
チ ャ イ コ フ ス キ ー の幻想序 曲
〈 ロ メ オ と ジ、 ユ リ エ ッ ト 〉 ： そ の 改訂 を め ぐっ て

Tchaikovsky’S Fantasy-Overture “Romeo and j uliet” ： On its Revisions 
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There are 3 editions of Tchaikovsky's Fantasy-Overt ure “Romeo and ] uliet” . The original 

version was composed in 1 869 under Balakirev's supervision. and then it  was revised twise: 

the first substantial revision was done in 1870 then the final section was rewritten in 1880. An 

examination of the revising process reveals how Tchaikovsky established his own style of music 

and became an independent composer. 
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ピ ョ ー ト ル ・ イ リ イ チ ・ チ ャ イ コ フ ス キ ー Pyotr II ’yich Tchaikovsky ( 1 840-1 893） の幻想序曲

〈 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 に は 次の 3 つ の 版 が 存在す る が 、 現 Wiif奏 さ れ る の は 、 第 3 版 で あ る 。

第 1 版 作曲 ： 1 869年1 0 月 ～ 1 1 月

初演 ： 1 870年 3 月 4 日 （露暦 3 月 1 6 1 1 ) モ ス ク ワ で開 催 さ れ た ロ シ ア 背楽 協 会

の コ ン サ ー ト ニ コ ラ イ ・ ル ピ ン シ テ ィ ン の 指搾で

出 版 ： チ ャ イ コ フ ス キ ー 全 集第23巻

第 2 版 改 訂 ： 1 870年夏

初演 ： 1 872年 2 月 5 日 （露歴 2 月 1 7 H ) サ ン ク ト ベ テ ル ブ ル グ で 開 催 さ れ た

ロ シ ア 音楽協会の コ ン サ ー ト エ ド ゥ ア ル ド ・ ナ プ ラ ヴ ニ ク の 指揮で

出 版 ： 1 87 1 年 （ ス コ ア ） ベ ル リ ン の ボ ー テ ＆ ボ ッ ク 社 か ら

第 3 1制 改訂 ： 1 880年 8 H 29 日 （露歴 9 月 1 0 1::1 )

初演 ： 1 886年 4 月 19 日 チ フ リ ス （現 ト ピ リ シ ） で 開 催 さ れ た ロ シ ア 音楽協会

特別 演奏会 エ ド ゥ ア ル ド ・ ナ プ ラ ヴ ニ ク の 折押で

11 1 

FHU

 



愛知県立芸術大’下紀喫 No.39 (2009) 

第 1 版 の 作 山 か ら 第 3 版 の 完成 に い た る 約 10年の 期 間 は 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー が 作 11 1 1 家 と し て 自

立 し て い く 時 期 に あ た る 。 チ ャ イ コ フ ス キ ー の 作曲様式 の 変 化 は 彼 の 生混 と 述 勤 し て い る と い え

る が 、 ド の 年去 に 示 し た よ う に 、 有 名 な ピ ア ノ 協奏曲第 1 番 op. 23、 バ レ エ 〈 白 鳥 の湖） op. 20、

オ ペ ラ 〈エ フ ゲ ニ ー ・ オ ネ ー ギ ン ） op. 24、 交響曲 第 4 番 op. 36 と い っ た 傑作 が 集 1 j 1 的 に ， ＇｝ か れ た

1 875年 か ら 78年 と い う 時期 は 、 フ ォ ン ・ メ ッ ク 夫人 と の 有 名 な 関係 が は じ ま り 、 ま た 粘－婚 と そ の

失敗 と い う 彼 の 人牛． に お け る 重 要 な 転換期 に あ た っ て い る 。 ま た 、 彼の 6 つ の 交響11 t1 の う ち 、 最初

の 3 曲 が 演奏 さ れ る こ と は 稀で、 第 4 番か ら 第 6 番が 交響曲の レ パ ー ト リ ー に 定着 し て い る こ と か

ら も 、 こ の 時期j に チ ャ イ コ フ ス キ ー が 作曲家 と し て 大 き く 成長 し た こ と が わ か る 。 そ し て 、 こ れ ら

の 出 来 事 を 挟 む よ う に 、 主j氾！序1111 （ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 の作曲 と 改 訂 が な さ れ て い る の で あ る 。

1862 サ ン ク ト ペ テ ル ブル グ背楽院入学

1866 サ ン ク ト ベ テ ル プル グ音楽院卒業 交響曲第 1 番 op. 13 

1869 幻忽J (: 1 1 1 1  ＜ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 第 1 版

1 870 会Hl.'.1 (:1 1 1 1 ＜ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 第 2 版 交響曲 第 2 需 op. 17  

1 875 ピ ア ノ 協奏11 1 1 第 1 番 op.23 交響曲第 3 番 op. 29  

1 876 フ ォ ン ・ メ ッ ク 夫人 と の関係 は じ ま る バ レ エ 〈 白 鳥 の 湖）op. 20  

1 877 ア ン ト ニ ー ナ ・ イ ワ ー ノ フ ナ と の結婚～ 自 殺 未遂 交響曲第 4 番 op. 36

1 878 オ ペ ラ 〈エ フ ゲ ニ ー ・ オ ネ ー ギ ン ）op. 24 

1 879 組山 第 1 番 op. 43 

1 880 幻想1 (: 11f 1 （ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 第 3 版

チ ャ イ コ フ ス キ ー の代 表 作 の ひ と つ に 数 え ら れ る 幻想序曲 〈 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 は 、 そ も そ

も 〈五人組〉 の ひ と り で あ っ た 作山家パ ラ キ レ フ Mily Alekseyevich Balakirev ( 1 936/37・1910)

の提案 に 従 っ て 刀 か れ た も の で あ っ た 。 本稿 では、 ま ず最初 に こ の 作 品 の 第 3 版 を 標題汗楽 と い う

視点 か ら 考察 し た 上で、 こ の 1ll1 の 作山 と 改訂の プ ロ セ ス を 追 う こ と に よ っ て 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー が

作曲家 と し て 自 立 し て い く 過程 を 追 っ て L 、 く 。

1 . 標題音楽 と し て の幻想序曲 〈 口 メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉

幻想序曲 〈 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ 卜 〉 （第 3 版） は、 ふ標題音楽” と し て 器楽作 品 が い か に 具体 的 な

