
失われた音楽を求めて（１）

藤井　たぎる

　カナダの作曲家・音楽学者Ｒ. マリー・シェーファー R. Murray Schafer (1933- ) は
『新しいサウンドスケープ』の導入部をつぎのように始めている。

　「ルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン Ludwig van Beethoven の《第五交
響曲》初演後のロビーでの囁き：ふーん、それにしてもこれでも音楽なの？
　リヒァルト・ワーグナー Richard Wagner の《トリスタンとイゾルデ Tristan

und Isolde》初演後のロビーでの囁き：ふーん、それにしてもこれでも音楽な
の？
　イゴール・ストラヴィンスキー Igor Stravinsky の《春の祭典 Le Sacre du

p r i n t e m p s 》 初 演 後 の ロ ビ ー で の 囁 き ： ふ ー ん 、 そ れ に し て も こ れ で も 音 楽 な
の？
　エドガー・ヴァレーズ Edgar Varèse の《ポエム・エレクトロニック Poème

é l e c t r o n i q u e 》 初 演 後 の ロ ビ ー で の 囁 き ： ふ ー ん 、 そ れ に し て も こ れ で も 音 楽 な
の？
　 ジ ェ ッ ト 機 が 私 の 頭 上 高 く 轟 音 を 轟 か す 。 そ し て 私 は こ う 訊 ね る ： ふ ー ん 、
そ れ に し て も こ れ で も 音 楽 な の ？ 　 ひ ょ っ と し た ら パ イ ロ ッ ト は 職 業 の 選 択 を

まちがえたのかもしれない。」(1)

　 音 楽 の 定 義 は 時 代 と と も に 推 移 す る あ く ま で 相 対 的 な も の で あ る 。 し か し 少 な く
と も 十 九 世 紀 の 西 洋 に お い て 、 た と え 聴 衆 が ど う 思 お う と 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン で あ れ
ワ ー グ ナ ー で あ れ 作 曲 家 自 身 は 、 あ ま り に 進 歩 し た 音 楽 で あ る が ゆ え に 保 守 的 な 聴

衆 に は こ れ が 音 楽 で あ る こ と が ま だ 
・・

理 解 で き な い の だ と い う 認 識 は あ っ た と し て
も 、 み ず か ら の 作 品 を 音 楽 と い う 概 念 に は 当 て は ま ら な い も の だ と は け っ し て 思 っ
ていなかったはずである。
　 と こ ろ が 二 十 世 紀 に 入 る と 、 音 楽 の 概 念 は 急 速 に 拡 が り 、 し だ い に 音 楽 と ＜ 非 音



楽 ＞ （ あ る い は ＜ 反 音 楽 ＞ ） の 境 界 は 曖 昧 に な っ て い く 。 旧 東 ド イ ツ の 作 曲 家 ゲ オ
ルク・カッツァー Georg Katzer (1935- ) はシュテファン・アムツォル Stefan Amzoll と
の対話でつぎのように述べている。

　「《エド・メモワール Aide memoire》(2) に関する議論でこんなことがありま
し た 。 こ れ は と て も 印 象 深 く 説 得 力 が あ る け れ ど 、 し か し は た し て こ れ で も ま
だ 音 楽 と 言 え る の だ ろ う か 、 と い う わ け で す 。 そ れ に 対 し て 、 こ れ は 曲 で あ
り 、 作 曲 で あ っ て 、 こ れ が 音 楽 と み な さ れ な く て も い っ こ う に か ま わ な い 、 私
に と っ て は そ の あ い だ に い か な る 境 界 も 存 在 し な い と 言 っ て お き ま し ょ う 。 こ
の こ と は 現 代 の 多 く の 作 曲 家 に あ て は ま る こ と で 、 彼 ら も 使 用 さ れ る こ と に な
る 音 に 対 し て ど ん な 境 界 も 設 け て い ま せ ん 。 そ の も っ と も よ い 例 が ジ ョ ン ・ ケ
ージ John Cage であり、マウリシオ・カーゲル Mauricio Kagel です。（……）音
楽 と は 楽 音 に よ っ て 表 現 さ れ る べ き も の だ と い う 古 典 派 と そ の 後 裔 か ら 継 承 さ
れ た 伝 統 的 な イ メ ー ジ が あ り ま す が 、 作 曲 家 た ち は す で に そ う し た 境 界 を と っ
く に 越 え て し ま っ て い ま す し 、 現 在 で は 創 作 領 域 を ず っ と 幅 広 く と ら え て い ま
す。」(3)

　あるいはまた、フランスの作曲家リュク・フェラーリ Luc Ferrari (1929- ) は《音
楽散歩 Music Promenade》と題したミュジック・コンクレート musique concrète 作品
についてつぎのように言っている。

　 「 散 歩 と い う 語 は い ろ い ろ な 意 味 に 理 解 で き る 。 （ 私 は 装 飾 的 な 意 味 し か も
たない＜音楽 Music＞という語を省くことにしよう。英語で書かれているのはそ
のためだが、むしろ軍隊用語ふうに＜非音楽 amusique＞とか＜反音楽
anamusique＞とか＜準音楽 paramusique＞とでも呼んだほうがよいかもしれな
い。）」(4)

　 現 代 の す べ て の 作 曲 家 た ち が 「 境 界 」 を や す や す と 乗 り 越 え 、 み ず か ら の 作 品 を
カ ッ ツ ァ ー や フ ェ ラ ー リ と 同 じ よ う に 音 楽 で あ ろ う と そ う で な か ろ う と か ま わ な い
と 思 っ て い る わ け で は も ち ろ ん な い だ ろ う 。 た だ 、 こ う し た 発 言 の 背 景 に は 現 代
が 、 音 楽 の 素 材 と し て 楽 音 以 外 の 音 素 材 （ 騒 音 ） を 用 い て も も は や 不 思 議 で も な ん
で も な い 時 代 で あ る と い う 認 識 が 前 提 と し て あ る と い う こ と だ け は 確 か だ 。 カ ッ ツ



ァーはさきの対話でさらにつぎのように言っている。

　 「 ご く 一 般 的 に い っ て 、 私 た ち の 生 活 は 今 日 、 単 純 に 音 の 数 量 の 点 か ら み て
も 前 世 紀 と は 比 較 を 絶 す る ほ ど （ 充 実 し て い る と は 言 い ま せ ん が ） 豊 か に な っ
て い ま す 。 音 や 音 響 全 般 に 関 し て 私 た ち の 技 術 的 な 環 境 が 生 み だ し た も の は 、
量 的 に も 、 音 の 特 性 と し て の 質 に お い て も 、 た ぶ ん 十 九 世 紀 初 頭 の 一 市 民 を 不
安 と 恐 怖 に お と し 入 れ る の に 十 分 な も の で し ょ う 。 私 た ち は そ の よ う な 環 境 と
と り あ え ず 折 り あ い を つ け な け れ ば な り ま せ ん 。 電 子 音 楽 は あ る 種 哲 学 的 な 側
面 を 有 し て い ま す 。 い う ま で も な く 電 子 音 楽 は 、 単 に コ ン ピ ュ ー タ ー に よ っ て
つ く ら れ た 音 響 を 利 用 す る ば か り で は な く て 、 現 実 の 騒 音 も 使 っ て い ま す が 、
そ の よ う な 音 響 を 手 な ず け る こ と で 私 た ち の 環 境 を 芸 術 の な か へ と り 込 み 、 そ
こ か ら 不 快 な 面 を 排 除 す る わ け で す 。 も と よ り こ れ は 単 に ひ と つ の 側 面 に す ぎ
ま せ ん が 。 ま た 進 化 し た 耳 に は 三 和 音 と は 別 の 魅 力 的 な 音 の 現 象 も 存 在 し ま
す 。 そ れ が こ の 音 響 現 象 の も う ひ と つ の 側 面 で す が 、 ひ ょ っ と し た ら こ れ も 同
じ よ う な 哲 学 的 背 景 を 重 ね あ わ せ て み る こ と が で き る か も し れ ま せ ん 。 つ ま り
そ の 場 合 も 音 の 環 境 を 解 明 し 、 一 見 不 快 な 外 観 を 呈 し て い る も の か ら 魅 力 を 引
き だ そ う と す る わ け で す 。 た と え ば ジ ェ ッ ト 機 の 騒 音 で す が 、 近 く で 聴 け ば た
し か に 不 快 な も の で す 。 し か し こ の 典 型 的 な ジ ェ ッ ト エ ン ジ ン の 轟 音 は 、 ポ ッ
プミュージックでは背景音としてほとんどステレオタイプになっています。」(5)

