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This paper. which forms part of a more comprehensive study on αrie antiche. deals with three 

arias that have until now been attributed to Antonio Caldara: "Selve amiche＂ . “Sebben. crudele 

(both transcribed by A. Parisotti) and ”Alma del core” （ transcribed by L. Landshoff) . 

The source of these arias is an opera entitled La costanza in am or vince l 'inganno. and both 

Parisotti and Landsho百 made their versions of the arias from the manuscript score which is now 

housed in the library of Conservatorio di musica S. Cecilia in Rome. Through the examination of 

this score and other related materials (Caldara・s autograph score. copies of the revised version 

and the librettos) . the problem of attribution, the story of opera. and the transcribers・ methods

of arrangement are discussed. 

キ ー ワ ー ド ： イ タ リ ア 古 典歌山、 カ ル ダ ー ラ 、 ” Selve amiche＂ ， ” Sebben. crudele＂ 、

” Alma del core” 

は じめに

「 イ タ リ ア 占典歌曲j は 演 奏 用 の レ パ ー ト リ ー と し て も 、 ま た 初 心者 用 の 教 材 と し て も 幅広 く 活

問 さ れて い る 、 声楽曲の一大 ジ ャ ン ル で あ る 。 だ が 、 そ う し た 演奏の現場 で の 普 及率の高 さ と は 裏

腹 に 、 こ の 「 イ タ リ ア 古典 歌 1l l l J は 、 実川 を 円 と し た 編曲作品 で、 あ っ た が ゆ え に 、 こ れ ま で は学 術

的 な 研究 の 対 象 と な る こ と が ほ と ん ど な か っ た 。 そ の 結果、 ジ ャ ン ル 全 体 に つ い て も 、 ま た 11M 々 の

作品 に つ い て も 、 演奏者の 参 与 に な る よ う な情報は非常 に 乏 し いの し か も 、 そ の乏 し い情 報で さ え

も が 間違 っ て い る 場合 が 多 々 あ っ た の だ 。

先 に 筆者 は 、 作曲者の誤認あ る い は 原 山 と は 大 き く 異 な る 編 1111 の 実態 と い っ た 、 「 イ タ リ ア 古 典

歌曲」 に 関 す る い く つ か の 間 題点 を 挙 げ、 こ の ジ ャ ン ル に つ い て の さ ら な る 研究の 必要性 を 指摘 し

た 。 1 本研究 は そ れ に 続 く も の で、 そ の 目 的 は 、 「 イ タ リ ア 古 典歌’山J 各 曲 に つ い て 、 作 曲 者 や 出 典

1 中 巻寛子 「 イ タ リ ア 古典歌11!1li1f究序論J r愛知県立芸術大学紀要J No.32 (2003年） 、 pp.1 7・260
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と い っ た 基本情報 を 再確認す る と 同 時 に 、 原 曲 と 編r1t 1版の 刈 方 を 検討す る こ と に よ っ て 、 作 曲 の 歌

示i］ や 音楽 に つ い て 、 よ り 正確かつ詳細 な情 報 を 引 き 出 し 、 演奏者の 「 イ タ リ ア 古 典 歌rl! IJ に 対 す る

さ ら な る 理解 の 一助 と す る こ と に あ る 。 そ し て 、 こ の ｜ ｜ 的 に 添 っ て 、 本稿で は 数 あ る 「 イ タ リ ア 古

典歌1H1」 の 中 か ら 、 ア ン ト ー ニ オ ・ カ ル ダ ー ラ の 作 と さ れ る 〈親愛 な る 森 よ Selve amiche）、 〈 た

と え つ れ な く て も Sebben, crudele）、 〈 こ の 胸 の 魂 よ Alma de! core） の 3 曲 を 採 り l ： げ る こ と に

し た 。

現 在、 演 奏者 の 間 で 普－ 反 し て い る 曲 は 、 〈 親愛 な る 森 よ 〉 と 〈 た と え つ れ な く て も 〉 の 2 曲

が 、 ア レ ッ サ ン ド ロ ・ パ リ ゾ ッ テ ィ （1853？・19 1 4） の 制 11 1 1 に よ る も の で、 『古 典 ア リ ア 集 Arie

anticheJ の 第 1 巻 ( 1 885年初版） に 収録 さ れ て い る 。 － ｝j、 〈 こ の胸 の魂 よ 〉 は、 ル ー ト ヴ ィ ヒ ・

ラ ン ツ ホ フ （ 1 874-1941 ） の 科11i 1 l l 1 に よ る も の で、 『 L 、 に し え の ベ ル カ ン ト の 巨 111： た ち Alte Meister 

des Bel Canto,J ( 1 9 1 2 年初版） に 収録 さ れて い る 。 だ が 、 科1i r l l1者の速い こ そ あ れ、 こ の 3 rt11 はすべ

て が 〈不変の愛 は 策略 に 打 ち 勝つ La costanza in amor vince l ' inganno） と 題 さ れ た オ ペ ラ の ア リ

ア を 編曲 し た も の だ っ た の で あ る 。 そ こ で、 以下では、 ま ず二 人 が 原典 と し て 使 川 し た 子稿譜 に つ

い て 検討 を 加 え 、 そ の 作 曲 者 を 確認す る 。 そ れ に 続 い て 、 オ ペ ラ 全体 の 内容 と 各 1tl 1の 歌詞、 さ ら に