イ メ ー ジ を l喚起 で き る か と い う 点 で、 非常 に 成功 し て い る 例で あ る と 言 え る だ ろ う 。 こ の 作 11u'1 lま、

聴 く 者 に と っ て 、 シ ェ イ ク ス ピ ア の原 作 あ る い は そ れ に も と づ く 映両 や バ レ エ な ど の 作 品 を 詳 し く

知 っ て い る ほ ど 、 よ り 具体的 な イ メ ー ジ を 呼び起 こ す も の と な り 、 ま る で物語が眼前で民間 さ れ て

i E る か の よ う に l鳴 り 響 く はずで あ る 。

こ の 作 品 が ど の よ う に 原 作の 内容 を 表現 し て い る か 、 ま ず こ こ で、 第 3 版 の 構成 か ら 考察 し て み
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チ ャ イ コ フ ス キ ー の幻想Jj·:111 1 （ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ヅ ト 〉 ： そ の改 認 を め ぐ っ て

た い 。

［チ ャ ー ト 2 ］ に 示 し た よ う に 、 幻忽序曲 〈 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ 卜 〉 （ 第 3 版） は 導 入 部 ～ 主 部 ～

コ ー ダ と い う 大 き く 3 つ の 部 分 か ら 成 っ て い る 。

ま ず、 導 入 部 は木管楽器 （ ク ラ リ ネ ッ ト と パ ス ー ン ） に よ る コ ラ ー ル 風 の 主題 （賛美歌の テ ー マ ）

に は じ ま る 。 こ れ は 、 厳粛 か つ 穏や か な パ ッ セ ー ジ で あ り 、 r �，.天 を 渇望す る 魂」 （Brown 1 979 : 

1 85） を 表 現す る も の で、 波打 つ よ う な デ ュ ナ ー ミ ク と 不 安 定 な 1制’性 が 悲劇 の は じ ま り を 象 徴 す

る 。

主 部 は 、 2 つ の 対照 的 な 主題か ら 構成 さ れ て い る 。 ま ず、 激 し い 第 1 主題 は “ 闘 い の テ ー マ ” で

あ り 、 モ ン タ ギ ュ 一 家 と キ ャ ピ レ ッ ト 家 の衝突 を 象 徴す る 。 そ し て 、 IJ く 美 し い 第 2 主題 は “愛の

テ ー マ ” で あ る 。 こ れ は 、 言 う ま で も な く 、 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ 卜 の 恋愛 を 象徴 し て い る 。

11ltl家 の 争 い の な か に 生 ま れ た 2 人の愛 （愛の テ ー マ ） は 、 1ri 初j は 本管楽器で、静か に 歌わ れ る 。 ハ ー

プ の 旋 律 が 、 い っ と き の 幸福感 を 讃 え た か と 思 う と 、 “ IJ�tJ L 、 の テ ー マ ” が 喧燥 を 巻 き 起 こ すc 導 入

部の綻律が ト ラ ン ベ ッ ト で奏 で ら れ て 焦燥感 を 白． め る と 、 ，，』び激 し く H闘 い の テ ー マ ” が 鳴 り 響 く 。

そ し て 次 に 、 IJ�d い を 打 ち 消す か の よ う に 、 “愛の テ ー マ ” が 尚 ら か に 歌わ れ 、 ↑光惚 と し た エ ク ス タ

シ ー に 到達す る 。 し か し そ れ は 帥 闘 い の テ ー マ ” に よ っ て 突然遮 ら れ 、 打 ち 消 さ れて し ま う の で あ

る 。 そ し て 、 “ IJ'.d l ＼ の テ ー マ ” が 、 導 入部 の テ ー マ を f'I� っ て 激 し く l!f.l り 響 く が 、 や が て 静 ま り コ ー

ダ （終結部） と な る 。 こ こ で は、 息途絶 え る よ う な “愛の テ ー マ ” が 葬送 の リ ズ ム に 乗 っ て 奏で ら

れ、 2 人の 死 が 表現 さ れ る 。 最 後 に は 、 ゆ っ く り と 奏で ら れ る “愛 の テ ー マ ” の 上昇す る 音型 が 、

愛 し 合 う 2 人の 'fl·天 を 象 徴 し 、 最 後 は決然 と 、 かつ�i；厳 に 悲劇l の 拡 を 閉 じ る の で あ る 。

巧み な 主題の �1� 1i'l と 調の設定、 華やか な オ ー ケ ス 卜 レ ー シ ョ ン 、 ま た 、 フ ル ・ オ ー ケ ス ト ラ の ク

レ ッ シ エ ン ド が 導 く ク ラ イ マ ッ ク ス に よ っ て 、 ff楽 は劇 的 に IL� l:M さ れ る 。 “愛 の テ ー マ ” の ク ラ イ

マ ッ ク ス が “ ｜品｜ い の テ ー マ ” に 遮 ら れ、 そ し て “愛の テ ー マ ” が 持送 の リ ズ ム で現れ る こ と に よ っ

て 、 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト の愛 が 、 モ ン タ ギ ュ 一 家 と キ ャ ピ レ ッ ト 家の 闘 争 に よ っ て 引 き 裂か れ 、

そ し て 2 人 は悲劇 的 な 死 を 迎 え る 、 と い う ス ト ー リ ー の 展 開 が 示 さ れ る こ と に な る 。 聴 く 者 は 、 原

作 を 詳 し く 知 っ て い れ ば、 音楽 を 聴 き な が ら 、 か な り 具体 的 に 戯11 1 1の局 面 を 次 々 と 連想す る こ と が

で き る だ ろ う 。 し か し 一 方で 、 戯 曲 に お け る 有名 な セ リ フ が ど こ に 登場す る か 、 あ る L 刈ま 2 人の 恋

人 た ち が 、 ど う い う 順番で、 ど の よ う に 命 を 断つ か と い っ た 詳細 は 器楽 で は表現 さ れ な L h こ の よ

う な 点で、 こ の 作 品 は 際題音楽の 可能性 と 限界 を 示 し て い る と 言 え る 。

こ の 作 111111 1ま ま た 、 2 つ の 異 な る 性格の主題 と そ の 展 開 お よ び 1 1｝現に よ っ て 構成 さ れ る も の で、 つ

