

 1 2 3 4 5 

V 18/57 18/57 7/57 5/57 9/57 

F  3/3    

R 2/6 3/6  1/6  

J 1/5 4/5    

 

 

ヴィヴァルディ以外の 3 ⼈に共通してみられる特徴は、3 ⼈とも、最も多い転調パター

ンが 2 の(主調→属調→平⾏調→主調)または(主調→平⾏調→属調→主調)タイプであると
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いうことである。ファッシュとイラーネクに関しては、ほとんどがこのタイプに当てはま

る。ライヒェナウアーでは、3 つのタイプに分類することができたが、最も多かったタイ

プはやはり 2 であった。ヴィヴァルディ以外の 3 ⼈の考察対象曲の転調タイプが同じ傾向

であったことは興味深い。 

 

 

7 ‒ 3 最後から 1 つ前の Tutti(リトルネロ主題)の調について 
1 番 最 後 に 演 奏 さ れ る Tutti の 1 つ 前 に 演 奏 さ れ る Tutti の 調 に つ い て は 、 ヴ ィ ヴ ァ

ル デ ィ と ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 以 外 の 3 ⼈ で は 、 明 ら か に 異 な っ て い た 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の

場 合 に は 、 最 後 か ら 1 つ 前 の Tutti で 転 調 さ れ た リ ト ル ネ ロ 主 題 が 、 そ の 調 の ま ま で

演 奏 さ れ る 例 が 74 楽 章 中 49 楽 章 と 半 分 以 上 を 占 め て い る 。 反 対 に そ れ 以 外 の 25 楽

章 で は 、 転 調 さ れ た も の の す ぐ さ ま に 主 調 に 転 調 さ れ て し ま う と い う 現 象 が 起 き て い

た 。  

 

 

１ . 主調以外の調で演奏される 

２. 開始後すぐ主調に転調する 

３. 最初から主調で演奏される 

 

 

 1 2 3 

V 49/74 25/74  

F 2/4  2/4 

R 3/6  3/6 

J 4/6  2/6 

 

 

こ れ に 対 し て 、フ ァ ッ シ ュ 、ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の 考 察 対 象 曲 で は 、転 調

さ れ た も の の す ぐ さ ま に 主 調 に 転 調 さ れ て し ま う と い う タ イ プ ２ の 例 は 確 認 で き な か

っ た 。さ ら に 、そ も そ も 最 初 か ら 主 調 で リ ト ル ネ ロ 主 題 が 回 帰 す る 例 が ⽐ 較 的 多 く 確 認
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で き た 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 以 外 の 3 ⼈ で は 、 主 調 以 外 の 調 で 回 帰 す る か 、 主 調 で 回 帰 す

る か の 2 つ の パ タ ー ン と な る 。 こ の 点 で ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 明 ら か に 異 な っ て い た こ

と は 興 味 深 い 。  

 

 

7 - 4 最初と最後の Tutti（リトルネロ主題）の⻑さ 
 

 

１ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 異 な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る  

 

 

 1 2 

V 46/74 28/74 

F 4/4  

R 5/6 1/6 

J 4/6 2/6 

 

 

4 ⼈ の 考 察 対 象 曲 を 分 析 し た 結 果 、曲 の 冒 頭 と 最 後 に Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト

ル ネ ロ 主 題 は 、全 く 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る 場 合 と 、最 後 の リ ト ル ネ ロ が い く ら か 縮 ⼩ さ

れ る 場 合 の 、 ⼤ き く 分 け て 2 つ の パ タ ー ン が あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ヴ ィ ヴ ァ ル

デ ィ で は 74 楽 章 中 46 楽 章 が 、 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 異 な る ⻑ さ で 演 奏 さ れ

て お り 、そ れ 以 外 の 28 楽 章 で は 全 く 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る こ と が 確 認 で き た 。そ れ に

対 し て フ ァ ッ シ ュ で は 、 冒 頭 と 最 後 の リ ト ル ネ ロ 主 題 が 全 く 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る 曲

は な か っ た 。ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー に 関 し て は 、6 楽 章 中 1 楽 章 だ け 、同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ

る 例 が 確 認 で き た 。 イ ラ ー ネ ク は 6 楽 章 中 4 楽 章 が 異 な る ⻑ さ で 最 初 と 最 後 の リ ト ル

ネ ロ 主 題 が 演 奏 さ れ 、 残 り の 2 楽 章 で は 同 じ ⻑ さ で 演 奏 さ れ る こ と が わ か っ た 。 以 上

に よ り 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と イ ラ ー ネ ク は 2 つ の パ タ ー ン の 割 合 が近い こ と が 分 か る 。

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー は どちら の パ タ ー ン も あ る と い う 点 に お い て 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と イ
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ラ ー ネ ク と 共 通 し て い る 。  

フ ァ ッ シ ュ に 関 し て は 、 ほ と ん ど の 曲 で 最 後 の Tutt が リ ト ル ネ ロ 主 題 と は 関係な い

素材に よ る 上 に か な り 短 い 後 奏 と な っ て い る 点 で 、 他 の 3 ⼈ と は 違 う 特 徴 が 確 認 で き

た 。  

 