　 こ う し た 現 実 の 音 環 境 に 対 す る 態 度 の 表 明 は 、 二 十 世 紀 初 頭 、 1 9 1 3 年 の ル イ ジ ・
ルッソロ Luigi Russolo (1885-1947) の「騒音の芸術 」宣言にまで遡る。未来派の一連
の運動の一環として、ルッソロはそこで騒音への讃歌をこう歌い上げている。

　 「 今 日 、 音 楽 芸 術 は き わ め て 不 協 和 で 、 き わ め て 奇 怪 で 、 そ し て は げ し く 軋
る よ う な 鋭 い 音 の 混 合 を こ こ ろ み て い る 。 こ う し て し だ い に 騒 音 の 音 楽 へ と わ
れ わ れ は ち か づ き つ つ あ る の だ 。 音 楽 の こ の よ う な 進 化 は 、 人 間 の 労 働 と ふ か
く 関 わ り を も つ 機 械 の 増 殖 的 な 増 加 と 平 行 し て い る の で あ る 。 大 都 会 の 騒 然 と
し た ア ト モ ス フ ェ ア の な か に も 、 ま た か つ て は 静 寂 の な か で 眠 っ て い た 田 園 に
さ え も 、 今 日 、 機 械 は 無 数 の 異 質 な 騒 音 を 創 り だ し つ づ け て い る 。 こ う し て 純
粋 な 音 楽 は す く な く な り 、 単 調 な も の と な っ て し ま っ て 、 も は や な ん の 感 動 も
ひきおこすものではなくなってきている。



　 … … わ れ わ れ 未 来 派 は 、 巨 匠 た ち の 音 楽 を す べ て 愛 し て き た し 、 か れ ら の ハ
ー モ ニ ー を 愛 好 し て き た 。 ベ ー ト ー ヴ ェ ン や ワ ー グ ナ ー は 、 な が い あ い だ わ れ
わ れ の 胸 を ゆ さ ぶ っ た 。 し か し い ま は も う た く さ ん だ 。 わ れ わ れ に は 《 英 雄 》
や 《 田 園 》 を く り か え し 聴 く こ と よ り も 、 市 街 電 車 、 自 動 車 、 群 衆 の 騒 音 を 音
楽 の ひ と つ の 思 想 と し て 結 合 す る こ と の ほ う が 、 は る か に 大 き な よ ろ こ び を も
た ら す か ら で あ る 。 … … や が て わ れ わ れ は 、 シ ョ ー ウ ィ ン ド ウ の 鉄 の シ ャ ッ タ
ー の 騒 音 と か 、 扉 の パ タ ン と 閉 ま る 音 、 群 衆 の 足 を ひ き ず る 音 や 押 し あ う 音 、
停 車 場 、 製 鉄 所 、 工 場 、 印 刷 機 械 、 発 電 所 、 地 下 鉄 の 騒 音 と い っ た も の を 現 代
の オ ー ケ ス ト ラ と し て 提 出 し う る よ う に な る だ ろ う 。 ま た 戦 争 の 騒 音 も 忘 れ る

ことはできないとおもう」(6)

　 十 九 世 紀 ベ ル カ ン ト 様 式 の お 膝 下 と い う べ き イ タ リ ア で の ル イ ジ ・ ル ッ ソ ロ の
「 騒 音 の 芸 術 」 宣 言 と 、 彼 に よ っ て 考 案 ・ 作 製 さ れ た 騒 音 楽 器 イ ン ト ナ ル モ ー リ
Intonarumori によるその実践以来、楽音と騒音、あるいは音楽と＜非音楽＞の境界
は 曖 昧 に な っ て い く 。 そ し て こ れ ま で い わ ば 脇 役 に 甘 ん じ て い た 打 楽 器 が 、 し ば し
ば中心的な役割を担うようになる。たとえば、ストラヴィンスキー (1882-1971) の
《 春 の 祭 典 》 （ 1 9 1 3 年 初 演 ） に お け る 西 洋 音 楽 の カ ダ ン ス か ら は ず れ た 独 特 の リ ズ
ム構造、エリック・サティ Erik Satie (1866 -1925) の《見せ物小屋 Parade》（1917年
初 演 ） で の 騒 音 （ 水 の 落 下 音 、 ピ ス ト ル や タ イ プ ラ イ タ ー 、 サ イ レ ン な ど の 音 ） の
挿入、ジョージ・アンタイル George Antheil (1900-1959) の《バレエ・メカニック
Ballet mécanique》（1926年初演）におけるプロペラエンジンや多種多様の打楽器の
使用。エドガー・ヴァレーズ (1883-1965) の《イオニザシオン Ionisation》（1931年
初演）は、西洋音楽史上初めて打楽器だけで構成された作品である。
　 そ れ ま で 西 洋 音 楽 の 素 材 と し て 用 い ら れ て き た 楽 音 は 、 楽 器 と し て 認 知 さ れ た も
の や し か る べ き 努 力 と 鍛 錬 の 末 に 獲 得 さ れ た 美 声 （ ベ ル カ ン ト ） に 限 定 さ れ て き
た 。 ル ッ ソ ロ は そ う し た ブ ル ジ ョ ワ 聴 衆 の 度 肝 を 抜 く べ く 、 「 騒 音 の 芸 術 」 の 名 の
も と に 楽 音 を 音 楽 か ら 追 放 し 、 騒 音 の ア ポ テ オ ー ゼ を 試 み た の で あ る 。 た だ し か
し 、 そ れ が 従 来 の 美 の 理 念 に 反 旗 を 翻 す も の で あ っ た と し て も 、 楽 音 ／ 騒 音 と い う
二 項 対 立 が そ こ で は あ い か わ ら ず ま だ 前 提 と さ れ て い る の は 言 う ま で も な い 。 騒 音
を 楽 音 よ り 上 位 に 据 え た に せ よ 、 図 式 そ の も の は 依 然 と し て 保 持 さ れ た ま ま な の で
ある。ヴァレーズのルッソロに対する批判も結局はその点にある。(7) じじつルッソ