ま り こ れ は 標題背楽 で、 あ る 一方、 ソ ナ タ 形式 に よ る 管弦楽作 品 と し て も 成立 す る こ と は興味深 い 。

さ て 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー の代表 的 な 管弦楽作 品 に 数 え ら れ る こ の 作 品 は 、 初 版 の 初演 斗 時 か ら 注

目 を 集 め た 。 し か し 、 初版の ス コ ア に あ る 音梨 は 、 改訂版 と は 大 き く 異 な る も の で あ っ た 。 幻想序

曲 〈 ロ ミ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 の 初 版 が 完 成 し た の は 1 869年 の こ と で あ っ た 。 そ れ は ち ょ う ど 、 作

山 家 チ ャ イ コ フ ス キ ー の 成 長段階 に お け る 重 要 な 時期 で あ っ た の と lr;J 時 に 、 1 9 世紀 に お け る ロ シ
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ア 音楽 発展 の 転換WJ に あ た り 、 計楽 界 の 人間 関係 が大 き く 変化す る 時期 と 恒 な る 。

2 . パ ラ キ レ フ と チ ャ イ コ フ ス キ ー

1 860年 代 の ロ シ ア で は 、 音楽 を 取 り 巻 く 環境 が 大 き く 変 化 し た 。 そ れ は 、 1 862年 に サ ン ク ト ベ

テ ル ブル グ背楽院が 開 校 さ れ た こ と に よ り 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー を は じ め と す る 職業 的 な 訓練 を 受 け

た ロ シ ア の背楽家 が 次 々 と 輩出 さ れ る よ う に な っ た こ と と 、 い わ ゆ る （Ji人組〉 と 呼 ばれ る 作曲家

た ち の 活動が始 ま っ た こ と に よ り 、 ロ シ ア の青楽 界 が急速 に 発展 し た こ と に よ る 。

サ ン ク ト ベ テ ル ブ ル グ 汗 楽 院 は 、 ア ン ト ン ・ ル ビ ン シ テ ィ ン Anton Grigol'yevich Rubinstein 

( 1829・94） の 尽 力 に よ っ て 設 立 さ れ た 。 彼 は 1 839年、 10才の 時 に 神 章 ピ ア ニ ス ト と し て M fJJ の 公

開 演 奏会 を 行 い 、 明 1 840 年 か ら 43 年 に か け て ヨ ー ロ ッ パ演 奏旅 行 を 行 っ て い る 。 そ の ｜際、 リ ス ト

の 伝 記 に よ れ ば、 ル ビ ン シ テ ィ ン の 才能 に リ ス ト は嫉妬 を 露 に し 、 近 い 将 来 彼 が l’ ｜ 分 の ラ イ バ ル

に な る で あ ろ う こ と を 予 見 し た と 言 う 。 ま た 、 1 844年 か ら 46年 に か け て ベ ル リ ン に 滞 恥 し 、 ；＇1j· （応

用論家 デ ー ン Siegfried Dehn ( 1799・1 858） の も と で対位法 と 和声 を 学 ん だ 。 そ の 後 彼 は ウ ィ ー ン

で ピ ア ノ 教fllli を し な が ら 過 ご し た が 、 1 848年 に ヨ ー ロ ッ パ 各地 で、 革 命 が 起 こ り 、 ロ シ ア に 州 ml す

る 。

さ て 、 ロ シ ア に 州 っ た ル ピ ン シ テ ィ ン は 、 ニ コ ラ イ I 世 の 義 妹 に あ た る エ レ ー ナ ・ パ ー ヴ

ロ フ ナ 大 公 妃 Grand Duchess Elena Pavlovna ( 1807-73） と 出 会 う の だ が 、 7干 楽 を こ よ な く 愛

し た エ レ ー ナ ・ パ ー ヴ ロ フ ナ の 援 助 を 受 け て 1 859年 に ロ シ ア 音 楽 協 会 Russkoe muzykal'noe 

obshchestvo を 発足 し 、 演奏会 シ リ ー ズ を 開始 し た 。 そ し て 、 こ の ロ シ ア 音楽 協会 が 付体 と な っ て

62年 に 音楽 院 が 設 立 さ れ、 19開紀 後 半 の ロ シ ア 青楽の飛躍的 な 発展 を 決定づ け た 。 こ の 背 楽 院 創

立 は 、 し か し 、 必 ず し も 歓迎 さ れ た わ け で は な か っ た 。 評論家 ス タ ー ソ フ Vladimir V asil'yevich 

Stasov ( 1 824・ 1 906） は 、 ル ビ ン シ テ ィ ン の 反 対 勢 力 の 中 心 人物 で あ り 、 音 来 院 の 設 立 に よミ っ 向

か ら 反 対 し 、 11ltl 千？ は 対 立 し た 。 そ し て 、 ス タ ー ソ フ と そ の 一 派 は 、 ［wJ じ く 1 862 年 に 無 料 背 楽 学

校 を 創 立 し 、 活 動 を 始 め る 。 ス タ ー ソ フ の も と に 集－ ま っ た 作 曲 家 た ち 、 つ ま り パ ラ キ レ フ Mily

Alekseyevich Balakirev ( 1 836・19 1 0） と そ の 仲 間 た ち は、 1 867年 に ス タ ー ソ フ か ら “ 力 強 い frtJ !l\J

moguchaia kuchika" 1 と II千 ばれ、 そ れ が グ ル ー プの 名 称 と し て そ の 後 も 定 託 し て い く こ と と な る 。

ロ シ ア 汗楽 に お い て 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー に 代表 さ れ る H丙欧派” と 〈五人制l （ ＝ 力 強 い f1J1 1 11',J ) )

ら の “ ス ラ ヴ派” が 対 江川 と し て 4Jt え ら れ る が 、 そ れ は、 音楽的 な 対立 と い う よ り も 、 む し ろ 音

楽 院設 立 苛 初 の 人 11\J l'kl 係 に 起 ［J�J す る も の で あ る 。 つ ま り 、 音楽院推進派 も 、 反 対 派 も 、 ロ シ ア 背