 

7 ‒ 5  Tutti の新しい素材について 
Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題  (R1)が 、 ど の よ う に 回 帰 す る か 、 リ ト ル

ネ ロ 主 題 に新し い素材が加わ る か ど う か 、 ま た は ま っ た く リ ト ル ネ ロ 主 題 と 関係の な

い素材を 演 奏 す る部分 が あ る か に つ い て 4 ⼈ の 考 察 対 象 曲 を概観し た と ころ、 4 ⼈ と

も 異 な る 結 果 と な っ た 。  

 

 

１ . 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の素材と 共 に新し い素材が 演 奏 さ れ る 、 ま た は そ れ ら

が⼯夫さ れ て 演 奏 さ れ る  

２ . 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)で は 演 奏 さ れ な か っ た新し い素材だ け が 演 奏 さ れ る  

 

 

 1 2 

V 9/74 2/74 

F 1/4 3/4 

R 1/6  

J  1/6 

 

 

 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で は 、で 回 帰 さ れ る Tutti で 冒 頭 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)と は 異 な る素

材が 演 奏 さ れ る 例 は 74 楽 章 中 11 楽 章 で あ り 、 そ の うちの 9 楽 章 が タ イ プ １ 、 残 り の

2 楽 章 は タ イ プ ２ で あ っ た 。フ ァ ッ シ ュ の 場 合 は ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は逆で 、タ イ プ ２ の

⽅が 多 い 。ボヘミア の 2 ⼈ で は そ れぞれ １ 楽 章ずつ し か 例 が な く 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー

で は タ イ プ １ 、 イ ラ ー ネ ク で は タ イ プ ２ と 、内容的 に 異 な る 結 果 と な っ た 。  



 132 

7 ‒ 6 冒頭のリトルネロ主題(R1)の素材と Solo の関係 

冒 頭 の Tutti に よ っ て 演 奏 さ れ る リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)の素材が Solo で も 演 奏 さ れ る

例 は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で は 74 楽 章 中 21 楽 章 、 フ ァ ッ シ ュ で は 4 楽 章 中 3 楽 章 、 ラ イ

ヒ ェ ナ ウ ア ー で は 6 楽 章 中 3 楽 章 、 イ ラ ー ネ ク で は 6 楽 章 中 5 楽 章 確 認 す る こ と が で

き た 。 冒 頭 の Tutti (R1)で提⽰さ れ た素材の Solo に お け る 出 現箇所は 、 以 下 の と お り

で あ る 。  

 

 

１ . Tutti で提⽰さ れ た素材が Solo の 冒 頭  (S1)で 演 奏 さ れ る  

２ . Tutti で提⽰さ れ た素材が Solo の 冒 頭  (S1)以 外 で 演 奏 さ れ る  

３ . 1 と ２ の両⽅が ⾒ ら れ る  

 

 

 1 2 3 

V 8/74 6/74 7/74 

F 2/4  1/4 

R 3/6   

J   5/6 

 

 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 は 、 3 つ の タ イ プ が ほ ぼ 同 じ 割 合 で み ら れ る 。  

フ ァ ッ シ ュ パ タ ー ン 2 に 当 て は ま る 曲 が な い 。  

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 場 合 は 、該当 す る 3 曲 全 て が タ イ プ １ で あ っ た 。  

イ ラ ー ネ ク に 関 し て は 、 ほ と ん ど の 曲 で リ ト ル ネ ロ 主 題 の素材が Solo 部分 の 冒 頭

や 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 イ ラ ー ネ ク の ト ⻑ 調 /I や ト 短 調 /I,III

で は そ の傾向が か な り強く 、 リ ト ル ネ ロ 主 題 の素材を Solo で も活⽤し て い る箇所が

多 い と い う印象 を与え る 。  

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は あ らゆる パ タ ー ン で 作 曲 し て い る の に 対 し て 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー

と イ ラ ー ネ ク で は 、 １ つ の タ イ プ し か ⾒ ら れ な い と い う 点 で 異 な っ て い る 。  
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7 ‒ 7 Solo(独奏ファゴット)の素材 

リ ト ル ネ ロ 主 題 と は 全 く 関係な い旋律素材の使い 回 し が  Solo の 中 だ け で 確 認 で き

る 例 は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と イ ラ ー ネ ク の 考 察 対 象 曲 で 確 認 で き

た 。 フ ァ ッ シ ュ で は そ の 例 は 確 認 す る こ と が で き な か っ た 。  

 

 

１ . １ 回⽬の Solo (S1)の 冒 頭 で 演 奏 さ れ る旋律の み が 、 後 の Solo で再現 さ れ る 、 ま た

は似た よ う な⾳型 が 演 奏 さ れ る  

２ . １ 回⽬の Solo (S1)の 冒 頭 以 外 で 演 奏 さ れ る旋律が 、 後 の Solo で再現 さ れ る 、 ま た

は似た よ う な⾳型 が 演 奏 さ れ る  

３ .  1 と 2 の両⽅が ⾒ ら れ る  

 