は そ の編曲の状況 を 見 て 行 く こ と に し よ う 。

1 . 原典 1-Rsc : G. Mss. 184 と そ の作曲者 に つ い て

以初 に 、 パ リ ゾ ッ テ ィ と ラ ン ツ ホ フ が 各 曲 を 編 曲す る ｜探 に 、 原 典 と し て 利 川 し た 楽 譜 に つ い て

確認 し て お こ う 。 二 人 の編山者の う ち 、 ラ ン ツ ホ フ は 、 〈 こ の 胸 の魂 よ 〉 の 原 典 が ロ ー マ の ア ッ カ

デ ミ ア ・ デ ッ ラ ・ サ ン タ ・ チ ェ チ ー リ ア 付属 図 書館所蔵 の オ ペ ラ 〈 不 変 の 愛 は 策 略 に 打 ち 勝つ 〉

の 子稿 譜 で あ っ た こ と を 川 ら か に し て い る 。 こ れ に つ い て は 、 表紙の 記載事項 （ 後 述） が ラ ン ツ

ホ フ の 情 報 と 完全 に 一 致 し て い る こ と か ら 、 現 在 は サ ン タ ・ チ ェ チ ー リ ア 背 楽 院 が 所蔵 し て い る

G. Mss. 1 84 の 詰 ボ 記号 を 持つ F杭譜 と 同 ーの も の で あ る こ と が 判 る 。 2 一方 、 パ リ ゾ ッ テ ィ は 、 臼

ら が編曲 し た 2 山 の 出 典 が 、 カ ル ダ ー ラ の オ ペ ラ 〈不変の愛 は 策略 に 打 ち 勝つ〉 で あ っ た こ と は 明

ら か に し て い る が 、 残念 な が ら 、 原 典 と な っ た 楽 譜 に つ い て ま で は言 及 し て い な い。 3 し か し 、 こ

れ ら の 曲 を 収録 し た 『古典 ア リ ア 集j 第 1 巻 を 出版 し た 、＇I 時、 パ リ ゾ ッ テ ィ が ア ッ カ デ ミ ア ・ デ ッ

ラ ・ サ ン タ ・ チ ェ チ ー リ ア と そ の 付属青楽学校 （ サ ン タ ・ チ ェ チ ー リ ア 音楽 院 の 前 身 ） の 事務官

(segretario） で あ っ た こ と 、 さ ら に は、 彼 が 編 曲 し た ：欽1 1 1 1 と 一致す る ア リ ア を 合 む 楽 譜 が 、 今 な

おG. Mss. 1 84以 外 に は 見 つ か っ て い な い こ と か ら し で も 、 彼 が 原 典 と 使 J-H し た 来；！？ も ま た こ れ で

あ っ た と 考 え て 良 い だ ろ う 。

さ て 、 こ のG. Mss. 1 84の F 柿 請 は 、 そ の 表紙の ， ， ， 央 に 「不変の愛 は 策 略 に JI ち 勝つ／牧歌劇／

ア ン ト ー ニ オ ・ カ ル ダ ー ラ 氏 作曲／ 171 1J 4 と 記 さ れて い る 。 さ ら に 、 そ の 右 卜． に は 後 flt の 人物 の

2 Ludwig Landshoff. ed・. A lie Meisler des Bel Ca11to: Arie11, Ka11zo11e11 1111d I印11zo11el/e11 fiir Soρra11 (Leipzig: Peters. n.d.) . 
Anmerkungen 20 (n. page) . 

3 Alessandro Parisotti, ed., Arie anliche a ww 1•oce [vol.l ]  (Milano: Hicordi. ( 1 885]) . p.49. 実用 譜の場介、 叶 初 は 存在 し て い た
序 文や解説、 あ と が き な ど が 、 版 を ，Rね る う ち に 削除 さ れ て し ま う こ と が し ば し ばあ る 。 残念 な が ら 、 川 リ ゾ ッ テ ィ や ラ ン ツ
ホ フ の山集の場合 も 、 近年の版 か ら は こ う し た も の が削除 さ れ て い る 。

4 “La Costanza i n  A mor vince L'inganno I Dramma Pastralc I dcl Sig. Antonio Caldara I 1 7 1  1 へ
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ー ア ン ト ー ニ オ ・ カ ル ダ ー ラ 作 と さ れ る 3 つ の 歌曲 一「 イ タ リ ア 1 ' i �1�：：1x1 1 1u 11n究 （ 1 )  

二 人 の 編 曲者 は こ の 表子 で 「 マ チ エ ラ ー タ に て 上演／ 1 7 1 0J 5 と 力 き 加 え ら れ て い る 。 l明 ら か に 、

紙 に 書 か れ た 作曲者 名 を そ の ま ま 受 け 入 れ て 、 1 ' 1 ら の編 rt11 し た 歌曲 の 作 曲 者 を カ ル ダ ー ラ と し た の

と こ ろ が 、 い ま 改 め て こ のG. Mss. 1 84 に 記 さ れ て い る 古 楽 に つ い て 、 他 の 資 料 を 交 え なで あ る 。

こ れ を カ ル ダ ー ラ の 作 111111 で、 あ る と 断定す る こ と は で き な い と い う こ と が 判 っが ら 検討 し て み る と 、

ま っ た く 異 な る 音楽こ の 題 名 を 持 っ た カ ル ダ ー ラ の オ ペ ラ に つ い て は 、て 来 た 。 そ れ と い う の も 、