楽の確立 を 口 折 し て い た と い う 点で、 は一致 し て い た が、 そ の た め の 子段 と し て 汗楽院 を 投立 し て 凶

欧的 な 教育制度 を 取 り 入 れ る か 百 か 、 ま た そ れ を 推進 し た ル ビ ン シ テ ィ ン が ユ ダ ヤ 人で あ っ た こ と

で、 根 強 い 反 発 が お き た の で あ っ た 。 し か し 、 1 867年 に ル ビ ン シ テ ィ ン が ロ シ ア 背 楽 協 会 か ら う ｜

1 J f ラ キ レ フ を ， ， ， 心 と す る 作 11!1 家 の グ ル ー プ。 い わ ゆ る 「 五 人 組j の こ と 。 他 に 、 ボ ロ デ ィ ン Aleksandr Porfir' yevich 
Borodin 0 833-1 887） 、 ム ソ ル グ ス キ ー l\fode日t Petrovich Musorgsky 1 839- 188 1 ） 、 キ ュ イ Tsezar' Antonovich Kyui !Cesar 
Cui] ( 1835-1 9 1 8） 、 リ ム ス キ ー ＝ コ ル サ コ フ Nikolay Andreyevich R imsky-Korsakov ( 1 844・1908） 。
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チ ャ イ コ フ ス キ ー の土J；也ti j·: 1 1 1 1  （ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 ： そ の改訂 を め ぐ っ て

退 し 、 そ の 後 パ ラ キ レ フ が 同 協 会常任指何者 こ の 地 位 に つ い た こ と 、 さ ら に 、 1 87 1 年 に は リ ム ス

キ ー ＝ コ ル サ コ フ が サ ン ク ト ペ テ ル ブル グ汗楽｜涜教綬 に 就任 し た こ と に よ り 、 ［1l1j派 の 敵 対 関 係 は 解

消 し た と 言 え る だ ろ う 。 2

さ て 、 パ ラ キ レ フ と チ ャ イ コ フ ス キ ー が M 初 に 出 会 っ た の は 、 1 868 年 1 け で あ っ た 。 サ ン ク ト

ペ テ ル ブル グ音楽院第 1 期生 と し て 卒 業 し た チ ャ イ コ フ ス キ ー は 、 ロ シ ア 第 2 の 都市 モ ス ク ワ に 開

設 さ れ た モ ス ク ワ 背 楽 院 に 教綬 と し て 迎 え ら れ て い た 。 そ れ ま で 、 パ ラ キ レ フ と 彼 の 仲 間 に と っ

て 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー は 決 し て 注 目 さ れ る 存 紅 で は な か っ た 。 サ ン ク ト ペ テ ル プ ル グ で 演奏 さ れ

た い く つ か の 作 品 を 聞 い て い た だ け で あ っ た し 、 df�i命家 と し て 活躍 し て い た キ ュ イ は チ ャ イ コ フ ス

キ ー の 音楽院の 卒業作 品 を 階評 し 、 そ の 他の作品 l こ つ い て は沈黙 を 守 っ た ま ま だ っ た 。 リ ム ス キ ー

＝ コ ル サ コ フ は ま た 、 同想録で チ ャ イ コ フ ス キ ー は 、 焼 ん でみ ら れ た と い う よ り は 、 た だ 粁ん じ ら

れ て い た と 述べ て い る 。 彼 ら は も と も と チ ャ イ コ フ ス キ ー が 卒 業 し た 汗楽 院 の 敵 対 勢 力 で あ っ た

し 、 彼の卒業作 品 が 酷評 さ れ た こ と も あ り 、 ＇＇I 然の こ と な が ら 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー は パ ラ キ レ フ と

そ の 仲 間 た ち を 良 く 思 っ て は い な か っ た 。 し か し 、 こ れ ら は 全 て 、 パ ラ キ レ ブ と の 出 会 い に よ っ て

一 変す る 。 年 長 の パ ラ キ レ フ は 、 任 い チ ャ イ コ フ ス キ ー の 才能 を E坪 価 し 、 ロ シ ア 背楽 協 会 の コ ン

サ ー ト で彼 の 作 品 を 取 り 上 げ る こ と に な り 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー は 、 パ ラ キ レ ブ の さ ま ざ ま な 助言 や

彼 の 人 脈の 重 要性 に 気 づ い た の で あ っ た 。 そ の 時か ら 、 チ ャ イ コ ブ ス キ ー と パ ラ キ レ フ の 間 で、

チ ャ イ コ フ ス キ ー の 作 品 を め ぐ る H指導” を 介 し た 師 弟 関係の よ う な や り と り が は じ ま っ た 。

チ ャ イ コ フ ス キ ー が パ ラ キ レ フ に 最 初 に 送 っ た の は 、 彼 の l1i 初J の オ ペ ラ 〈 ヴ ォ エ ヴ オ ー ダ 〉

( 1 868年完成） の 「舞－山j で あ る 。 パ ラ キ レ フ は こ れ を 帝室劇均 に 送 り 、 演 奏 の 市： 吋 を 得 て い る 。

こ の 時、 パ ラ キ レ フ は 在 い 作曲家 に 次の よ う に A き 送 っ て い る 。

芸術 に お い て 、 励 ま し は 若 荷 に の み 効 県 の あ る も の で す。 し か し 、 あ な た の ス コ ア を 見

て 、 オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン の 点で も 、 刀法の点で、 も 、 あ な た は す で に 完成 さ れ て い る と 思

い ま し た 。 よ っ て 、 あ な た に は 励 ま し で は な く 、 厳 し い批評 こ そ 相応 し い と 考 え ま す。 次

に 直接 お 会 い す る 時 に 、 私が 考 え て い る こ と を 白 ん で、 お 話 し ま す。 3

こ の 子紙か ら も 、 パ ラ キ レ フ と 彼の fi l l川 た ち と の 関係 と Ii i］ じ よ う な l ： ド 関係 を 読み取 る こ と が で

き ょ う 。 チ ャ イ コ フ ス キ ー は パ ラ キ レ フ の進吉 を 真 単 に 受 け ti ： め 、 む し ろ 歓迎 し て い た し 、 ま た 、