 

 1 2 3 

V 12/74 8/74  

F    

R 1/6 1/6 1/6 

J  3/6  

 

 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で は 、繰り返さ れ る Solo の旋律素材が 、 1 回⽬の Solo (S1)の 冒 頭

で 演 奏 さ れ た も の に限ら れ る も の （ タ イ プ １ ） と 、 そ う で な い も の （ タ イ プ ２ ） の 2

つ パ タ ー ン に 分 か れ 、 前者は 74 楽 章 中 12 楽 章 、 後者は 74 楽 章 中 8 楽 章 確 認 で き

た 。  

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー で は 、Solo 限定で の素材の使い 回 し が み ら れ る 曲 は 6 楽 章 中 3 楽

章 確 認 で き 、 タ イ プ 1、 2 お よび 3 の 例 がひと つずつ ⾒ ら れ た 。  

イ ラ ー ネ ク で は 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と 同 様 に Solo 限定で の素材の使い 回 し が み ら れ

る 曲 は 6 楽 章 中 3 楽 章 確 認 で き た 。 し か し 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と は

全 く 異 な る傾向を⽰し 、 全 て タ イ プ 2 に該当 し て い た こ と が 明 ら か と な っ た 。  

以 上 よ り 、 フ ァ ッ シ ュ 以 外 の 3 ⼈ に 共 通 す る 点 は少な く 、Solo の旋律素材の活⽤は
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各 々 で 異 な っ て い る と 考 え る こ と が で き る 。  

 

 

7 ‒ 8  リトルネロ主題を演奏する Tutti の書法 
4 ⼈ の 考 察 対 象 曲 の リ ト ル ネ ロ 主 題 は 、 Tutti、 す な わち第 1 ヴ ァ イオリ ン 、 第 2 ヴ

ァ イオリ ン 、 ヴ ィオラ と 通 奏低⾳の 4 パ ー ト で 演 奏 さ れ る が 、 そ の 各 楽器が リ ト ル ネ

ロ 主 題 を ど の よ う に 演 奏 し て い る か 、 以 下 の 4 つ の タ イ プ に 分 け ⽐ 較 考 察 を ⾏ う 。  

 

 

ア .  基 本 的 に Vn1, Vn2, Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 37 

イ .  基 本 的 に Vn1, Vn2 対  Va 対  Bc で 構 成 さ れ る 38  

ウ .  4 つ の声部が 異 な る動き を す る傾向が強い   

エ.  ユニゾン、または 4 つの声部が同じリズムで演奏される傾向が強い  

 

 

 アが多い  イが多い  ウが多い  エが多い  ア  ＋  X X ＋  Y ア＋X＋Y 全て同程度  

V  26/74 11/74 5/74 8/74 10/74 4/74 4/74 5/74 

F  3/4      1/4  

R  1/6 1/6   3/6  1/6  

J  1/6 1/6 1/6  2/6  1/6  

 

 

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の 場 合 は ア の 書法が 最 も 多 く 、 そ の次に 多 い の は イ で あ る 。 ま た 、

考 察 対 象 の 作 曲家 4 ⼈ の 中 で ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ だ け に ⽐ 較 的 多 く ⾒ ら れ た の はエの 書法

で 、 3 番⽬に 多 か っ た 。 し か し な が ら 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 作 曲 数 が 多 い こ と も あ っ

て 、 あ り と あ らゆる Tutti の 書法で リ ト ル ネ ロ 主 題 を 書 い て い た と ⾔ え よ う 。  

フ ァ ッ シ ュ で は 、 ほ と ん ど が ア の 書法で 、 ⾮ 常 に ホモフォニッ ク な 構 成 で リ ト ル ネ

ロ 主 題 が 演 奏 さ れ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ヴ ァ イオリ ン が旋律を 演 奏 し 、 ヴ ィ

 
37 Vn1, Vn2 対 Va, Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
38 Vn1 対 Vn2, Va 対 Bc の場合もこの項⽬に該当するとする。 
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オラ と 通 奏低⾳が そ の伴奏 を し て い る と い う シ ン プ ル な 構 成 で あ る 。  

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー は 、 ア が ⽐ 較 的 多 い 曲 が 多 い が 、細か く ⾒ て み る と ア 以 外 の 書法

で 書 か れ て い る部分 も 多 く 、 フ ァ ッ シ ュ よ り も Tutti の 各 楽器を活⽤し て お り 、 イ や

ウ で 書 か れ て い る部分 も 確 認 で き る 。  

イ ラ ー ネ ク は ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー よ り イ や ウ で 書 か れ て い る 割 合 が と て も 多 く 、 全 て

の 楽器に ⼤切な役割 を与え て お り 、 ウ が 最 も 多 い ハ ⻑ 調 /I の よ う な 曲 が 特 徴 的 で あ

る 。 フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー よ り 、 書法が複雑で あ る こ と は ⾮ 常 に 興 味 深 い 。