が 記 さ れ た 楽譜 が 残 さ れ て い る か ら だ 。

今 の と こ ろ G. Mss. 1 84以 外 に

2 種類 の 楽 譜 が 現 存 し て い る こ と が 確 認 さ れ て い る 。 そ の う ち の ひ と つ は ウ ィ ー ン 楽 友協 会 資 料

室 の 所蔵す る 1 70 1 年 の 年 代 の 入 っ た 子 前 訴 （A-Wgm : 1 6 1 24) 

カ ル ダ ー ラ の オ ペ ラ 〈 不 変 の 愛 は 策略 に 打 ち 勝つ 〉 に つ い て は 、

こ れ は カ ル ダ ー ラ の 自 筆譜 でで、

も う ひ と つ は ミ ュ ン ス タ ー の 瓦］ 教座教会付属修道院凶 書室所蔵の コ ピ ー 譜で あ る

こ ち ら は 1 7 1 1 年 に ロ ー マ の ル ス ポ リ 侯爵邸で上演 さ れ た 際の 改 訂

あ る 。 そ し て 、

(D-MUs : SANT 798a. 798b） 。

そ の 第 1 幕 と そ れ ぞれに 異 な る 幕 11\l 劇 の 第 1 部の み を 含 む も の が 2 部存在 し て い る 。稿の も の で 、

オ ペ ラ が 上演 さ れ た 際 に 、 ル ス ポ リ 家が コ ピ ス ト の フ ラ ンこ れ ら は コ ピ ー 訴 と は言 っ て も 、但 し 、

こ の 2 種チ ェ ス コ ・ ラ ン チ ャ ー ニ に 作成 さ せ た 治 II �訴の 一 部 で あ る こ と が 判 明 し て い る 。 従 っ て 、

こ れ ら に 記 さ れと こ ろ が 、類の子稿譜が カ ル ダ ー ラ の 真作 の も の で あ る こ と に 疑 問 の 余地 は な い。

た 音楽 は 、 G. Mss. 1 84の そ れ と は ま っ た く 異 な っ て い る の だ 。

〈親愛 な る 森 よ ） (A-W gm : 161 24. p. 15) 譜例 l a
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G. Mss. 1 84の 子 稿 訴 の 表 紙 に 記載の あ っ た 1 71 1 年 の l ：演 の 際 の 音 楽 が 、 実 際 に は ミ ュ ン ス タ ー

の 楽 譜 に 記 さ れ た も の で あ っ た こ と は 、 現 存す る 印 刷 台 本 か ら も 確認で き る 。 6 ミ ュ ン ス タ ー の 楽

5 �Rappresentata a Macerata i 1 7 1 0” 
6 La costa11za i11 amor 11i11cc fi11gm1110. Drama ρas/ralc da rap，ρrcsl'1tlarsi 11cl Tcatro domcstico delfi/lustrissimo ［…／ ρrincipc 

di Cer11eteri ρcl carno1 •alc de/ 1 i1 1  (Roma: Antonio de Rossi. 17 1 1 ) .  
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譜 の 内容 が 1 7 1 1 年 の 台 本 と 一致す る � Ji で、 G. Mss. 1 84 と 印 l11llJ 台 本 の 11\J で、 は 持 拡 の均 lfli 数 に お い

て も 、 歌詞 に お い て も 大 き な 相 違 が あ る の だ 。 従 っ て 、 1 7 1 1 年 に 上泌 さ れ た カ ル ダ ー ラ 作 品 の 来

譜で あ る と す る 、 G. Mss. 1 84の表紙の 記述が完全 な 誤 り で あ っ た こ と は 、 も は や l lJ J ら か で あ る 。

そ れで は 、 1 7 10年 に マ チ エ ラ ー タ で、 上演 さ れ た と い う 、 第 2 の 記述 に つ い て は ど う な の だ ろ う

か。 後 世 の 人物の 子 に よ る と い う こ の 記述 は 、 G. Mss. 184カ� 1 7 1 1 年 に 上演 さ れ た カ ル ダ ー ラ の オ

ペ ラ では な か っ た こ と を 知 っ た 何者 か に よ っ て 、 背楽の 不一致 に 関す る イサ百 を 説明 す る た め に ， ＇ f- き

加 え ら れ た も の で あ る と い う 可能性 が 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 こ のG. Mss. 1 84 は 1 7 10年の マ チ エ

ラ ー タ での 上演の た め に 、 カ ル ダ ー ラ が 同一の台本に 再び作rt11 し た 別 刷 な の だ と い う 主張 だ っ た と

も 考 え ら れ る の で あ る 。 7 し か し な が ら 、 肝心 の カ ル ダ ー ラ の 〈不 変の愛 は 策略 に 打 ち 勝つ 〉 の マ

チ エ ラ ー タ での 上演 に つ い て は 、 こ れ ま で、 は 印htllj fj本 も 発 見 さ れ て お ら ず、 そ れ l’ ！ 体 が実際に あ っ

た も の か 百か が 確認で き て い な か っ た 。

そ こ で、 今 同 改 め て イ タ リ ア 国 内 の 図 書 館 に 現存す る 、 〈 不 変 の 愛 は 策 略 に ·l'T ち 勝 つ 〉 と 題 さ

れ た オ ペ ラ の 台 本 を 検索 し て み た と こ ろ 、 1 7 1 0年 に マ チ エ ラ ー タ で は な く 、 フ ォ リ ー ニ ョ で カ ル