チ ャ イ コ フ ス キ ー は モ ス ク ワ で酷評 さ れ た リ ム ス キ ー ＝ コ ル サ コ フ の 〈 セ ル ビ ア まHU出l Serbskaia 

fantaziia) op. 6 ( 1 867） を 擁識す る 論 考 を 校制す る な ど 、 彼 ら の ｜則 係 は 大 き く 変化 し て い っ た 。 そ

し て 、 1 868年者 に チ ャ イ コ フ ス キ ー が サ ン ク ト ペ テ ル ブ ル グ を I訪 れ た ｜僚 に は 、 彼 は 〈五 人組〉 か

ら 熱烈 に 迎 え 入 れ た と い う 。 リ ム ス キ ー ＝ コ ル サ コ フ は こ の IL＼＇の こ と を 次の よ う に lul:t!.t し て い る 。

2 1 9 fft紀後半の ロ シ ア 汗；ft'� W に お け る 対 抗す る 人11\J I則係 に つ い て は、 I<idenorのli!f'先で，iU411 に 命 じ ら れ て い る η
3 1 868年 2 月 211 ::1 f .tの 子紙， Quoted in Ridenor 1981  : 1 6 1 ・ 1 62.
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詳 し く は党 え て い な い が 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー が サ ン ク ト ペ テ ル ブル グ を 訪れ た あ る 日 、

パ ラ キ レ フ の 集 ま り で 彼 と 知 り 合 っ た 。 彼 は 好感の も て る 人 で、 請 を す る の が 来 し か っ

た ・ . . M 初 に 会 っ た 夜 に 、 パ ラ キ レ ブ の リ ク エ ス ト で彼の 卜 短調の交響rH1 ［第 1 番］ の

第 1 楽 辛 が 演 奏 さ れ た 。 そ れ は 私 た ち が 好む も の で あ る こ と が 判 り 、 当 初孜 々 が 持 っ て い

た 彼 に 対す る 意 見 は 変 わ り 、 好感 を 持つ に 至 っ た 。 し か し 、 彼 が 音楽院で学ん だ こ と は 、

未 だ に 彼 と 孜 々 を 隔 て る 障害 と な っ て い た 。 （Rimsky-Korsakov 1974 : 75) 

サ ン ク ト ペ テ ル ブ ル グ と モ ス ク ワ に 住 む パ ラ キ レ フ と チ ャ イ コ フ ス キ ー は 、 そ の 後 も 頻繁 に 書

簡 を や り と り し て い た 。 初 則 の 2 人 の 関 係 は 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー の管弦楽曲 〈運 命 Fatum) ( 1 868 

年） に つ い て の パ ラ キ レ フ の 子紙か ら 読み取 る こ と が で き る 。 こ の 作 品 は 、 パ ラ キ レ ブ に 献呈 さ れ

て い る の だ が 、 l献呈 さ れ た パ ラ キ レ フ は作曲者 に 対 し て 次の よ う に 書 き 送 っ て い る の

私 は こ の 作 111111 が l;.f き で は あ り ま せ ん 。 そ れ は形式的す ぎ る ばか り で な く 、 ぞ ん ざ い に ， ！ ？ か

れ た よ う に す ら 思 え ま すの 仮縫 い の 糸や縫い 目 が 見 え 見 え です。 形式 は 全 く う ま く い っ て

い ま せ ん 。 批 評 家 ラ ロ ー シ ュ German Avgustovich Larosh [Laroche] ( 1 845- 1 904） は 、

そ れ は あ な た が 1 1 i 典 を 良 く 知 ら な い か ら だ と 言 っ て い ま し た 。 私 の 意 見 は 逆 て 、 あ な た

は 最 近 の 新 し い 汗楽 を 知 ら な い の だ と 思 い ま す。 古 典 の 作 品 は、 ド！ 山 な 形式 に つ い て 何

も 教 え て く れ ま せ ん 。 そ こ に あ な た が 見 い だせ る も の は、 机で勉強 し 、 ザ レ ン パ Nikolay

Ivanovich Zaremba ( 1 821 -79） に よ る ロ ン ド 形式 と ア ダ ム と イ ヴ の 原 罪 の 関 係 に つ い て

の す ば ら し い論文 を 読ん で い た 頃か ら 知 っ て い る こ と し か 見 い だ す こ と が で き な い で し ょ

う 。 ［ 〈運 命〉 が 初演 さ れ た の と ］ 同 じ 演奏会で、 リ ス ト の 〈前奏曲 Les preludes) ( 1 848 

年、 53 年改訂） を 演奏 し ま し た が 、 こ の 曲が ど ん な す ば ら し い形式 を 訂 し て い る か 、 み て

ご覧な さ い 。 全 て が f� 然 に 流れ る よ う に 進 行 し ま す。 4

チ ャ イ コ フ ス キ ー は 、 こ の 厳 し い批評 も 受 け 入れ、 パ ラ キ レ フ に お 礼の子紙 を 送 っ て お り 、 パ ラ

キ レ フ は チ ャ イ コ ブ ス キ ー の 反 応 に 満足 し た と い う 。 そ し て 、 パ ラ キ エ フ の 影押下で · ＇ �か れ た 次の

作 品 が 、 幻 先日序 1 1 1 1 （ ロ ミ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 と な っ た 。 そ れ は 、 1 869年夏 に チ ャ イ コ フ ス キ ー と

J ＼ ラ キ レ フ が 会 っ た 際 に 、 パ ラ キ レ フ か ら 提案 さ れ た 題材で、 あ っ た の 彼 は 、 約 2 ヶ 川 川 の 休，U、 を 総

て 、 1 0 月 に な っ て よ う や く 作 111 1 に 取 り か か る の だ が 、 な か な か Jぷ う よ う に 進 ん で い な か っ た け そ

し て 彼 は 、 ア ド ヴ ァ イ ザ ー 宛 に 次 の よ う な 子紙 を 送 っ て い る 。

私 は 、 た と え 少 し で も 序 曲 の ス ケ ッ チ が で き な い う ち は お 便 り し た く あ り ま せ ん で し

た 。 忽像 し て み て く だ さ い。 私 は完全 に消耗 し き っ て お り 、 多 少 な り と も 我憾 で き る 汗楽

的 ア イ デ ア も 思 いつ き ま せ ん 。 私の ミ ュ ー ズが 、 ど こ か遠 く ヘ飛ん で行 っ て し ま っ た の で

4 1 869年 3 / 1 31 1=1 Hの F紙】 Quoted in R idcnor 1 981  : 1 62・163.
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チ ャ イ コ フ ス キ ー の幻想序曲 〈 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト ） ： そ の改 訂 を め ぐ っ て