ま た 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 以 外 の 3 ⼈ に はエの 書法が ほ と ん ど⽤い ら れ て い な い 点 も 、 ヴ

ィ ヴ ァ ル デ ィ と は 異 な る 特 徴 の 1 つ で あ る 。  

ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と フ ァ ッ シ ュ で は 、 リ ト ル ネ ロ部分 で Solo パ ー ト が加わ る 独 特 な

⼿法が ⾒ ら れ 、 こ れ はボヘミア の 2 ⼈ で は 確 認 で き な い 特 徴 で あ っ た 。  

 

 

7 ‒ 9  Solo の伴奏部分の書法 
 

 

B.  通 奏低⾳の み  

T.  Tutti 全 体  (も し く は 通 奏低⾳＋ヴ ァ イオリ ン や ヴ ィオラ ) 

V.  ヴ ァ イオリ ン や ヴ ィオラ だ け で伴奏 さ れ る 、 も し く は ア ンサンブル す る  

E.  投げ⼊れ （ ま た は繋ぎ）  

C.  Solo に 対 し て Tutti（ あ る い は 特定の パ ー ト ） が応答、掛け 合 い を す る  

Z.  Solo と ヴ ァ イオリ ン や ヴ ィオラ が ⼀緒に素材を 演 奏 す る  

O.  伴奏 な し  

 

 

 B のみ、B が多い  B が多いがその他も対象である  T が多い  V が多い  

V 15/74 54/74 4/74 1/74 

F  3/4 1/4  

R  5/6 1/6  

J   6/6  
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Solo を Tutti が ど の よ う に伴奏 し て い る の か と い う視点 か ら 4 ⼈ の 考 察 対 象 曲 を 分

析 し た と ころ、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ 、 フ ァ ッ シ ュ と ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー は 、 基 本 的 に は 通 奏

低⾳だ け で伴奏 し て い る 。 ヴ ァ イオリ ン や ヴ ィオラ が和⾳を補強し な が ら Tutti で伴

奏 し た り 、 通 奏低⾳で は な く ヴ ァ イオリ ン だ け で伴奏 し た り と 、 様 々 な伴奏 の⽅法も

ま じ え な が ら も 、 全般的 に 、 曲 を 通 し て 通 奏低⾳だ け で伴奏 す る傾向が強い 。  

そ れ に加え て ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 場 合 に は 、 ヴ ァ イオリ ン が Solo と 同 じ⾳型 を 共

有す る こ と が 多 く 、 2 つ の 楽器が掛け 合 い に な る箇所が Tutti か Solo の部分 で必ずあ

る と い う顕著な 特 徴 が あ っ た 。  

 イ ラ ー ネ ク は 他 の 3 ⼈ と は ⼤ き く 異 な り 、 Tutti 全 体 で伴奏 す る傾向が か な り強く 、

通 奏低⾳の み で伴奏 す る部分 は ⾮ 常 に少な い 。Solo を伴奏 す る際に Tutti の 楽器が誰

1 ⼈⽋け て は な ら な い よ う に 作 曲 さ れ て お り 、 よ り室内楽 的 な印象 が強い と ⾔ え る 。

つ ま り 、Solo で も ヴ ァ イオリ ン と ヴ ィオラ が 演 奏 に加わ っ て い る部分 が 多 く 、 ヴ ァ イ

オリ ン 奏者で も あ る イ ラ ー ネ ク の 曲 に お い て は 、⾼⾳弦楽器の担う仕事の量が 最 も 多

く な っ て い る 。  

以 上 の こ と か ら 確 認 で き る の は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 多 様 な伴奏 の 書法を⽤い て い る

の に 対 し て 、 フ ァ ッ シ ュ は 基 本 的 に シ ン プ ル で 通 奏低⾳に よ る伴奏 で あ る と い う こ

と 、 ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー の 場 合 に は Solo(独 奏 フ ァ ゴ ッ ト )と 第 1 ヴ ァ イオリ ン が 同 じ旋

律を 共有し 合 い 、掛け 合 い に な る部分 が 多 く み ら れ る こ と 、 そ し て イ ラ ー ネ ク は

Tutti の 各 パ ー ト に重要な役割 を与え 、ポリ フォニッ ク に 書 か れ て い る部分 が ⾮ 常 に

多 く 、 ま た ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー と 同 様 に掛け 合 い の部分 も あ る と い う こ と で あ る 。 し た

が っ て 、 基 本 的 に 共 通 す る 点 は あ る も の の 、 4 ⼈ の伴奏 の 書法は そ れぞれ個性 に溢

れ 、 異 な っ て い る と ⾔ う こ と が で き る  

 

 

7 ‒ 10 Solo (独奏ファゴット)の⾳型 
 4 ⼈ の 考 察 対 象 曲 の Solo に ⾒ ら れ る⾳型 を概観し 、 ど の⾳型 が 多 く使わ れ て い る か