ダ ー ラ の作 品 が 上演 さ れ た こ と を 示す印刷台本 が 見つ か っ た 。 台本は ル ス ポ リ 家の 吋 主 で あ る フ ラ

ン チ ェ ス コ ・ マ リ ー ア の夫人、 イ ザベ ッ ラ に 献 記 さ れ て お り 、 そ の ＂ l に は 刊：llH 者 と し て カ ル ダ ー ラ

の 名 が 明 記 さ れて い る 。 さ ら に 、 内容 を 確認 し た と こ ろ 、 そ こ に 印刷 さ れ て い た 各幕の均而数や歌

詞 は 1 7 1 1 年 版 の 台本 に か な り 近 い も の で あ っ た 。 こ の 事うた か ら は 、 カ ル ダ ー ラ が 1 70 1 年 に 作 1H1 し

た 作 品 を 、 ま ず は 1 7 1 0 年の フ ォ リ ー ニ ョ で の上演の た め に 改訂 し 、 そ れ に さ ら に 子 を 入 れ て 、 翌

年 ロ ー マ の ル ス ポ リ 邸で上演 し た と い う 経過 が 浮かび上が っ て 来 た の で あ る 。 8

こ の よ う に 、 カ ル ダ ー ラ の オ ペ ラ 〈不変の愛 は 策略 に 打 ち 勝つ〉 に つ い て 、 一連 の 資 料 を 検討 し

た 結果 か ら は 、 彼 が 再演の た びに 、 同一の 作品 に 改 訂 を 加 え て 利 用 し て い た こ と が llJJ ら か に な っ て

来 た 。 ま た 、 1 7 1 0年 に は フ ォ リ ー ニ ョ で 彼の オ ペ ラ の 上演 が あ っ た こ と も 確認 さ れ た 。 従 っ て 、

こ の フ ォ リ ー ニ ョ での 上演 と 同 じ 年 に 、 カ ル ダ ー ラ が I l l 作 と 同 じ 台本 に 、 ま っ た く 新 た な 詐楽 を 作

曲 し て マ チ エ ラ ー タ で 上演 し た と は考 え に く く 、 G. Mss. 184は や は り �Jlj 人 の 作 111i1 で、 あ っ た と し か

考 え ら れ な い。

そ れ で は 、 サ ン タ ・ チ ェ チ ー リ ア 音楽院に 残 さ れ た G. Mss. 1 84、 す な わ ち 我 々 の 良 く 知 る 三 つ

の ア リ ア を 含 む オ ペ ラ 〈不変の愛 は 策 略 に 打 ち 勝つ〉 の真の 作 者 は 誰 な の か 、 そ の こ と が 新 た な 疑

問 と し て 浮上す る 。 し か し 、 残念 な が ら 、 こ れ に 関 し て は 今 の と こ ろ ま っ た く 子掛か り が な い。

こ の 手稿譜 と 歌 詞 が 完 全 に 一致す る 上演 台本 も 、 残 念 な が ら 見 つ か ら な い。 従 っ て 、 現状 で はG.

Mss. 1 84 に 記 さ れ た 音楽の作曲者 は 不 詳、 そ れ に と も な っ て 、 我 々 の 良 く 知 る 三つ の 古 典歌1H1 の 作

曲者 も 不詳 と す る の が 妥 当 で あ ろ う 。

7 G. t.lss. 1 84 を 原典 と し て 、 新 た に 〈親愛 な る 森 よ 〉 を 歌111! に制1111 し た ベ イ ト ン も 、 G. Jvlss. 1 84 は カ ル ダ ー ラ が マ チ エ ラ ー
タ での 上演の た め に 作 曲 し た 別 稿 で あ る と 主張 し て い る 。 以 下 を 参 ！！（！の こ と 。 John Glenn Paton. ed., 26 //alia11 S0111ts and 

A rias (Van Nuys/ CA: Alfred. 199 1 ) ,  p.84. 
8 La costanza in amor vince l'i11ga11110. Dram ma ρaslra/e da raj.ゆrcscn/arsi in Foligno /'r111110 MDC仁左 （Perugia: Costantini. 

1 71 0） . カ ル ダ ー ラ に よ る こ の オ ペ ラ の 改訂の過程 に つ い て は、 日lj論文 を 準備 小 で あ る 。
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「 イ タ リ ア •＇ i 典歌11t1J 研究 （ 1 )  ー ア ン ト ー ニ オ ・ カ ル ダ ー ラ 作 と さ れ る 3 つ の 歌Eltl -

2 .  各 曲 の 内容 に つ い て

そ れ で は 、 次 に そ れ ぞ れ の 山 の 歌 詞 と 青楽 に つ い て 見 て 行 く こ と に し よ う 。 ま ず は 、 G. Mss. 