ロ 自 身 に と っ て も 騒 音 は あ く ま で 騒 音 で し か な く 、 こ の ナ イ ー ヴ な 産 業 革 命 崇 拝 者
に は 楽 音 と 騒 音 の 垣 根 を 取 り 払 う 気 な ど ま っ た く な か っ た と 言 っ て よ い 。 彼 に と っ
て 騒 音 は け っ し て 豊 饒 な 音 の 宝 庫 で は な く 、 徹 頭 徹 尾 テ ク ノ ロ ジ ー の 進 歩 の 象 徴 と
してあったのである。
　ルッソロの騒音主義を継承した(8) ミュジック・コンクレートの創始者ピエール・
シェフェール Pierre Schaeffer (1910-1995) は、ルッソロのようにかならずしも楽音を
目 の 敵 に し て い る わ け で は な い 。 む し ろ 西 欧 の 音 楽 の み が 唯 一 の 音 楽 で あ り 、 そ こ
で 奏 で ら れ て き た 音 だ け が 楽 音 と し て 認 知 さ れ て き た こ と に 対 す る 異 議 申 し 立 て と
し て 、 彼 は 「 複 数 の 音 楽 」 を 提 唱 す る 。 1 9 6 9 年 、 パ リ 音 楽 院 に 新 し く 設 置 さ れ た 電
子 音 響 音 楽 講 座 の 教 授 就 任 間 も な い シ ェ フ ェ ー ル は 、 丹 波 明 の イ ン タ ヴ ュ ー に つ ぎ
のように答えている。

　 「 フ ラ ン ス 国 立 放 送 の ス タ ジ オ で 、 初 め に 述 べ て き た よ う に ＜ 放 送 芸 術 ＞ の
探 求 を し て い た お り 、 ア フ リ カ の 原 始 的 音 楽 、 東 洋 の 音 楽 を レ コ ー ド や 録 音 テ
ー プ で 聴 く 機 会 が 多 く あ り ま し た 。 そ れ ら を 聴 い て い る う ち に 、 真 実 の 音 楽 的
研 究 は 第 一 に わ れ わ れ が も っ と も 完 成 し た 音 楽 だ と 信 じ て い る 、 ヨ ー ロ ッ パ 音
楽 と 対 決 す る こ と だ と い う こ と が 分 か っ て き ま し た 。 第 二 の 問 題 は 、 当 時 発 見
さ れ た ば か り の ＜ 電 子 音 響 音 楽 （ ミ ュ ジ ッ ク ・ エ レ ク ト ロ ・ ア ク ス テ ィ ッ ク ）
＞ を 新 し い 音 楽 と し て 考 え る こ と 、 第 三 に ヨ ー ロ ッ パ 以 外 の 音 楽 を 問 題 と し て
取 り 上 げ る べ き だ と い う こ と が 分 か っ て き ま し た 。 今 ま で の ＜ 唯 一 の 音 楽 ＞ す
な わ ち 、 ヨ ー ロ ッ パ 音 楽 の 他 に 、 こ れ ら の 多 く の 音 楽 を 加 え る べ き で 、 私 は 、

音楽が、複数
・・

であるということを強く主張します。」(9)

　 十 九 世 紀 に お い て 音 楽 と は も っ ぱ ら 西 洋 音 楽 を 意 味 し て い た し 、 そ の か ぎ り 作 曲
家 は み ず か ら の 作 り だ す 作 品 が 「 唯 一 の 音 楽 」 で あ る こ と を 疑 う 余 地 な ど ま っ た く
な か っ た 。 良 い 音 楽 ／ 悪 い 音 楽 、 保 守 的 な 音 楽 ／ 革 新 的 な 音 楽 、 あ る い は 芸 術 音 楽
（ E - M u s i k ） ／ 娯 楽 音 楽 （ U - m u s i k ） の 区 別 は あ っ て も 、 む し ろ そ う し た 二 項 対 立 は
西 洋 音 楽 の 基 盤 を ま す ま す 強 固 な も の に し こ そ す れ 、 け っ し て そ れ を 危 う く す る よ
う な も の で は な か っ た 。 そ う し た 西 洋 音 楽 の 絶 対 性 が 決 定 的 に 崩 れ 去 る の は 第 二 次
世界大戦以後のことである。アルノルト・シェーンベルク Arnold Schönberg (1874-

1951) の無調や十二音の音楽はウィーン生まれの最後の西洋音楽様式であり、いわば



音楽における西洋中心主義の最後の表出となったのである。
　 も っ と も 十 九 世 紀 西 洋 の 音 楽 受 容 の 形 態 を そ っ く り そ の ま ま 引 き 継 い で い る 現 代
の ク ラ シ ッ ク の コ ン サ ー ト 会 場 で は 、 い ま だ に 楽 音 以 外 の 音 は 、 そ れ が 演 奏 家 に よ
る も の （ 楽 譜 を め く る 音 、 椅 子 の 軋 む 音 な ど ） で あ ろ う と 、 聴 衆 に よ る も の （ 咳 、
く し ゃ み 、 プ ロ グ ラ ム を め く る 音 な ど ） で あ ろ う と 、 あ る い は 会 場 の 空 調 機 の 音 で
あ ろ う と 、 い ず れ も れ っ き と し た 騒 音 と み な さ れ て い る 。 都 会 の 騒 音 か ら 閉 ざ さ れ
る べ き こ の ＜ 神 聖 な ＞ 音 響 空 間 に お い て 、 自 動 車 の 警 笛 が き こ え て く る こ と な ど
も っ て の ほ か な の だ 。 そ う し た 西 洋 市 民 社 会 の 芸 術 観 を 逆 手 に 取 る よ う に 、 ジ ョ
ン・ケージ (1912-1992) の《四分三十三秒 4' 33"》では四分三十三秒間、舞台上で一
音 も 発 さ な い ＜ 演 奏 家 ＞ が 登 場 し 、 会 場 の 扉 が 開 け 放 た れ る 。 音 楽 と は な に か と 問
うマリー・シェーファーに、ケージはこう答えている。

　 「 音 楽 と は 音 で す 。 私 た ち を 取 り 巻 い て い る 音 な の で す 。 コ ン サ ー ト 会 場 に
いようといまいと関係ありません。ソロー Thoreau を見てごらんなさい。」(10)

　 声 楽 曲 で あ れ 器 楽 曲 で あ れ 、 演 奏 家 に よ っ て 、 あ る い は ま た テ ー プ 音 楽 （ 電 子 音
響 音 楽 ） の 演 奏 会 な ら ス ピ ー カ ー か ら 発 せ ら れ る 音 を と り あ え ず 音 楽 と 呼 ぶ と す る
な ら 、 《 四 分 三 十 三 秒 》 は 音 楽 で は な い 。 聴 衆 に と っ て そ れ ら の 音 が か り に 不 快 な
も の で あ っ て も 、 演 奏 家 と し て 登 場 す る 人 物 が な に か 音 を 出 す か ぎ り 、 聴 衆 は そ れ
を ひ と ま ず 音 楽 と し て 認 識 す る し 、 ま た そ う せ ざ る を 得 な い だ ろ う 。 そ れ は あ る い
は 感 動 的 な 素 晴 ら し い 曲 で あ っ た り 、 つ ま ら な い 退 屈 な 曲 で あ っ た り す る か も し れ
な い 。 こ れ で も 音 楽 な の か と 疑 い た く な る よ う な 代 物 で あ っ た と し て も 、 そ れ な ら
そ れ で 聴 衆 は こ の 音 楽 を 妨 害 す る べ く 騒 い だ り 、 け た た ま し く 靴 音 を た て て 会 場 を
後 に し 、 聴 く こ と を み ず か ら の 意 志 で や め る こ と も で き る だ ろ う 。 し か し 、 扉 の 開
け 放 た れ た 会 場 で 演 奏 家 が 一 音 も 発 さ な い な ら 、 中 に い よ う と 外 に 出 よ う と 、 静 か
に し よ う と 騒 ご う と 、 そ れ で も 四 分 三 十 三 秒 の あ い だ 、 聴 衆 の ひ と り ひ と り は か な
ら ず な ん ら か の 音 を 耳 に す る に ち が い な い 。 そ の か ぎ り 、 聴 衆 は ま ち が い な く 彼 な
り彼女なりの《四分三十三秒》を聴いたのである。
　 す で に 触 れ た と お り ル ッ ソ ロ の 騒 音 へ の オ マ ー ジ ュ が 、 あ い か わ ら ず 楽 音 と 騒 音
と い う 西 洋 近 代 の 二 項 対 立 の 図 式 を 踏 襲 し て い た の と は ち が っ て 、 シ ェ フ ェ ー ル の
言 う 音 楽 の 複 数 性 や ケ ー ジ の 《 四 分 三 十 三 秒 》 に 代 表 さ れ る 偶 然 性 や ハ プ ニ ン グ の
導 入 は 、 楽 音 と 騒 音 の 差 異 を 、 あ る い は ベ ル カ ン ト 様 式 に 代 表 さ れ る よ う な 従 来 の