を 分 析 し た 結 果 、 7 つ の⾳型 パ タ ー ン を ⾒ 出 す こ と が で き た 。 そ の 中 で ど の⾳型 が頻

繁に 演 奏 さ れ る か を そ れぞれ 分 析 し 、 独 奏 フ ァ ゴ ッ ト 奏者に ど の よ う な技巧性 を求め

て い た の か 、 ま た 、使⽤⾳型 に 何 か し ら の傾向が あ る の か を ⽐ 較 考 察 し た 。  
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ア . 順次進⾏  

イ . 1 オク タ ーブ以内の跳躍⾳型  

ウ . 9 度以 上 の跳躍⾳型  

エ . ア と イ を 組 み 合 わ せ た⾳型  

オ . ア＋ウ を 組 み 合 わ せ た⾳型  

カ . 技巧的 で は な い声楽 的 な⾳型  (フレーズが ⼩節線を ま た ぐ も の な ど ) 

キ . 装飾⾳符が 特 徴 的 な⾳型  

ク . そ の 他 の 特 徴 的 な⾳型  

 

 

 アが⽐較

的多い 

アとイ

が⽐較

的多い 

アとエ

が⽐較

的多い 

アとオ

が⽐較

的多い  

アとキ

が⽐較

的多い 

アとク

が⽐較

的多い 

ア以外

が⽐較

的多い 

3 つ以上の特徴

の割合が同程度  

V  26/74  15/74  6/74  18/24 9/74 

F        3/4 1/4 

R  2/6 1/6  2/6    1/6 

J  4/6     1/6  16/ 

 

 

  ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ で は 、順次進⾏ の⾳型 、順次進⾏+1 オク タ ーブ以内の跳躍（ 分散

和⾳な ど ） を伴う技巧的 な⾳型 が ⾮ 常 に 多 い こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た 、 ヴ ィ ヴ ァ

ル デ ィ に だ け ⽐ 較 的 多 く ⾒ ら れ た⾳型 の 1 つ と し て 、 ト リ ル や装飾⾳符を伴う⾳型 を

挙げ る こ と が で き た 。  

  フ ァ ッ シ ュ で は 、 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ と は ⼤ き く 異 な り 、順次進⾏ の⾳型 が 多 い 曲 は ほ

と ん ど な か っ た 。 どちら か と い う と 、優美な旋律線と い う よ り は 単純な 分散和⾳の⾳

型 が と て も 多 く 、和⾳内の⾳を 短 い⾳価で 反復し た り す る⾯で技巧性 が強く求め ら れ

る こ と が 明 ら か と な っ た 。 特 に 、 フ ァ ゴ ッ ト 協 奏 曲 で あ る か ど う か が問題 と な っ て い

る ハ 短 調 の 第 3 楽 章 で は 、息継ぎを す る隙も な い く ら い ⻑ い間 16 分⾳符に よ る 分散

和⾳を 演 奏 す る箇所が 多 く 、 フ ァ ゴ ッ ト向け の 作品と す る と超絶技巧と ⾔ わざる を得
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な い箇所も 確 認 で き た 。  

ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー で は 、 基 本 的 に順次進⾏ の⾳型 の 割 合 が 多 い が 、順次進⾏ と跳躍

⾳型 が 組 み 合 わ さ れ た技巧的 な⾳型 が ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ や フ ァ ッ シ ュ よ り も 多 く 演 奏 さ

れ る傾向に あ る 。順次進⾏ を 演 奏 す る と き は 第 1 ヴ ァ イオリ ン と掛け 合 い を す る 場 合

が 多 く 、 こ れ も ラ イ ヒ ェ ナ ウ ア ー 独 特 の 特 徴 と ⾔ う こ と が で き る 。  

イ ラ ー ネ ク で は順次進⾏ の⾳型 が 多 い傾向に あ る が 、跳躍系の⾳型 と順次進⾏ の⾳

型 の 割 合 は 半 々 く ら い と い う こ と が わ か っ た 。Solo の⾳型 を さ ら に細か く ⾒ る と 、 9

度以 上 の跳躍⾳型 が 他 の 3 ⼈ よ り も 多 く 、 同⾳連打の⾳型 も ⾒ ら れ る 曲 も 確 認 で き た

こ と か ら 、 様 々 な⾳型 を駆使し ⾮ 常 に技巧的 で あ る と ⾔ え る 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ は 曲ご

と に 多 く使⽤さ れ る⾳型 に偏り が あ る が 、 イ ラ ー ネ ク の 場 合 は 1 曲 を 通 し て 多種多 様

の技巧的 な⾳型 が使わ れ る こ と が ⼀ 番 の 特 徴 で あ る 。  

 

 

7 ‒ 11  構成上の独⾃の⼯夫  
  ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の RV472/I と イ ラ ー ネ ク の ト 短 調 /I は 、 １ 回⽬の Tutti、 す な わち