1 84 に 記 さ れ た オ ペ ラ 〈不変の愛 は 策時 に 打 ち 勝つ 〉 の物語 と 、 そ の rj I で の 各 山 の 位置 に つ い て で

あ る 。

先 に も 述べ た と お り 、 パ リ ゾ ッ テ ィ と ラ ン ツ ホ フ が原 典 と し た 、 G. Mss. 1 84 の 子稿譜 と 合 致す

る 上演 台 本 は 発 見 さ れ て い な L 、 。 し か し な が ら 、 こ の 子 稿 譜 は 、 ；：1x�1iJ 1 こ ｜刻 し て は 1 694年 に パ ル マ

で tH 版 さ れ た 同 題 の オ ペ ラ の 台 本 に か な り 忠実 に 沿 っ た も の で あ る 。 9 そ こ で、 以 下 で は こ の 1694

年版の台本 を 参照 し な が ら 、 オ ペ ラ の l: な 菅渇 人物 と あ ら す じ を 紹 介す る （登場人物名 に 続 く 括弧

内 は 、 G. :tvlss. 1 8 4 に お け る 各役の 声傾） 。

メ レ ア ー グ ロ （A)

ア タ ラ ン タ （S)

シ ル ヴ ィ ア （S)

ア ミ ン タ （T)

ア リ ン ド （B)

［登場人物］

イ タ リ ア の 王子。 テ イ ル シ の 偽 名 を 使 っ て 登場 す る

ア ル カ デ ィ ア の 王 女。 ク ロ ー リ の 偽 名 を 使 っ て 登場す る

下自1iJ い。 テ イ ル シ に 恋 し て 、 ク ロ ー リ と の ft lt を 裂 こ う と 画策す る

羊削 い。 シ ル ヴ ィ ア の 元恋人

テ イ ル シ （ メ レ ア ー グ ロ ） の 従 者

［ あ ら すじ］

［ 前 lift� き ］ ア ル カ デ ィ ア の 野 山 に は 、 ｜え｜ 誌 な イ ノ シ シ が 出 没 し て い た 。 事態 を 憂 え た 二五 は、 イ ノ シ

シ を 道治 し た も の に 、 王 女 ア タ ラ ン タ を 妻 と し て 与 え る と い う 布 令 を H＇， すれ こ れ に 符 え た の が 、 イ

タ リ ア の 王子 メ レ ア ー グ ロ で あ っ た 。 彼 は テ イ ル シ の 偽 名 を 使 い 、 ア ル カ デ ィ ア に 赴 く 。 一方、 王

女 ア タ ラ ン タ も ま た 、 ク ロ ー リ と い う 偽 名 を 使 っ て 野 に 下 り 、 自 ら イ ノ シ シ 道 治 に 乗 り 出 し た の で

あ る 。

｛ 第 1 幕 ］ 早朝の 森 に 羊飼 い の シ ル ヴ ィ ア が 現れ、 テ イ ル シ を 思 う 苦 し い 胸 の 内 を 妙、 白 す る 。 そ こ

に 、 彼 女 の 窓 人 で あ っ た ア ミ ン タ が や っ て 来 る が 、 も は や 心 変 わ り し た シ ル ヴ ィ ア は 、 彼 を 冷 た

く あ し ら っ て 去 っ て 行 く 。 一点、 テ イ ル シ は ク ロ ー リ と 出 会 い 、 Ii い に － I J 見 た 瞬 間 か ら 惹 か れ

合 う 。 し か し 、 二 人 が そ れ ぞれの恕い を 行 白 し よ う と し た ま さ に そ の と き 、 シ ル ヴ イ ア が 邪魔 に 入

り 、 ク ロ ー リ は そ の ま ま 立 ち 去 っ て し ま う 。 残 さ れ た テ イ ル シ を シ ル ヴ ィ ア は 必 死 で か き 口 説 く

が 、 彼 は ま っ た く 取 り 合 わ ず に 去 っ て 行 く 。 諦め き れ な い シ ル ヴ ィ ア は 、 い か な る 子段 を 使 っ て も

彼 を l’ l 分 の も の と し よ う と 決意 し 、 そ こ を 通 り か か っ た テ イ ル シ の 従 行 、 ア リ ン ド を 誘惑 し て 昧方

に つ け る 。

［ 第 2 幕］ 森 に ク ロ ー リ が 現れ、 木 の 幹 に 「我が慌れ の 人 は テ イ ル シ J と 刻 み 付 け て 去 る 。 だ が 、

そ れ を 隠れ て 見 て い た シ ル ヴ イ ア が 、 テ イ ル シ の名 を ア ミ ン タ に 変 え る 。 刻 み付 け ら れ た 文字 を 見

9 La costa11za i11 amor 1•i11ce l'i11ga11110. Drama ρastralc co11sacrato all， 。ltczza sere11issima di Ferdi11a11do Carlo duca di 
Ma11fol'<I, Monんrrato, Carlo1’ii/a, Guastalla, etc. (Parma: lpporito e Francesco Maria Rosati. 1 694） . こ の 1 694年版の台本は、
〈 不 変の愛 は 策 略 に 打 ち 勝つ〉 と 題 さ れ た オ ペ ラ の 台 本 と し て は現存す る 前 占の も の だ が 、 残 念 な が ら 、 そ こ に は台 本作者、
作111 1 丹 、 !-.iii！地 に 関す る 記載が な い

噌EAqd
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た テ イ ル シ は 大 い に 篤 き 、 「 ク ロ ー リ ゆ え に 苦 し むj と 刻 む が 、 シ ル ヴ ィ ア は 彼 が 去 っ た の ち に 、

ク ロ ー リ の 名 を 自 分の 名 前 に 変 え て し ま う 。 ク ロ ー リ が 現れ、 安I］ ま れ た 文字 を 見 て 怒 り に 駆 ら れ て