西 洋 音 楽 の 系 譜 に 連 な る 音 楽 と そ れ 以 外 の ＜ 非 音 楽 ＞ と の 差 異 を ま っ た く 無 効 に し
てしまった。シェフェールおよび彼によって創設された＜音楽研究グループ Groupe

de Recherches Musicales (GRM)＞の作曲家たちの作品やケージらの＜開かれた＞（偶

然 性 の ） 作 品 を 音 楽 と し て 認 識 す る か し な い か は 、 も は や 問 題 に は な ら な い 
・・・・・・・・

の で あ
る。
　 一 時 期 、 パ リ で ケ ー ジ と 活 動 を 共 に し て い た ク ロ ア チ ア の 作 曲 家 ド ゥ ブ ラ ヴ コ ・
デトニ Dubravko Detoni (1937- ) は、すべての音・音楽が多種多様の＜図＞をなすよ
うな＜地＞として静寂を捉えていた。

　 「 音 楽 は 完 全 な も の の 間 隙 で あ る 。 音 楽 は 神 や 時 計 や 計 器 の よ う な も の で 、
憎 し み や 弱 さ に 由 来 す る 主 観 的 で 不 正 確 な 時 間 と 空 間 に つ い て の 説 明 だ 。 そ し
て な に よ り も っ と も そ の 面 目 躍 如 た る 点 は 、 音 楽 は ま っ さ き に 妥 協 し よ う と す
る こ と で あ る 。 結 果 と し て 生 じ る あ ら ゆ る 組 み あ わ せ や 動 き が 示 す ご と く 、 音
楽 は 不 自 然 で 不 実 で あ る 。 そ れ は 身 ぶ り 、 擬 態 、 空 白 の 装 飾 、 媚 態 に ほ か な ら
な い 。 静 寂 だ け が 唯 一 自 然 で 、 無 事 （ n o n - e v e n t s ） で 、 静 か で 、 中 立 で 、 充 溢 の
無 意 識 そ の も の だ と 言 え る 。 音 楽 と は 、 静 寂 と い う 無 色 透 明 の 完 璧 な 海 の 水 面
を汚す油のぬめりである。」(11)

　 し か し や が て 、 デ ト ニ は 静 寂 自 体 を ひ と つ の カ テ ゴ リ ー と し て 、 つ ま り 音 が そ こ
か ら 生 ま れ 消 え て い く 零 地 点 と し て で は な く 、 そ れ 自 体 音 と と も に 変 化 し て い く 自
立した構造とみなすようになる。(12) 静寂と音という対比によって、楽音と騒音、音
楽 と ＜ 非 音 楽 ＞ の 差 異 は 消 滅 す る 。 ケ ー ジ に と っ て そ う だ っ た よ う に 、 デ ト ニ に
と っ て も ま た 彼 の 周 り の す べ て の 音 ・ 音 楽 は 、 彼 が 構 造 化 す べ き 素 材 と し て あ る 。
ディミトリエ・ブジャロフスキ Dimitrije Buzarovski は《忘れられた音楽
Zaboravljene muzike》についてつぎのように述べている。

　「《忘れられた音楽》と《33 per 3 in 3》のための総譜のオーソドックスな外
観 、 た ま に ＜ 珍 し い ＞ 記 号 が 見 ら れ る と は い え 、 そ の 古 典 的 な 記 譜 法 に は 一 瞬
戸惑いをおぼえるが、それにくらべて《ドミソミド do mi so mi do》はすでに私
た ち が ド ゥ ブ ラ ヴ コ ・ デ ト ニ か ら 予 想 で き る と お り の も の で 、 図 形 あ り 、 偶 然
性 あ り 、 芝 居 仕 立 て あ り と い っ た 具 合 で あ る 。 こ れ ら の 総 譜 の 外 見 上 の 形 式 に



お け る 矛 盾 は 、 作 曲 年 代 を 比 較 す る と き い っ そ う 増 大 す る 。 つ ま り 《 忘 れ ら れ
た音楽》がもっとも新しく、《33 per 3 in 3》と同じく1981年に書かれている
が 、 《 ド ミ ソ ミ ド 》 は そ れ よ り 一 年 前 の も の な の だ 。 ま さ に 題 名 の 示 す と お
り 、 こ の 《 忘 れ ら れ た 音 楽 》 は ＜ 忘 れ ら れ た 調 性 原 理 の 古 き よ き 時 代 ＞ へ の 回
帰 を ほ の め か し て い る よ う に 感 じ ら れ る か も し れ な い 。 そ れ は ま る で 、 音 楽 の
＜ 外 部 ＞ で の 偉 大 な 逗 留 は 終 わ っ た か の よ う で あ り 、 前 衛 と 実 験 は 、 い ま こ こ
に あ る 過 去 が と り 戻 さ れ る 以 前 の 過 去 を 具 現 し て い た か の ご と く で あ る 。 し か
し 、 そ れ は や は り 錯 覚 に す ぎ な い 。 そ も そ も 回 帰 な ど と い う こ と が は た し て あ
り得るのだろうか。
　 ま ず こ れ を 耳 に す る と 、 た ち ど こ ろ に 回 帰 と は ま っ た く ち が っ た な に か を 表
現 し て い る 音 の イ メ ー ジ が た ち あ ら わ れ る 。 こ れ は 前 衛 や 実 験 に 異 議 を と な え
た も の た ち が 夢 見 た ＜ 古 き よ き 時 代 ＞ で は な い 。 そ れ は 復 古 で は な く 、 確 か な
前 進 へ の 一 歩 で あ る 。 《 忘 れ ら れ た 音 楽 》 は ひ と つ の 口 実 に す ぎ ず 、 本 当 の 理
由 は も っ と 深 い と こ ろ に あ る 。 そ れ に 《 ド ミ ソ ミ ド 》 に お い て 、 く だ ん の 前 衛
の ＜ 過 去 ＞ に 対 す る 態 度 が あ い か わ ら ず グ ロ テ ス ク に き こ え る と す れ ば （ や さ
しいソナタ Sonata facile、ハバネラ、ベートーヴェンの第五交響曲の＜運命の動
機＞）、《33 per 3 in 3》、そしてとりわけ《忘れられた音楽》は＜忘れられた
も の ＞ を 単 に 素 材 と し て あ つ か っ て い る の で あ っ て 、 そ れ を 目 的 と し て い る わ
け で は な い 。 （ … … ） い ま 一 度 デ ト ニ の 言 葉 を 思 い だ し て み よ う 。 彼 は つ ぎ の
よ う に 言 っ て い る 。 『 音 楽 の 問 題 は 、 未 知 の も の を す で に な じ み の 型 に 押 し 込
め る こ と に よ っ て で は な く て 、 既 知 の も の を 未 然 の か た ち へ と 形 成 し て い く こ
と に よ っ て 解 決 さ れ る 。 そ の 答 え は 音 楽 に つ い て 、 あ る い は 音 楽 の 周 囲 で 考 え
ることのなかにあるのではなく、音楽を通して考えることのなかにある。』 既
知と未知の弁証法はこうして止揚される。」(13)