は な い か と 、 恐れつ つ あ り ま す （彼女 は ザ レ ン パの と こ ろ へ い っ て し ま っ た の か も 知れ ま

せ ん ） o (Donvaev 1 958 : 340・341 )

こ れ に 対 し 、 パ ラ キ レ フ は 「 お 便 り 受 け と り ま し た 。 貴方が ま だ 何 も 成 し 遂 げて い な い こ と に 、

心 を 痛 め て い ま すJ と 述べ た あ と 、 自 分が ど の よ う に 〈 リ ア 王〉 を 作曲 し た か に つ い て 説明 す る 。

そ し て 、 「険の衝突 を 伴 う 、 凄 ま じ い ア レ グ ロ で初 め な け れ ば な ら な い と 思 い ま す」 と 述べ た 上 で 、

数小節の パ ッ セ ー ジ を ， 1 r- き 送 っ て い る 。

今 ま さ に 、 あ な た の こ と や 、 あ な た の 序 11 1 1 の こ と を 考 え て い た ら 、 い つ の 聞 に か 夢 I f I に

な っ て し ま い 、 こ の序 曲 は 、 会lj が 衝突す る よ う な 激 し い ア レ グ ロ で材i め る べ き だ と い う JJ・

え に 至 り ま し た ・ ・ ・ も し 私が こ の序曲 を 計 く の だ と し た ら 、 こ の幼 牙 に 霊感、 を 求 め 、 そ

れ を 大切 に 育 て 、 と い う よ り も む し ろ 脳の 奥深 く ま で 行 き 渡 ら せれ ば、 何 か 生 き 生 き と し

た も の を 打 ち 山 す こ と が で き る で し ょ う り （Donvaev 1958 : 341 )  

パ ラ キ レ フ が か な り 日 体 的 な ア イ デ ア を 示 し 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー が そ れ に 従 っ た こ と は 、 1 0 月

28 日 付の 次 の 子紙か ら も 明 ら か で あ る 。

大 部分の ア ウ ト ラ イ ン は す で に 作曲 し ま し た 。 そ し て 、 何 ご と も な け れば、 今 後約 1 月

半 で準備で き る で し ょ う 。 そ れ が 形 に な っ た 時、 そ の 大 部 分 が あ な た が ア ド ヴ ア イ ス し て

く だ さ っ た こ と が 、 あ な た の指示通 り に 遂 行 さ れ た こ と が お 判 り に な る で し ょ う 。 ま ず第

1 に 、 全体の 構造 は あ な た に よ る も の です。 つ ま り 、 導 入 部 で修道士、 ｜引 い （ ア レ グ ロ ）

［第 1 主題］ 、 そ し て 愛 ［第 2 主題］ を 描写 し ま す。 そ し て 次 に 、 転調 も あ な た の 指示 に よ

る も の で す ： 将 人 部 は ホ 長調、 ア レ グ ロ は ロ 短調、 第 2 主題 は 変 ニ 長 ，淵 です。 (Donvaev

1958 : 34 1 )  

弟 の ア ナ ト ー リ ー 宛 の 子紙 に よ れ ば、 こ の 2 11 後 に 序 曲 は完成 し 、 1 1 月 1 7 日 に は パ ラ キ レ フ 宛

に 譜例 付 き 5 の 報告 を J； き 送 っ て い る 。

あ な た は恐 ら く 、 私の序曲 が 準備で き た だ け で な く 、 近 い う ち に コ ン サ ー ト で演奏す る

た め に 筆写 さ れ て い る こ と に 驚か れ る か も 知れ ま せ ん ・ ・ ・ 子紙の最 後 に 、 主要主題 を 記

し て お き た い と 思 い ま す。 あ な た 用 の写譜が で き あ が っ た ら お 送 り し ま す。 も ち ろ ん 、 献

呈 は あ な た 宛 です。 （Donvaev 1958 : 342) 

5 J普例 は ＇f. ， •｝ き の 五線譜上 に ，•｝ か れ た も の で、 I .  \ i 頭の主� ( l o 小節） 、 II . 閲 L ‘ の テ ー マ （ 4 小節） 、 凹 ． 愛の テ ー マ （ 1 4 11 、節）
（ た め息の テ ー マ 6 小節 を 合む） と な っ て い る ，＿，
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こ れ に 対 し 、 パ ラ キ レ フ は ま た し て も 辛 口 の 反応 を 示 し た 。

す で に 完成 し 、 じ き に 演奏 さ れ る の で あ れ ばな お さ ら 、 あ な た が 送 っ て く れ た 主題 に つ い

て の 率直 な 怠 見 を 述べ る こ と も 評 さ れ る で し ょ う 。 第 1 主題 は 全 く 私の組昧で は あ り ま せ

ん。 そ れ は 労 作 に よ っ て い く ら か の 美 し さ に 到 達 で き る で し ょ う が 、 あ な た が 書 き 送 っ

て く れ た よ う な 飾 り 気 の な い よ う な も の は、 美 し さ も 強 さ も 伝 え ま せ ん し 、 要 求 さ れ て

い る ロ ー レ ン ス 的 の性格 も 州写 し て い ま せ ん ・ ・ ・ ロ �.L制 の 主 題 は 主 :4. と は言 え ま せ ん

が 、 主題への美 し い導 入 と な る で し ょ う ・ ・ ・ 変 ニ 長調の 主題 は と て も 点ば し い も の です。

(Donvaev 1 958 : 342)  

さ て 、 完成 し た 初版 は 、 ア レ グ ロ 主題 （ 闘 L 、 の テ ー マ ） と 第 2 主題 （愛の テ ー マ ） こ そ 同 じ だ が 、

冒 頭 の 主題 も 、 全体の 構成 も 第 3 版 と は 大 き く 異 な っ て い る 。 ［ チ ャ ー ト 1 ］ に 示 し た よ う に 、 初