L 、 る と こ ろ へ、 テ イ ル シ が戻 っ て 来 る コ 二 人 は 互 い に 相 子の 不’た を な じ り あ う が 、 そ れぞれの刻ん

だ 文字 が 変 え ら れ て い る こ と を 知 り 、 改 め て 互 い に 愛す る 人の 名 を 行 白 し よ う と す る 。 だ が 、 そ こ

に シ ル ヴ ィ ア が イ ノ シ シ の 出 現 を 告 げに現れ、 ま た も 二人 は愛す る 人の 名 を 告 げ ら れ ぬ ま ま に 別 れ

る 。 や が て 、 イ ノ シ シ 狩 り が 始 ま る 。 ク ロ ー リ は獲物 を 追 い つ め た が 、 そ の逆襲 に 合 い 、 危 う い と

こ ろ を テ イ ル シ に 助 け ら れ る 。 二 人 は 互 い に 正 体 を 明 か し 、 愛 を 怖 か め 合 う 。 そ し て 、 そ の愛 の あ

か し と し て 、 I｛ い の け と 矢 を 交換す る 約束 を す る 。

［ 第 3 �n テ イ ル シ と ク ロ ー リ は、 ア リ ン ド を 介 し て 約 束の っ と 矢 を 交換 し よ う と す る 。 だ が 、 ア

リ ン ド に そ れ ら を は せ ら れ た シ ル ヴ ィ ア は 、 甘言 を 弄 し て ， J 矢 を ア リ ン ド か ら 取 り 上 げて し ま う 。

そ し て 、 ア ミ ン タ に 対 し て 、 再びそ の愛 を 受 け 入れ る ふ り を し 、 ク ロ ー リ の 弓 を 与 え る 。 ア ミ ン タ

と 出 会 っ た テ イ ル シ は 、 彼 の 子 に ク ロ ー リ の弓 が あ る の を は て 、 彼 女 に 裏切 ら れ た と 思 い込み、 錯

乱状態 と な っ て 走 り 去 る 。 そ の 直後、 ア ミ ン タ と 出 会 っ た ク ロ ー リ は 、 彼 の 子 に 自 分の弓が あ る の

を 見 て 諸 し み 、 ア リ ン ド を 詰問 し て 、 シ ル ヴ ィ ア の 策略 を 知l る 。 そ し て 、 錯乱の果 て に 気 を 失 っ て

倒 れ て い た テ イ ル シ を 見つ け て 、 真実 を 告 げ る 。 そ こ へ、 シ ル ヴ ィ ア が現れ、 二 人 が 近 く に い る と

も 知 ら ず に 、 「l ら の 策 略 に つ い て 独 自 を 始め る 。 そ れ を 11£1 t 、 た 二 人 は シ ル ヴ ィ ア の 前 に 姿 を 現 し 、

彼 女 を 厳 し く 非難す る 。 テ イ ル シ を 得 る 望み を 完全 に 失 っ た シ ル ヴ ィ ア は 、 ア ミ ン タ や ア リ ン ド に

言 い寄 る が 、 も は や 彼 ら に も 相子 に さ れ な い。 絶望の あ ま り l’ l 殺 を ｜叶 っ た シ ル ヴ ィ ア だ っ た が 、 そ

れ を ア リ ン ド が助 け る 。 一方、 本来の姿で あ る メ レ ア ー グ ロ と ア タ ラ ン タ に 戻 っ た 二 人 は 結婚の 儀

式 を 終 え た 。 そ こ に 、 ア ミ ン タ と ア リ ン ド に 付 き 添わ れ て 、 l(IL ま みれ の シ ル ヴ ィ ア が 現れ、 二 人 に

許 し を 乞 う 。 二 人 は 彼 女 を 許 し 、 全 員 が 「不変 の愛は策Illお に H ち 勝つ j と 合唱す る う ち に 幕 が 閉 じ

る 。 10

パ リ ゾ ッ テ ィ が 編 曲 し た 二つ の ア リ ア は、 こ の オ ペ ラ の IJ�J ut1 1f1. 々 の場 面 に あ っ た 。 〈親愛 な る 森

よ 〉 は 、 第 1 �t 第 1 上場の 目 頭で、 早朝の森に現れ た シ ル ヴ ィ ア が テ イ ル シ を 想、 っ て 歌 う ア リ ア 、 ま

た 〈 た と え つ れ な く て も 〉 は 第 1 幕第 3 揚 で、 シ ル ヴ イ ア に 冷 た く さ れ た ア ミ ン タ が 、 そ れで、 も 彼

女 を 愛 し 続 け よ う と 、 そ の 決 意 を 歌 う ア リ ア で あ る 。 こ れ ら の 歌詞 は 、 1 694年 版 の 台 本 と ま っ た

く 同ーの も の がG. Mss. 1 84 で も 使わ れて い る 。

一方、 ラ ン ツ ホ フ の 選 ん だ 〈 こ の 胸 の 魂 よ 〉 は 、 第 2 幕 第20JJ，，｝ で 互 い の 恕 い を 確 か め 、 正 体 を

明 か し た ア タ ラ ン タ と メ レ ア ー グ ロ が喜 び に 包 ま れ な が ら 歌 う ア リ ア で あ る 。 1 1 こ の ア リ ア は 、 本

米 は 二 人 が HM 々 に 歌 う 2 節か ら 成 る 「二人の た め の ア リ ア aria a due」 だ っ た が 、 G. Mss. 1 84 で は