　 ＜ 過 去 ＞ は デ ト ニ に と っ て み ず か ら の 作 品 を 構 成 す る 素 材 で あ る 。 た だ し 、 新 ロ
マ ン 主 義 を 標 榜 す る 者 た ち の よ う に 、 過 去 の 遺 産 や 伝 統 に み ず か ら を 結 び つ け る こ
と に よ っ て 、 作 曲 家 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 彼 は 見 い だ そ う と し て い る わ け で
は な い 。 そ う で は な く て 、 「 既 知 の も の を 未 然 の か た ち へ と 形 成 し て い く 」 と き 、
は じ め て ＜ 過 去 ＞ も ま た い ま こ こ に ＜ 再 現 前 化 ＞ す る の で あ る 。 エ ル ネ ・ キ ラ ー イ
Ernö Király (1919- ) にとって「既知のもの」とはまずなによりも、かつてのハンガリ



ーの民衆の音であった。

　 「 今 日 の 田 園 の 音 の 環 境 は 、 伝 統 的 な 旋 律 、 楽 音 、 そ れ に 器 具 や 機 械 の 騒 音
が 一 種 な い ま ぜ に な っ て い る 感 が あ る 。 そ れ は 何 世 紀 も の あ い だ 、 農 民 た ち に
よって培われてきたすばらしい音の環境を抹殺してしまうものだ。」(14)

　 ハ ン ガ リ ー 系 少 数 民 族 の 居 住 区 で あ る 旧 ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィ ア 共 和 国 ヴ ォ イ ヴ ォ デ ィ
ナ 自 治 州 の ス ボ テ ィ ツ ァ に 生 ま れ た エ ル ネ ・ キ ラ ー イ は 、 短 期 間 の パ リ 滞 在 を 除 い
て こ の 地 に 留 ま り 、 ほ ぼ 独 学 で 音 楽 の 勉 強 を つ づ け 、 市 立 劇 場 管 弦 楽 団 と ス ボ テ ィ
ツ ァ ・ フ ィ ル ハ ー モ ニ ー に 所 属 、 演 奏 家 と し て 活 動 す る も の の 、 や が て ノ ヴ ィ ・ サ
ド 放 送 局 の ハ ン ガ リ ー 民 俗 音 楽 部 門 主 任 、 ま た ノ ヴ ィ ・ サ ド の ヴ ォ イ ヴ ォ デ ィ ナ 博
物 館 音 楽 部 長 を つ と め な が ら 、 ハ ン ガ リ ー の 民 俗 音 楽 研 究 に 専 心 す る こ と に な る 。
こ の 間 、 キ ラ ー イ は 五 千 以 上 も の 民 謡 と 数 々  の 民 俗 楽 器 を 収 集 す る と と も に 、 そ れ
らの素材に和声をつけ編曲をおこなっている。
　 ま た 独 奏 曲 、 器 楽 合 奏 、 子 ど も の た め の オ ペ ラ や 歌 曲 、 合 唱 作 品 、 舞 台 、 ラ ジ
オ ・ ド ラ マ の た め の 音 楽 な ど 、 幅 広 い ジ ャ ン ル で キ ラ ー イ は 多 数 の 作 品 を 書 い て い
る。代表的なものとして、声と器楽のための連作《リフレクションズ Reflexiók》、
ツィターフォンのための《コラージュ Collage》、ゼーニア・ラダーク Xénia Radák

のグラフィック・デザインにもとづいた《民衆のさやぎ Folk Rustle》（図１）、
《アクションズ Actiones》（図２）、《アセザンテス ACEZANTEZ》（図３）など
の 図 形 楽 譜 に よ る 作 品 が あ る が 、 こ れ ら の 実 験 的 ・ 前 衛 的 な 作 品 も や は り さ き に 触
れ た フ ィ ー ル ド ワ ー ク か ら 生 ま れ た も の な の だ 。 た と え ば ド ゥ シ ャ ン ・ ミ ハ レ ク
Dusan Mihalek はつぎのように言っている。

　 「 キ ラ ー イ の 活 動 に は 、 彼 の 創 作 に 統 一 性 を あ た え 、 そ れ を 意 味 づ け る ひ と
つ の 主 題 が た え ず 見 え 隠 れ し て い る 。 こ の 主 題 は お そ ら く は 彼 の 民 俗 音 楽 研 究
の成果であろうし、ベラ・バルトーク Béla Bartók の理念の実り豊かな所産でも
あ る だ ろ う 。 つ ま り 、 キ ラ ー イ の ほ と ん ど す べ て の 曲 の な か に 民 俗 音 楽 の 、 し
か も そ の も っ と も 古 い 形 態 の 痕 跡 を 私 た ち は 見 い だ す こ と が で き る の で あ る 。
そ う し た 音 楽 を み ず か ら の 作 品 に と り 入 れ 、 変 更 を 加 え て 新 し い 音 の 世 界 を 切
り 開 い て み せ る キ ラ ー イ の 方 法 は じ つ に 興 味 深 い も の だ 。 そ こ に は 、 い わ ば 都
会 の 環 境 の な か で 成 長 し て き た ひ と り の 当 惑 し た 現 代 人 の 音 の 世 界 が あ り 、 こ



の 都 会 の 生 活 に 慣 れ た 現 代 人 の 血 の な か に 、 し か し な お い ま も 伝 統 的 な 、 そ し
て も っ と も 真 正 な 民 俗 音 楽 の リ ズ ム が 脈 打 っ て い る か の よ う で あ る 。 そ の 音 楽
は 民 衆 の 叫 び や た め 息 か ら 生 ま れ た も の で あ り 、 そ れ ら は ま た 、 そ の ま ま そ っ
くりキラーイの作品のなかに再現されてもいるのである。」(15)