最 初 の リ ト ル ネ ロ 主 題 (R1)が 演 奏 さ れ る 前 に導⼊部が置か れ て い る 点 で 異 例 な 曲 で あ

る 。 し か し 、 こ の 2 曲 の導⼊部は 明 ら か に規模の ⼤ き さ が 異 な っ て お り 、 イ ラ ー ネ ク

の ト 短 調 の⽅が ⼤規模で 、導⼊部の 中 で 3 つ の 楽想が⽰さ れ 、 フ ァ ゴ ッ ト の 可 能 性 を

事前 に細か く紹介し て い る よ う な印象 が強い 。 ヴ ィ ヴ ァ ル デ ィ の RV 472/I で は 、 リ

ト ル ネ ロ 主 題 が始ま っ て か ら 演 奏 さ れ る素材を 、Allegro non molto の導⼊部で 演 奏 す

る が 、 演 奏時間は か な り 短 い 。導⼊部が置か れ て い る 2 例 の 中 で 、 イ ラ ー ネ ク の 例 の

⽅が 独創性 を強く感じ さ せ る 。  
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結論 

 

本論⽂では、プラハに宮殿をもつモルツィン伯爵に仕えた 4 ⼈の作曲家、ヴィヴァ

ルディ、ファッシュ、ライヒェナウアー、およびイラーネクについての伝記的情報を

まとめ、現存している彼らのファゴット協奏曲の第 1 楽章と第３楽章の作曲様式につ

いて検討した。４⼈がモルツィン伯爵に仕えた時期には多少のずれがあるが、1723 年

〜1726 年という期間で重なっている。Maestro di Musica in Italia（イタリアの⾳楽の

マエストロ）として客員作曲家のような⽴場であった巨匠ヴィヴァルディは 39 作

品、ファッシュは 2 作品、ライヒェナウアーは 4 作品、イラーネクは 4 作品のファゴ

ット協奏曲を作曲したが、それぞれの作品の作曲年代と作曲地については情報がな

い。  

本論⽂で楽曲分析の対象としたのはリトルネロ形式による急速楽章であるため、ヴ

ィヴァルディの 74 楽章を筆頭に、ファッシュの 4 楽章、ライヒェナウアーの 6 楽

章、イラーネクの 6 楽章が考察の対象となる。これらを⽐較して判明したことは、ま

ず、ヴィヴァルディの 74 楽章の特徴が多岐にわたっているため、そもそもヴィヴァ

ルディのファゴット協奏曲におけるリトルネロ形式を１つのモデルとして捉えること

ができないということである。さらに他の 3 ⼈の作品においても、楽曲構成上の特徴

や Solo に求められる技術がそれぞれ異なっており、ヴィヴァルディのファゴット協奏

曲と相違する点が多く⾒られた。また、ヴィヴァルディ以外の 3 ⼈の作品を⽐べる

と、全員に共通する特徴はあるものの、細かい相違点に加えてそれぞれ独⾃の特徴を

⾒出すことができた。すなわち、本論⽂で考察した 4 ⼈の作曲家のファゴット協奏曲

において、リトルネロ形式は、単純な図式に還元することの不可能な、極めて多様な

可変性を有する形式として捉えられる。  

4 ⼈に共通する楽曲構成上の特徴は、Tutti が演奏される回数、すなわちリトルネロ

主題が演奏される回数と主たる調領域の数に相関関係があるということである。つま

り、Tutti(リトルネロ主題 )の合計演奏回数が 4 回の場合は、曲を構成する主な調は 3

つである。しかし、このような関係で構成されている曲はヴィヴァルディの考察対象

楽章の 46/74（60.8%）に当たり、それ以外の楽章は他のさまざまな組み合わせで構成

されている。他⽅、ヴィヴァルディ以外の作曲家においては、ファッシュの 1 曲を除

いて、ヴィヴァルディで確認できる組み合わせ以外の構成を有する曲は⾒られなかっ
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た。  