1 694年版 台 本 の 第 1 節 と 第 2 節、 す な わ ち ア タ ラ ン タ と メ レ ア ー グ ロ の 歌 詞 が 入 れ梓 え ら れ て お

り 、 さ ら に ；：fx�1iJの一部 に 若干 の 変更が加 え ら れて い る コ だ が 、 そ の 変更 は ア リ ア そ の も の の 内容 や

1 0  G .  rvlss. 184は ほぼ完全 な 浄書譜 だ が 、 最後の合明の 後半部分が失われて い る 。
1 1  G. Mss. 184で は、 第 2 幕 第 1 4J易 が 誤 っ て 第 1 5喝 と 認 さ れて お り 、 以 ド、 助 if1i の 需り が一つずつ ず れ て い る 。 ア リ ア 〈 こ の

胸のl抱よ 〉 が 合 ま れて い る 場 1f1i は本来は第 2 幕第 1 9場で あ る 。
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「 イ タ リ ア 古 典：欧州j 研究 ( 1 ) ー ア ン ト ー ニ オ ・ カ ル ダ ー ラ 作 と さ れ る 3 つ の歌曲一

譜例 2 a 〈親愛 な る 森 よ ） (I-Rsc : G. MSS. 1 84. fol.7r～7v) 

Adagio 
Vn I. I I  

V i a  

Se l  - ve_a - m1  - che. 

f 』 －do�a l-ber - 10 del 刷 。 ω ー ー ー ー ー ー ー ー - re 

�L P二三F J_ i百二ゴ ヰト I •  - p ・ 1

譜例 2 b 〈親愛 な る 森 よ 〉 パ リ ゾ ッ テ ィ 版 （比較の た め 、 イ 短調 か ら ロ 短調 に 移t淵）

Andantino J=69 
ヶー孟二 二 二ゴ

干干f王�三百：：F壬�.. 「二字 ＋�空：rr·r�吋弓量三ヨT一一 十 斗一→一 一�ヤ＇－－￥－＂一 一且－－－－－＇－十 ー ←→－ I I 回－ ===== 
se l - ve a - m i -che. 園内r伺e p i an - te. f 卜 do a l -ber - 10 de l m 1 0  co ー
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·1·,'j·絡に 何 ら 影響 を う・ え る よ う な も の で は な い。 そ し て 、 ラ ン ツ ホ フ は そ こ か ら ア タ ラ ン タ の 歌 う め．

1 節の み を 係 り 上 げ て 編 山 し た の で あ る 。

次 に 、 各 曲 の 7千栄 に つ い て 見 て 行 く こ と に し よ う 。 G. Mss. 1 84 に 記 さ れ た 3 山 の ア リ ア は 、 い

ずれ も 通奏低音 を 合 め て 4 戸部 か ら な る 伴奏 を 持 っ て い た 。 各声部 を 演奏す る 楽器 は 子稿譜上 に は

lリ ！記 さ れて い な い が 、 そ れ ぞれの背部記号 か ら し て も 、 ヴ ァ イ オ リ ン が 2 声 白15 と ヴ ィ オ ラ 、 通奏低

背 で あ る と 推定 が 可能で あ る 。 ま た 、 曲 の 構造 に つ い て 、 前奏な ら びに 後奏 と ：秋の 関係 に つ い て 注

｜ ！ し て み る と 、 パ リ ゾ ッ テ ィ が 選 ん だ 〈親愛 な る 森 よ 〉 、 〈 た と え つ れ な く て も 〉 の喝合 は 、 4 戸市15

か ら な る 出楽の 前奏 と 後 奏が 歌 と 1111：掠 に つ な が り 、 そ れ ぞれの ア リ ア に と っ て 不 可分の 要 素 と な っ

て い る 。 し か し 、 ラ ン ツ ホ フ が 選 ん だ 〈 こ の胸の魂 よ 〉 の場介 は 、 器楽 に よ る 独立 し た リ ト ル ネ ッ

ロ が 、 通発低音の み の 伴奏 に よ る ア リ ア の 前 後 に 置か れ て い る 。 こ の述 い は 、 各 曲 に お い て 、 ダ ・

カ ー ポ の ｜涼 に 曲 の ど こ へ戻 る か と い う こ と に 関 わ っ て 来 る 。 す な わ ち 、 〈親愛 な る 森 よ 〉 や 〈 た と

え つ れ な く て も 〉 の場合 は 、 ダ ・ カ ー ポ の 際 に 前奏 の 初 め に ま で戻 る 必 要 が あ る の だ が 、 〈 こ の 胸

の魂 よ 〉 の場合の ダ ・ カ ー ポ は 歌の 初 め に戻れば良 い と い う こ と に な る 。

さ て 、 そ れ で、 は パ リ ゾ ッ テ ィ と ラ ン ツ ホ フ は 、 そ れ ぞれの ア リ ア に ど の よ う な 編曲 を 行 っ た の だ

ろ う か。 ま ず、 パ リ ゾ ッ テ ィ が編11 1 1 し た 〈糾愛 な る 森 よ 〉 の均合 を 見 て み る と 、 こ の ア リ ア は 元来

4 1 小 節 と 非常 に 短 く 、 素朴 な 山 で あ る 。 そ れ だ け に 、 こ れ に 関 し て は 、 パ リ ゾ ッ テ ィ も さ ほ ど 抱