　 キ ラ ー イ が 民 俗 音 楽 の 研 究 を は じ め た 動 機 が な に か は 知 る よ し も な い 。 た だ 、 旧
ユー
ゴ ス ラ ヴ ィ ア の ハ ン ガ リ ー 系 民 族 と し て ハ ン ガ リ ー と の 国 境 に 接 す る ス ボ テ ィ ツ ァ
で 生 ま れ 育 っ た こ と が 、 そ の 後 の キ ラ ー イ の 活 動 に 少 な か ら ず 影 響 を 与 え た で あ ろ
う こ と は 容 易 に 想 像 が つ く だ ろ う 。 い ず れ に し て も 、 キ ラ ー イ は 西 洋 音 楽 史 と い う
＜ 正 統 の ＞ 過 去 で は な く 、 近 代 化 の 波 に 埋 没 し 、 忘 れ ら れ る べ く し て 忘 れ ら れ て
い っ た も の に 耳 を 傾 け る 。 た だ し そ れ は 、 民 俗 音 楽 研 究 者 と し て ＜ 発 掘 ＞ し た も の
を み ず か ら の 博 物 館 に ＜ 収 蔵 ＞ す る た め ば か り で は な か っ た 。 ベ ル カ ン ト ・ コ ン プ
レ ク ス と で も い う べ き 近 代 西 洋 の 美 意 識 に よ っ て 不 当 に も 排 除 さ れ て き た 、 楽 音 と
は 異 な る ＜ 別 の ＞ 音 を 救 い だ し 、 そ れ を 現 在 の 生 活 に い ま 一 度 と り 戻 す こ と 。 そ の
た め に は 収 集 し た も の を 保 管 す る ば か り で な く 、 使 用 す る の で な く て は な ら な い だ
ろ う 。 こ う し て ツ ィ タ ー や タ ン ブ ー ル （ マ ン ド リ ン ふ う の 楽 器 ） と い っ た 民 俗 楽 器
が、キラーイの創作においてもきわめて重要な役割を演じることになる。
　 も っ と も キ ラ ー イ に と っ て 、 そ れ ら の 楽 器 を た だ 単 に 現 代 に 復 興 さ せ る こ と が 最
終 的 な 目 的 で は な か っ た 。 彼 は ほ と ん ど つ ね に 通 常 と は 異 な る 特 殊 な 奏 法 を 用 い る
こ と で 、 楽 器 本 来 の 音 を ＜ 変 調 ＞ し 、 時 代 に と り 残 さ れ た ＜ 古 楽 器 ＞ か ら き わ め て
斬 新 な 音 色 と 独 自 の 音 響 を 引 き だ し て み せ た の で あ る 。 た と え ば 《 バ ッ カ ナ ー レ 第
２番 Bacchanale No. 2》でのタンブール合奏に聴かれる鮮烈な響きには、失われた過
去に対する郷愁など微塵も感じられない。(16)

　 作 曲 家 キ ラ ー イ に と っ て 民 俗 楽 器 が 魅 力 あ ふ れ る 表 現 手 段 で あ る こ と は 疑 い よ う
が な い 。 た だ 、 し か る べ き 表 現 を も た ら す 可 能 性 を 有 し て い る も の な ら 、 そ れ が 民
俗 楽 器 で あ れ 西 洋 近 代 楽 器 で あ れ 、 あ る い は ま た 人 声 で あ れ 、 彼 は す べ て の も の を
受 け 入 れ る 。 じ じ つ 特 定 の 楽 器 が 指 定 さ れ て い な い 作 品 も 数 多 く あ る 。 あ ら ゆ る 楽
器 は す べ か ら く 彼 に と っ て 表 出 の た め の 道 具 （ i n s t r u m e n t ） な の だ 。 そ し て そ の 道 具
に ほ ん の す こ し 手 を 加 え る だ け で 、 そ こ に ま ぎ れ も な い キ ラ ー イ 独 自 の 音 世 界 が 出
現 す る 。 た と え ば 、 も と も と 声 と ギ タ ー そ し て ／ あ る い は ツ ィ タ ー の た め に 書 か れ



た連作《リフレクションズ Reflexiók》の最初の三曲は、チェロとタンブール・オー
ケストラのために改作されているが、そこではカタリン・ラディク Katalin Ladik の
声 を 模 す べ く 、 チ ェ ロ の 弦 と 指 板 の あ い だ に ス ポ ン ジ が 押 し 込 ま れ る こ と に な る 。
(17)

　 そ う し た 工 夫 を さ ら に い っ そ う 大 胆 に 押 し 進 め た も の が 、 作 曲 家 自 身 に よ っ て 製
作されたツィターフォン citrafon とタブロフォン tablofon  という二つのきわめて独創
的な創作楽器である。
　 1 9 7 4 年 に つ く ら れ た ツ ィ タ ー フ ォ ン は 、 そ の 名 前 が 示 す と お り サ イ ズ の 異 な る 五
つ の ツ ィ タ ー を 組 み あ わ せ て 合 体 さ せ た も の で 、 全 部 で 五 十 八 本 の 弦 が ペ ン タ ト
ニ ッ ク ふ う の 音 階 に も と づ い て と り つ け ら れ て お り 、 さ ら に 部 分 的 に 四 分 の 一 音 間
隔 で 駒 が 置 か れ て い る 。 音 域 は 五 オ ク タ ー ヴ 以 上 あ り 、 指 や ピ ッ ク 、 あ る い は 弓 、
そ の ほ か あ ら ゆ る 種 類 の 器 具 を つ か っ て 演 奏 さ れ る 。 必 要 に 応 じ て 二 人 で 同 時 に 弾
くことも可能なので、ポ
リ フ ォ ニ ッ ク な 演 奏 を お こ う こ と も で き る 。 音 の 強 弱 （ ダ イ ナ ミ ク ス ） は ギ タ ー 程
度 だ が 、 そ れ を 増 幅 す る 十 六 の 収 音 装 置 が と り つ け ら れ て い る た め 、 実 際 に は 倍 の
強弱を得ることができる。（写真１）
　また1976年につくられたタブロフォンは、50 x 70 cm 四方のうすい１mm 厚のプレ
ー ト で で き て い て 、 中 央 部 分 が わ ず か に 湾 曲 し て い る 。 あ た か も プ リ ペ ア ド ・ ピ ア
ノのよ
う に 、 上 半 分 に は 多 種 多 様 な 音 響 を 奏 で る さ ま ざ ま の 物 体 が 弦 の あ い だ に 据 え つ け
ら れ て お り 、 奏 者 は 指 、 ピ ッ ク 、 ス テ ィ ッ ク な ど を つ か っ て 演 奏 す る こ と に な る 。
下 半 分 に は 水 彩 画 用 の 紙 が 置 か れ 、 そ の う え で 書 い た り デ ッ サ ン し た り す る こ と が
で き る 。 タ ブ ロ フ ォ ン の 音 の 強 弱 も ツ ィ タ ー フ ォ ン と 同 じ く ギ タ ー 程 度 の も の だ
が 、 や は り 本 体 の 裏 側 に と り つ け ら れ た 収 音 装 置 を 使 う こ と で 、 必 要 な だ け 音 を 増
幅できるようになっている。（写真２）
　キラーイはタブロフォンの奏法についてつぎのように言っている。

　 「 こ の 楽 器 を つ く っ た 目 的 は 、 デ ッ サ ン の 線 や 、 書 か れ た テ ク ス ト を 単 に 視
覚 的 に だ け で は な く 、 音 と し て も 再 現 す る こ と に あ っ た 。 簡 単 に 言 え ば 、 画 家
＝ 演 奏 家 は 同 時 に 二 つ の メ デ ィ ア で 自 己 表 現 す る こ と が で き る わ け で あ る 。 こ
の ミ ク ス ト ・ メ デ ィ ア 的 な 楽 器 は 、 必 要 に 応 じ て 二 人 の パ フ ォ ー マ ー が 協 同 で



作 業 で き る よ う に な っ て い る 。 ひ と り が デ ッ サ ン す る か テ ク ス ト を 書 き 、 も う
ひ と り が そ の 作 品 か ら イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を 得 て 、 そ れ を さ ま ざ ま の 音 で 表 現
す る の で あ る 。 ま た そ の 反 対 に 、 演 奏 家 が つ く り だ す 音 響 か ら 画 家 が イ ン ス ピ
レ ー シ ョ ン を 得 る こ と も あ る 。 あ る い は 一 種 の 対 話 や カ ノ ン も 可 能 だ ろ う し 、
さ ら に は 同 時 に 互 い に 無 関 係 に 対 位 法 の よ う に 進 め て い く こ と も で き る だ ろ
う。」(18)