版 の場合 は 、 愛の テ ー マ の ク ラ イ マ ッ ク ス が な く 、 2 つ の主題の 扱 い に よ る 物訴 の 表現は な さ れ な

。、‘．

 

．

 
『W

そ の 後 、 1 870年 3 /J 8 fl 、 幻想！ 川，， ＜ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 は モ ス ク ワ の ロ シ ア 音楽 協 会 の

コ ン サ ー 卜 に て 、 ニ コ ラ イ ・ ル ビ ン シ テ ィ ン の 折仰で初演 さ れ た 。 そ し て 、 弟の ア ナ ト ー リ ー 宛 に

「私の序山 は 、 ［ ロ シ ア ］ 音楽協会の コ ン サ ー ト で よ う や く 演奏 さ れ ま し た 。 こ れ は 私が こ れ ま で に

書 い た 作 品 の 中 で、 も 、 肢 も 良 い も の だ と 忠 い ま すJ (Donvaev 1958 : 342） と ，ヰ き 送 っ た 。 相 変 わ

ら ず、辛 U の パ ラ キ レ フ は 、 決 し て 満足 は し て い な か っ た が 、 第 2 主題 に つ い て は特別 に 賞賛の メ ッ

セ ー ジ を 紛 っ て い る 。

私は、 あ な た の序曲 を ず、 っ と 1)IJ に 受 け と っ て い ま し た 。 体 I調 が 悪 か っ た た め に 、 い か に 皆

が 変 ニ ［長l制 の 主題］ に 点 ん だ か 、 直接 お 伝 え す る こ と が で き ま せ ん で し た 。 v. ス タ ー

ソ ブ 氏 も 、 「 あ な た 達 は 5 人 だ っ た け れ ど 、 今 は 6 人 に な っ た ！ J と お っ し ゃ い ま し た 。

(Donvaev 1958 : 342) 

そ し て パ ラ キ レ フ は作 曲 者 に 対 し て 改訂 を すすめ た 。 チ ャ イ コ フ ス キ ー も ま た 、 こ の 作 品 に 一応

満足 は し て い た も の の 、 lnl 年夏 に 大幅 な 改訂 を 行 っ て い る 。 導 入 部 は 新 し く 書 き l立 さ れ、 展 開 ms も

大 幅 に 変 l疋 さ れ、 再現部 の 第 2 主題の オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン が 一 新 さ れ た 。 中li 架 と し て 、 こ の 時

の 改訂で、 最 後 の コ ー ダ の 部 分 を 除 い て 第 3 版 と Ii i］ じ も の に な っ た わ そ し て さ ら に 、 1 880年 に 460

小節以降 の80小節 が 大 幅 に 書 き iii： さ れ、 最 後 の ク ラ イ マ ッ ク ス か ら コ ー ダ に か け て の 部 分 が 変 わ

り 、 現主演奏 さ れ る 第 3 版の か た ち と な っ た の で あ る 。

第 2 1阪の 改訂が完成 し た 段階で、 パ ラ キ レ フ は さ ら な る 改訂 を すす め た が 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー は

こ れ を 謝絶 し 、 こ の 版 は 1 872年 2 川 5 11 に 、 ナ プ ラ ヴニ ク Eduard Napravnik ( 1 839-1916） の 指

円ノ臼円ノ臼



チ ャ イ コ フ ス キ ー の幻想1 (: 111 1 （ ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト 〉 ： そ の改訂 を め ぐ っ て

揮で、 ロ シ ア 背梨 協会の演奏 会 で初泌 さ れ た 。 一方パ ラ キ レ フ は 、 彼 の エ キ セ ン ト リ ッ ク な性絡か

ら エ レ ー ナ ・ パ ー ヴ ロ フ ナ と の 折 り 合 い が う ま く 行かす、、 ロ シ ア 音楽 協 会の 折押者 を 解任 さ れ、 そ

の 後不 遇 な 生 活 を 余儀 な く さ れ た 。

第 2 版 の 評 判 は 好 ま し い も の で、 ラ ロ ー シ ュ も 、 チ ャ イ コ フ ス キ ー の 旋律 を ，＇｝ く 才能 を 高 く 評価

し 、 と り わ け 〈 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ 卜 〉 と 弦楽 四 重奏11! 1 を ほ め 讃 え た 。 ま た こ の 作 品 は、 他 の 多 く

の管弦楽作品 に は な い幸運 に 忠 ま れ て い る 。 つ ま り 、 ピ ア ノ 編I出 版 だ け で な く 、 フ ル ス コ ア も n·， 版

さ れた 。 こ れ は 、 ベ ル リ ン の ボ ー テ ＆ ボ ッ ク 社か ら 出 版 さ れ た 。 ま た 、 カ ー ル ・ ク リ ン ト ヴ ォ ル ト

Karl Klintwort ( 1 830- 1916） に よ っ て 2 台 の ピ ア ノ 川 に 編 曲 さ れ た も の は 、 ベ ッ セ ル 社 か ら 出 版

さ れ た c

作曲家 と し て の 活動の初期 に 、 バ ラ キ レ フ の 必指準” の も の で作 山 さ れ た 作 品 が 、 最終的 に は 指

導 者 か ら 独立 す る か た ち で完成 に 至 っ た 一 方、 パ ラ キ レ フ は 1 860年代 に 彼 が 県 た し た 主導 的 役加

を 終 え て 一線 を 退 く こ と に な っ た こ と は 興味深 い。 そ し て 、 こ の 作 品 に お い て 到達 し た チ ャ イ コ フ

ス キ ー 妙、 自 の ス タ イ ル は 、 そ の 後 の 数 多 く の傑作 を 生み 出 す 基盤 と な っ て い っ た の で あ る 。
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［チ ャ ー ト 1 ： 幻想序曲 〈 口 メ オ と ジ ュ リ 工 ツ 卜 〉 第 1 版］

将 人 部

導入部の テ ー マ E Andante non troppo 

1 1  弦楽合奏 と ク ラ リ ネ ッ ト

4 1  Es 

68 愛の テ ー マ H 木管楽 器 に よ る 舵示

提示部

84 闘L Eの テ ー マ h Al legro gi us to 

98 IJ'.11 � E の テ ー マ の 対位法的展開

1 23 フ ル オ ー ケ ス ト ラ ～ や が て 静 ま る

1 56 愛の テ ー マ Des (p) 