 しかし、リトルネロ主題の回帰の仕⽅、Tutti の楽器の扱い⽅、特定の素材の労作、

Solo 部分への伴奏のつけ⽅という点に注⽬すると、4 ⼈ともそれぞれ異なる特徴や独

⾃性を⽰している。  

ファッシュは、ヴィヴァルディと同様にボヘミア出⾝ではない作曲家として、ある

特定の時期モルツィン伯爵に仕えていた。しかしヴィヴァルディの場合とは異なり、

最後に演奏される Tutti がリトルネロ主題ではないことがほとんどであり、しかもそ

の部分が⾮ 常に短いことが特徴である。また、Tutti によって演奏されるリトルネロ主

題が他の調に転調せず主調で回帰するといった特徴が⾒られ、ヴィヴァルディの典 型

的なリトルネロ形式に類 似しているとは捉え難い。またクラークの研 究でハ短調の楽

曲（FaWV L:c1）をファッシュのもう 1 つのファゴット協奏曲と推 測していることに

基 づき、本論⽂でもこの曲を考察の対象としたが、Solo において単純な分散 和⾳によ

る⾼速なパッセージが連 続する箇 所が多く、他の考察対象曲とは⼤きく異なる点が⾒

られた。さらに、通奏低⾳と Solo による、Solo とも Tutti とも捉えがたい楽節がある

点でも独特であるため、作曲様式の⾯からこれがファゴットのための協奏曲であると

断定することはできない。  

ライヒェナウアーの場合も、独⾃の特徴が⾒られる。Tutti のヴァイオリンと Solo

が同じ素材を共有したり掛け合いを⾒せたりするといった部分がどの曲にも必ず⾒ら

れる点に、彼の独⾃性が表れている。また、リトルネロ主題が回帰する間に Solo が

次 々と新しい旋 律素材を披 露するという典 型的な構成の曲もある⼀⽅で、リトルネロ

主題の回帰に装 飾やリズ ムの変化を伴い、単純な繰り返しを避けるといった特徴も⾒

られる。さらに、独奏ファゴット奏者に求められる技巧性もより⾼く、ヴィヴァルデ

ィともファッシュとも異なっている。  

ヴェネツィアのヴィヴァルディのもとに⾳楽留 学をしたイラーネクの場合には、リ

トルネロ主題が演奏される前に導 ⼊部が付いており、Tutti によって演奏されるリトル

ネロ主題がフーガのような形式で書かれているト短調 /I を筆頭に、「Tutti 全体が伴奏

に徹し、ファゴットの Solo を引き⽴たせる」というヴィヴァルディのファゴット協奏

曲で多く⾒られたやり⽅を踏 襲せず、Tutti の各 声部、すなわち第 1 ヴァイオリン、第

2 ヴァイオリン、ヴィオラと通奏低⾳に独⽴した動きを与えることにより、室 内楽的

な傾 向が強く⾒られる。それは、ヴァイオリンとファゴットが同じ 旋 律素材を演奏し
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たり、掛け合いをしたりする部分にも強く表れている。また、リトルネロ主題の前に

ヴィヴァルディより規 模の⼤きい導 ⼊部が付加されるといった具合に、リトルネロ形

式そのものを拡 ⼤していく⼯ 夫が認められた。ファゴット奏者に求められる技巧性も

4 ⼈の中で最も⾼く、様々な⾳型が使 ⽤され、跳 躍の広い技巧的な⾳型も⽐較的多く

⾒られる。  

 したがって、モルツィン伯爵の周 辺で活 動していた 4 ⼈のファゴット協奏曲の第 1

楽章と第３楽章には多様な作曲様式が並存していたこと、ありとあらゆるタイプのフ

ァゴット協奏曲を書いた巨匠ヴィヴァルディと⽐べても、他の 3 ⼈にはヴィヴァルデ

ィとは異なる独⾃性があったことがわかった。彼らはヴィヴァルディに引けを取らな

い技巧をファゴット奏者に要求し、曲の形式上の⼯ 夫や変化に富んだ 書 法を⽤いた。

すなわち、リトルネロ形式といっても、導 ⼊部の規 模や、新素材をどのように⽤いる

かなどは各 々で異なっており、作曲者によって様々なスタイルがあることが明らかと

なった。そもそもヴィヴァルディ⾃⾝が 39 曲ものファゴット協奏曲を書いており、

ある⼀定の傾 向は⾒いだせるものの幅 広い作曲様式の⼯ 夫が⾒られるため、カプサが

引 ⽤したトールボットの「ヴィヴァルディはヴィヴァルディの型から逸 脱している

Vivaldi is a deviant vivaldian」という指 摘は、ファゴット協奏曲においてもまさに当を

得ていると考えられる。  

また、様式の観点から 4 ⼈の考察対象曲の作曲年代を推定することはできなかっ

た。ヴィヴァルディの主題⽬録、MGG、および新全集においてはそれぞれ推定作曲年

代が掲 げられている（第 2 章  p. 22-25 参 照）が、これについて作曲様式の観点から年

代的特徴と思われるものについて指 摘できることはなかった。  

モルツィン伯爵の宮廷楽団は⼩さい規 模ながらもファゴット奏者が多くいたこと、

その中にファゴットの名 ⼿ メーザーがいたこと、そしてこのような環 境の下に名 ⼿の

腕を⽣かすべく、4 ⼈の作曲家たちが多種多様なファゴット協奏曲を 1720 年代周 辺に

作曲したことが先 ⾏ 研 究で判明しているが、本論⽂においては彼らの作品の具 体的な

様相を⽰すことができたと考える。本論⽂の考察を通して、ファゴット協奏曲の歴 史

の中でモルツィン宮廷楽団の果たした役 割がより明らかとなった。ヴィヴァルディの

ファゴット協奏曲のほとんどがピエタ慈 善 院の少⼥が演奏したという（具 体的証 拠の

少ない）通説とは対照的に、ボヘミアには特定のファゴット奏者がいて、ファゴット

協奏曲を実 際に作曲した作曲家たちが集っていたということを考えたときに、ヴェネ
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ツィアよりボヘミアの⽅がファゴットを含 む 管楽器の⽂化を育んだ 痕 跡が明瞭である