　 ツ ィ タ ー フ ォ ン や タ ブ ロ フ ォ ン は 、 た し か に い く ば く か 民 俗 楽 器 の 名 残 を 留 め て
い る 。 し か し こ れ ら の 楽 器 は そ の 外 観 か ら は 想 像 も つ か な い 、 あ た か も 伝 統 的 な 民
俗 楽 器 の 音 素 材 を も っ と も ソ フ ィ ス テ ィ ケ ー ト さ れ た 最 新 の ス タ デ ィ オ で 電 子 的 に
変 調 し た か の よ う な 変 幻 自 在 な 音 を 奏 で る 。 キ ラ ー イ 自 身 の ツ ィ タ ー フ ォ ン 演 奏
で 、 1 9 7 9 年 に ザ グ レ ブ 現 代 音 楽 ビ エ ン ナ ー レ で 初 演 さ れ た 《 民 衆 の さ や ぎ 》 に つ い
て、クラウス＝ヘニング・バッハマン Claus-Henning Bachmann はその印象をつぎの
ように記している。

　 「 《 民 衆 の さ や ぎ 》 は 、 擦 ら れ 、 叩 か れ 、 か き 鳴 ら さ れ る 音 響 が 繰 り 広 げ る
多 彩 な 音 ／ 騒 音 の ス ペ ク ト ル に よ っ て 前 衛 的 な 響 き に か ぎ り な く 接 近 す る 。 こ
う し て 芸 術 音 楽 の 伝 統 が 、 口 承 で 受 け 継 が れ た も の （ キ ラ ー イ は ヴ ォ イ ヴ ォ デ
ィ ナ の 村 々  で 数 々  の 民 謡 を 採 取 し て き た ） 、 あ る い は ま た 現 実 に も と づ く 音 楽
と で も い う べ き ど こ に も 書 き 留 め ら れ て い な い 農 具 の 響 き と 結 び つ け ら れ る の
で あ る 。 素 朴 な も の と 芸 術 音 楽 と 日 常 の 労 働 が 共 存 す る 、 こ れ は た し か に 未 来
を予見させる瞬間だ。」(19)

　 す で に 触 れ た よ う に 、 キ ラ ー イ が し ば し ば 特 定 の 楽 器 を 想 定 し な い 作 品 を 書 い て
い る こ と を 考 え る な ら 、 彼 が 即 興 演 奏 に 多 大 の 関 心 を 示 す の も ご く 自 然 な こ と だ と
言 え る だ ろ う 。 こ の 《 民 衆 の さ や ぎ 》 で も 楽 器 の 種 類 や 数 は い っ さ い 指 定 さ れ て い
な い し 、 楽 譜 も グ ラ フ ィ ッ ク ・ デ ザ イ ン に よ っ て い る た め 、 あ ら か じ め 設 定 さ れ た
枠 の 範 囲 と は い え 、 演 奏 者 は 最 大 限 の 自 発 的 ・ 即 興 的 な 表 現 が 要 求 さ れ る 。 ま た 、
こ の よ う な 従 来 の 記 譜 法 で 書 か れ て は い な い 楽 譜 の リ ア リ ゼ ー シ ョ ン を グ ル ー プ で
お こ な う 場 合 、 演 奏 者 た ち は そ こ に 潜 在 す る 音 構 造 や 共 通 の イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を
追 求 し て い か な く て は な ら な い 。 そ の 点 で キ ラ ー イ の 作 品 に は 、 ド ゥ ブ ラ ヴ コ ・ デ
トニが彼の主宰する器楽グループ＜アセザンテス ACEZANTEZ＞(20) とともにおこ



な っ て い る 数 々  の 実 験 に あ い 通 じ る も の も 認 め ら れ る だ ろ う 。 キ ラ ー イ の 集 団 即 興
の た め の 代 表 作 の ひ と つ 《 ア セ ザ ン テ ス 》 も 、 題 名 の 示 す と お り 彼 ら に 献 呈 さ れ て
お り 、 グ ル ー プ 名 の ア ル フ ァ ベ ッ ト を デ ザ イ ン 化 し た ゼ ー ニ ア ・ ラ ダ ー ク の グ ラ フ
ィックをもとにして書かれたものである。
　 収 集 し た 楽 器 や 音 素 材 を 研 究 者 キ ラ ー イ が 忠 実 に 修 復 ・ 復 元 し た と す れ ば 、 作 曲
家 キ ラ ー イ は そ れ ら を い っ た ん 換 骨 奪 胎 し て 、 さ ま ざ ま の 方 法 で 未 然 の か た ち へ と
た え ず つ く り か え て い く 。 こ う し て 生 き 生 き と し た 素 朴 な 農 村 の 生 活 を 彷 彿 さ せ る
牧 歌 的 な 旋 律 は 、 作 曲 家 の 手 に よ っ て 錯 綜 し た 複 雑 な 響 き を ま と っ た 、 ま っ た く 別
の 新 た な 相 貌 の も と に 生 ま れ 変 わ る こ と に な る 。 伝 承 や 民 俗 性 へ の 志 向 と 前 衛 的 な
語 法 が 、 な ん の 矛 盾 も 齟 齬 も な く 結 び つ い て い る キ ラ ー イ の 作 品 に お い て 、 ＜ 過 去
＞ は も と よ り 郷 愁 の 対 象 で は な く 、 来 る べ き 未 来 を 鮮 や か に 照 ら し だ す ＜ 消 失 点 ＞
としてあると言うべきだろう。
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い た の で あ る 。 し た が っ て こ れ は 数 々  の 事 件 の 年 代 史 で も な け れ ば 、 な ん ら か の 解 釈 を 試 み た も の で
も な い 。 紋 切 り 型 、 ス ロ ー ガ ン 、 行 進 曲 、 集 団 の 絶 叫 、 こ う し た す べ て の も の が ナ チ の 時 代 の 歴 史 的
な 音 の ド キ ュ メ ン ト か ら 切 り と ら れ 、 編 集 さ れ て 、 七 つ の 悪 夢 を 構 成 し て い る 。 こ れ ら の 悪 夢 の な か
で ゆ っ く り 眠 る こ と の で き る も の な ど い は し な い 。 眠 り な が ら 恐 ろ し い 夢 に う な さ れ る の だ が 、 し か
し 同 時 に ま た 目 を 覚 ま し 、 こ れ ら の 夢 が 現 実 だ と わ か る の も 怖 い の だ 。 こ れ は 1 9 3 3 年 か ら 1 9 4 5 年 ま で
の 時 代 の 歴 史 的 録 音 に よ る コ ラ ー ジ ュ で あ る 。 ナ チ の 要 人 た ち に よ る 演 説 と 、 自 由 の た め に 戦 っ た 者
た ち の 言 葉 の 引 用 か ら な る こ の ド キ ュ メ ン ト は 、 電 子 的 に （ た と え ば リ ン グ モ デ ュ レ ー タ ー 、 フ ィ ル
タ ー 、 ヴ ォ コ ー ダ ー で ） 処 理 さ れ て は い る が 、 重 要 な 道 具 は な に よ り も ま ず は さ み で あ っ た 。 」
（Recommended Records RR-22 [LP] 添付の解説）
（３）Mathias Hansen (Hg.): Komponieren zur Zeit - Gespräche mit Komponisten der DDR.  VEB Deutscher
Verlag für Musik Leipzig 1988,  S. 134-135.