1 65 た め い き の テ ー マ

1 85 愛の テ ー マ 本管楽 部 に よ る 提示 （p)

208 愛の テ ー マ (p) 

2 1 5  た め い き の テ ー マ (p) 

出｜別 部
245 闘L Eの テ ー マ C I S  闘 いの テ ー マ の シ ン プル な 対位法的出llH

280 フ ル オ ー ケ ス ト ラ ω

286 愛の テ ー マ (ff) IJJI い の テ ー マ と 対峠

再現部

3 1 0  闘L E の テ ー マ h 

328 た め い き の テ ー マ

346 愛の テ ー マ D 

376 愛の テ ー マ が転，淵

384 ム ー ド が一変

コ ー ダ

407 た め い き の テ ー マ I\Ioderato assai 

4 1 7  導入部の テ ー マ Al legro rnoderato (Tempo d i  rnarc ia) 

新 し い テ ー マ

aq
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チ ャ イ コ フ ス キ ー の幻想1(:1111 （ ロ メ オ と ジ ュ 1） エ ッ ト 〉 ： そ の改訂 を め ぐ っ て

［チ ャ ー ト 2 ： 幻想序曲 〈 口 メ オ と ジ ュ リ 工 ッ ト 〉 第 3 版］

導入部

賛美歌の テ ー マ 日s Andante non tanto quasi l\loderato 

2 1  （推移）

68 ぞ

78 ぞ poco a poco stringendo accelerando 

90 A l l egro 

96 1\lolto meno mosso ・ stringendo

提示部
1 1 2  闘 い の テ ー マ h Al legro giust フ ル オ ー ケ ス ト ラ に よ る

1 24 闘 いの テ ー マ の 対位法的I�開

1 50 ク ラ イ マ ッ ク ス

1 5 1  フ ル オ ー ケ ス ト ラ でIJ'tl い の テ ー マ

164 ゆ る やか に な る

1 84 愛 の テ ー マ Des 本管楽器 に よ る 提示 （mf ～ p） ～ た め い き の テ ー マ

展 開 部

273 闘 い の テ ー マ
IJ刷 、の テ ー マ の断片が u美歌の テ ー マ と 組み合わ さ れて展開 し 、 352小
節の ク ラ イ マ ッ ク ス へ11付‘ う

白 山 な 再現部

353 闘 L 、 の テ ー マ h フ ル オ ー ケ ス ト ラ に よ る

389 愛の テ ー マ D 力強 く かっ悦惚 と 愛の テ ー マ を 奏で る (j)

4 19 チ ェ ロ でテ ー マ （p） 次第 に 盛 り 上が っ て 行 く

436 愛の テ ー マ 愛の テ ー マ の ク ラ イ マ ッ ク ス

441 愛の テ ー マ ／ 闘 い の テ ー マ 突然、 愛の テ ー マ を ｜品l い の テ ー マ が遮 り 、 後 白ー が 前 者 に 打 ち 勝つ

450 a美：：fxの テ ー マ が 金管 来 日誌 に よ り 高 ら か と 奏で ら れ、 や が て消 え る （p)

コ ー ダ

485 愛の テ ー マ moderato assai 葬送の リ ズ ム で愛の テ ー マ （制調）

495 コ ラ ー ル風の 新 し い テ ー マ

5 1 0  愛の テ ー マ 愛 の テ ー マ の変形

Bibliography 

Brown. David. 1979. Tchaiku1叫:y: A Biograj1hical and Critical Stuめら Fol. 1 The Earl）’ l ’ears J8.J0- 187.J. New York: W. W. 

Norton & Company. 

Campbell. Stuart. 1 994. Russians on Russian .\lusic 1830-1880: An AntholoJD’・ Cambridge: Cambridge University Press. 

Dombaev. Grigorii Cavel’evich. Ed. 1 958. T1•orchest1•0 Petra Il'icha Chaiko1’skogo r materialakh i dokumentakh. �foscow: 

Gosudarstvennoe muzykal 'noe izdatel'stvo. 

Garden. Edward. Ed. 1 993. To My Best Friend: Correspondence between Tchaikovsky and Nadezhda 1•011 Meck 1876-1878. 

Oxford: Clarendon Press. 

戸』JUつ白



愛知県立芸術大学紀要 No.39 (2009) 

Glebov. Igor'. 1 922. Petr II・＇ith Chaikor’skii: Ego zhizn ’ I TvorclzesfL：・o. Petrograd: Tsentral’noe kooperativnoe izdatel'stvo 

!Vlysl'. 

Kiselev. V. ed. 1 959. Petr II’＇irh Chσiko1’skii: Polnoe sobranie cochinenii. t. 5. Pis ’nw. Moscow: :rvluzgiz. 

Poznansky. Alexander. 1 99 1 .  Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man. New York. Schirmer Books. 

一一一一一一. 1996. Tchaiko1•sky’s Last Days: A Docummtary’ Study. Oxford: Clarendon Press. 

一一一一一一・ ed. 1 999. Tchaiko1•sky through Others ' Eyes. Russian Music Studies. Bloomington: Indiana University Press. 

一一一一一. Compiled. 2002. The Tchaikovsky Ha11dbool1: A Guide to the Mand mu/ His ilfusic, T匂L 2: Catalogue of Letters, 

Genealogy, Bibliography. Bloomington: Indiana University Press. 

Ridenor. Robert C. 1 981 . 人1<1tio11alism, Modernism, and Personal Rivalry’ in Ni11etcenth-Ce11tury’ Russian Music. Ann Arbor: 

U:MI Research Press. 

Rimsky-Korsakov. 1974. My musical Life. London: Eulenburg. 

Kalmus Orchestra Scores No. 574. Peter Iluich Tchaikovsky: Romeo and Juliet (Fantasy・Overture) . First Version - 1 869. 

Kalmus 01℃hestra Scores No. 575. Peter Iluich Tchaikovsky: Romeo and Juliet (Fantasy・Overture) . Second V crsion - 1 880. 

po

 

つ臼