とさえ⾔えるのではないだ ろうか。この地域の管楽器⽤作品の実 態については、ファ

ッシュとライヒェナウアーがオーボエとファゴットのための協奏曲を複数残してお

り、イラーネクもファゴット以外の管楽器のための協奏曲を残していることから、今

後も研 究をする価 値があるだ ろう。さらに、モルツィン伯爵の楽団が解 散した後に、

たくさんの⾳楽家がド レスデンへ移ったこと、ファゴット協奏曲やファゴットを含 む

筆写 譜がド レスデンで伝承されていること、ヴィヴァルディの作品が多数演奏され、

彼の作品の⼀ 次 資 料の多くがド レスデンに残っていることを考えると、ファゴット協

奏曲においては、ヴェネツィアよりも具 体的な証 拠のあるド レスデンとボヘミアにも

っと注⽬すべきであると考える。さらに、また本論⽂では詳しく扱わなかった第 2 楽

章（緩 徐楽章）についても分析的研 究を進める意 義が存分にあると考えられる。  

 ⾔い換えるならば、本論⽂によって、ファゴット協奏曲の先 進的地域が⼀時的にボ

ヘミアであった可能性があること、したがって器楽協奏曲においてファゴット協奏曲

の発 展が他の楽器と異なる経 緯を辿ってきた可能性があることも判明した。鍵 盤楽器

の協奏曲の歴 史を追うと、その分野は徐 々に成⻑していき 20 世 紀 前 半までに名作が

⼤ 量に作曲された。同様に、多くの管楽器の協奏曲も途 切れることなく様々な⾳楽家

によって作曲された。それに対して、ファゴット協奏曲の⻩ ⾦時代はバロック時代で

あるといってもよいだ ろう。ロマン派の時代になるとほとんどファゴット協奏曲が書

かれなかったことは、楽器の変遷を踏まえてさらに研 究されるべきだ ろう。ファゴッ

トは、後期ロマン派の⾳楽家にとって単に⾳量的に⾜りない扱いにくい楽器として⾒

られていたのだ ろうか。メーザーのようなその楽器の名 ⼿と、⾼ 度なファゴット協奏

曲を残したヴィヴァルディ、ファッシュ、ライヒェナウアーとイラーネクといった作

曲家たちの存在がファゴットという楽器が花 開く時期を⼀時的に可能にしたのであろ

う。だとすると、なぜ 古 典 派の時代に⼊って楽器が改 良されながらも名 ⼿がいなくな

ってしまったのだ ろうか。  

⼤作曲家ヴィヴァルディが作曲した 39 曲のファゴット協奏曲がピエタ慈 善 院の少

⼥ 達のためのものであるという通説は、具 体的な演奏者 名が特定できないという点で

脆 弱なものに⾒える。はたしてメーザー以外にもファゴットの名 ⼿が存在したのだ ろ

うか。また、モルツィン宮廷楽団の周 辺で花 開いたファゴット協奏曲は、それ以外の

場所で、あるいはオーボエとファゴットのための協奏曲といった隣 接 ジ ャンルにおい
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て、どのくらいの影 響 ⼒をもっていたのだ ろうか。こうした疑 問を筆頭として、ファ

ゴット協奏曲の歴 史には、まだまだ 解明すべき研 究 課題が多く残されている。  

バロック時代にこれだけの豊 富なファゴット協奏曲があったにもかかわらず、現代

のファゴット奏者のほとんどにはその⽚鱗しか知られていない。実 際に、ヴィヴァル

ディのファゴット協奏曲であっても現在よく演奏されるのはもっぱら RV486 であり、

しかもピアノリダクション版による演奏である。ライヒェナウアーやイラーネクのフ

ァゴット協奏曲については、作品そのものが認知されていない状態にある。筆者は、

博⼠リサイタル、及び学位審査演奏会で、4 ⼈のファゴット協奏曲を演奏したが、ど

れも⾳楽的にも技巧的にも豊かな作品であった。ヴィヴァルディの RV496 の Solo は

単純な分散 和⾳がほとんどであるが、奏者が即興をどう⼊れるかという技量によって

かなり印象が左右される。ライヒェナウアーに関しては、ヴィヴァルディにはないよ

うな超絶技巧が現れる箇 所には即興的に⾳を⾜す余地はなく、独奏楽器が他の楽器と

素材を共有する部分で即興的な技量が試される。対して、イラーネクのト短調はポリ

フォニーで作曲されている部分が多く、独奏ファゴットが主題の動機に即興的に⾳を

⾜してしまうと、アンサンブルとして成り⽴たない。各 パートが譜 ⾯通りに演奏する

だけで、その曲が持つ魅⼒が伝わる作品であり、Tutti が伴奏に徹し、独奏ファゴット

だけが旋 律を演奏する箇 所 だけで即興は⼗分であった。この 4 ⼈のファゴット協奏曲

を演奏するだけで、リトルネロ形式に包含される「⾃由さ」を存分に学ぶことができ

る。  

本論⽂で研 究対象としたファゴット協奏曲は、古楽器奏者 だけではなくモダンファ

ゴット奏者にとっても重要な演奏レ パートリーとなりうるものである。本論⽂とこれ

らの作品を通して、当時のファゴット協奏曲作品への関⼼が⾼まり、またレ パートリ

ーの拡 ⼤に貢献できれば幸いである。  
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