（４）WERGO 60046 [LP] 添付の解説。フェラーリは《音楽散歩》について、そこでさらにつぎのよ



うに書いている。
　 「 － 散 歩 、 そ れ は な に よ り も 、 私 が 私 の 興 味 を 惹 い た あ り と あ ら ゆ る 事 物 を 録 音 し た テ ー プ レ コ ー
ダーの何年にもわたる旅である。
－ そ れ は ま た 編 集 の 際 の 、 い ま な お 多 少 は は っ き り と 残 っ て い る 、 あ る い は 多 少 曖 昧 に な っ た 思 い 出
を め ぐ る 回 想 の 旅 で も あ る 。 た と え ば そ こ で 録 音 し た 会 話 。 劇 的 な 音 の 効 果 を 獲 得 し よ う と す る と 、
そこから人の表情が失われてしまう。
－ あ る い は ま た そ れ は 、 私 の 以 前 の 制 作 や 出 会 っ た 音 楽 か ら 借 り た も の で 区 切 ら れ る （ 唯 一 の 音 楽 的
要素）。むろんその音楽的価値のためではなく、あくまでその切断機能のゆえに。
－ 散 歩 と は 結 局 の と こ ろ こ う だ 。 独 立 し た 四 台 の テ ー プ レ コ ー ダ ー が つ ね に 作 動 す る よ う に な っ て い
る の で 、 そ の た め 演 奏 が つ づ い て い る あ い だ 、 正 確 な 反 復 は 起 こ り 得 な い 。 ま た 人 通 り の 多 い 往 来 と
いう環境設定がなされているので、そのなかを散歩することになるのは聴衆である。」
（５）Mathias Hansen (Hg.) 前出書、139頁。
（ ６ ） 秋 山 邦 晴 「 騒 音 の 思 想 の 先 駆 者 ル イ ジ ・ ル ッ ソ ロ 」 か ら の 引 用 ［ 秋 山 邦 晴 『 現 代 音 楽 を ど う 聴
くか』昌文社、1973年、72-73頁］。日本語訳は秋山邦晴による。
（７）ポール・グリフィス Paul Griffiths（石田一志訳）『現代音楽小史』音楽之友社、1984年、114

頁参照。
（ ８ ） た と え ば 秋 山 邦 晴 は つ ぎ の よ う に 言 っ て い る 。 「 つ ま り ル ッ ソ ロ は 騒 音 の も つ 動 的 で 、 裸 形 の
エ ネ ル ギ ー の 爆 発 の な か に 、 あ た ら し い 想 像 力 の 解 放 と 生 の 正 当 な 表 現 の 場 を 見 い だ し て い た 。 そ し
て そ の よ う な 騒 音 を 咆 哮 さ せ る 騒 音 楽 器 を み ず か ら つ く り 、 演 奏 し た い さ さ か ロ マ ン チ ッ ク な 騒 音 の
先 駆 者 で あ っ た 。 だ が 残 念 な が ら 、 か れ の 騒 音 と は 、 か れ の つ く り だ す こ と の で き た 楽 器 の 台 数 分 だ
け の 騒 音 の 音 色 で あ り 、 そ の 種 類 の 範 囲 に か ぎ ら れ る と い う 矛 盾 を も っ て い た 。 （ … … ） し か し こ の
よ う な 騒 音 の 塊 を 未 分 化 の ま ま ロ マ ン チ ッ ク に 爆 発 さ せ よ う と し た ル ッ ソ ロ の 時 代 と 異 っ て 、 今 日 で
は エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 発 達 が ル ッ ソ ロ の 意 図 を い か よ う に も 実 現 可 能 に し て い る 。 」 （ 秋 山 邦 晴 「 ピ
エール・シェフェール－＜音のオブジェ＞の思想」［秋山邦晴前出書、95頁］）
（９）丹波明『創意と創造－現代フランスの作曲家たち』音楽之友社、1972年、79-80頁。
（10）R. Murray Schafer 前出書、６頁。
（11）YUGOTON LSY-66020 [LP] 添付の解説。
（12）YUGOTON LSY-66005 [LP] 添付の解説として掲載されたセアデタ・ミジチ Seadeta Midzic

「デトニの詩学」参照。
（13）RTB 2130.548 [LP] 添付のキラーイによる自作解説。
（14）DISKOS LPD-1002 [LP] 添付の解説。
（15）JUGOTON ULS-510 [LP] 添付の解説。
（16）ハリソン・ライカー Harrison Ryker は、1973年のザグレブ現代音楽ビエンナーレで演奏された
この曲についてつぎのように書いている。「《バッカナーレ第２番》は民俗楽器タンブール（マンド
リン）の合奏に、無調の偶然性（アレアトリック）による様式をとり入れた魅力的な作品である。こ
れらの撥弦楽器は、たたかれ、きしみ、うなりをあげる尖鋭な音のスペクトルを繰り広げており、弓
で弾かれる弦楽器の音色との類似性はここにはほとんど認められない。バルトークならこうした新し



い音色の宝庫にさぞや羨望のまなざしを向けたことだろう。まちがいなくこれは、1960年代でもっと
も風変わりな異色の音響のひとつに数えられるものだ。」(Harrison Ryker: New Music in Yugoslavia, in: 

Numus-West-Journal for Contemporary Music, May 1973)　
（ 1 7 ） 《 バ ッ カ ナ ー レ 第 ２ 番 》 と 同 じ く 、 や は り ザ グ レ ブ 現 代 音 楽 ビ エ ン ナ ー レ で 演 奏 さ れ た 《 リ フ
レクション第５番 Reflexió No. 5》（1970年）について、ハリソン・ライカーはつぎのように報告して
い る 。 「 そ の ほ か の 実 験 的 な 作 品 群 は お も に 声 を あ つ か っ た も の で 、 明 ら か に ル チ ア ー ノ ・ ベ リ オ
Luciano Berio やカールハインツ・シュトックハウゼン Karlheinz Stockhausen の影響が窺われる。な
か で も と く に 異 彩 を 放 っ て い た の は 、 メ ゾ ・ ソ プ ラ ノ と ツ ィ タ ー の た め の 《 リ フ レ ク シ ョ ン 第 ５ 番 》
で 、 マ イ ク に よ る 特 殊 効 果 も 補 助 的 に 使 わ れ て い る 。 で き れ ば 磁 気 テ ー プ の 再 生 機 能 を 使 わ ず に 実 現
されるベリオの《ヴィザージュ Visage》の演奏をイメージすること。キラーイは、ノヴィ・サド出身
のこの類いまれな驚くべき歌手ヴェラ・ポラーク＝コヴァーチ Vera Polák-Kovács にそう要求してい
る 。 ツ ィ タ ー は ま る で タ ン ブ ー ル の よ う に 大 胆 に あ つ か わ れ て お り 、 ポ ル タ メ ン ト を か け た り 、 き し
ま せ た り 、 強 打 し た り 、 か き 鳴 ら し た り と い っ た 一 連 の 奏 法 に よ っ て 、 声 楽 パ ー ト の 舌 打 ち 、 巻 き
舌、くすくす笑い、音の急降下を支えるのである。」(Harrison Ryker 前出記事)

（18）エルネ・キラーイ七十歳記念冊子（私家版、Novi Sad 1989）掲載の解説。
（19）Claus-Henning Bachmann: Zagreb, Tönendes Wunschbild - Die 10. Internationale Musik-Biennnale, in:
Neue Zeitschrift für Musik, Mainz September/Oktober 1979.

（20）正式名称は、＜ザグレブ新潮流センター合奏団 Ansambl Centra za nove tendencije Zagreb＞。