雑な編r1 t 1作業 を 行 っ た わ け で は な い。 彼 が 行 っ た の は 、 ま ず は 、 ロ 短t制の こ の ア リ ア を イ 短調 に 移

調 し て 、 万 人 に 歌 い や す いl守域 に し た こ と 、 さ ら に は 、 通発低音の声部 に 若 干 の 経過音 を 追加 し て

流れ を ス ム ー ズ に し 、 歌 を 支 え て い る 部分 で は 、 原rt1 1 の 四 分汗 符主体の通奏低汗声部 に 対 し て 、 ピ

ア ノ の 布 子 が 八 分計 符 の ｛麦打 ち の リ ズ ム に な る よ う な レ ア リ ゼ ー シ ョ ン を し た こ と で あ る 。 但 し 、

こ の 伴奏の 後 打 ち の リ ズ ム が 、 歌の メ リ ス マ 部分での付点 リ ズ ム と も 相 ！ ま っ て 、 曲全体 に 原 曲 よ り

も さ ら に 料快 な 印 象 を 与 え る 要因 と な っ た こ と は 問述 い な い 。 し か も 、 パ リ ゾ ッ テ ィ は 、 ll)J ら か に

そ う し た 効果 を 意識 し て 、 こ の 後 打 ち の リ ズ ム を 採川 し た と 考 え ら れ る の だ。 そ の こ と は 、 原 ll l lの

テ ン ポ 去示が ア ダ ー ジ ョ で あ る の に 対 し て 、 パ リ ゾ ッ テ ィ の制山版 の テ ン ポ表示が ア ン ダ ン テ ィ ー

ノ と な っ て い る こ と か ら も 見て取れ る 。 （譜例 2 a, b) 

ま た 、 〈 た と え つ れ な く て も 〉 の均合 も 、 パ リ ゾ ッ テ ィ は 基本的 に は 〈親愛 な る 森 よ 〉 と 非常 に

良 く 似 た 子法 を 川 い て 編�JI を 行 っ て い る 。 す な わ ち 、 ホ 短調の 原 曲 を ニ 短調 に 移調 し て 歌の音域 を

下 げ、 通奏低音 に －r，：干子 を 人 れ た う え で こ れ を レ ア リ ゼ ー シ ョ ン し た の だ が 、 そ の 際 に 、 四分汗符

主体で、 あ っ た 通奏低音 に 対 し て 、 ピ ア ノ の れ 子が演奏す る 和汗 を 八 分 7守 符二つ に 分割 し て い る 。 そ

れ に 加 え て 、 前 奏 や 間 奏 あ る い は歌の主要部分では、 そ の 利！？干 の 上 に 似 1H1 の ヴ ァ イ オ リ ン や歌 の 旋

律 を 重ね て ピ ア ノ に 演奏 さ せ て い る 。 こ の 1111 の場合、 八 分背 符主体 の 伴 奏の採 川 が 与 え た 影響 と し

て は、 原 1n1 が 持 っ て い た メ ヌ エ ッ ト の リ ズ ム の 印 象 が 薄れ、 〈籾愛 な る 森 よ 〉 の場合 と は逆 に 、 1lh

の テ ン ポ が ど ち ら か と 言 え ば遅 く な り が ち に な っ た と い う こ と が 挙 げ ら れ る だ ろ う 。 そ し て 、 こ の

リ ズ ム と テ ン ポ の 変 化 は 山 の去す↑，＇j·絡 に も 影響 を 及ぼ し て い る 。 す な わ ち 、 つ れ な い シ ル ヴ ィ ア を

そ れ で も 愛 し 続 け よ う と い う 、 ア ミ ン タ の li'il l 、 決心 を 表 し て い た 原 出lの歯切れの良 さ に 対 し て 、 パ
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譜例 3 a 〈 た と え つ れ な く て も ） (1-1-{sc : G. MSS. 1 84, fols. 1 4v ～ 1 5r) 

Se ben cru - dtJ- /11_ mi  fa t _ l an - gu i r ・ 一一 日 b・n cru - dtJ - /11_ mi fe i _ l an - gu i r_ 
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8個－pre fe - de - - I e. S剖叩re fe - de - le ti＿一一一＿ t-o-,lio a - •・＇r.

訴例 3 b 〈 た と え つ れ な く て も 〉 パ リ ゾ ッ テ ィ 版 （比較の た め 、 ニ 短調 か ら ホ 短 調 に 移調）
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リ ゾ ッ テ ィ に よ る 制山版で は む し ろ 感傷 的 な 気 分が強I制 さ れ、 恋 人 に 振 り 1i'1J い て も ら え な く な っ た

ア ミ ン タ の 嘆 き が 前 面 に 押 し 出 さ れ る こ と に な っ た の で あ る 。 （訴例 3 a, b) 

だ が 、 こ の 〈 た と え つ れ な く て も 〉 の場合 に は 、 パ リ ゾ ッ テ ィ が 元の ア リ ア に 対 し て 加 え た 変史．

は そ れ だ け に は留 ま ら な か っ た 。 実 は 、 パ リ ゾ ッ テ ィ は 本 来 1 60小節 あ っ た ア リ ア の 抱数の 部 分 で

行 略 を 行 い 、 編曲版 で は83小 節 に ま で縮 め て し ま っ た の で あ る の パ リ ゾ ッ テ ィ が そ う し た 大胆 な

計 略 を 行 っ た 理 由 は 、 明 ら か に 原 曲 に お け る lri］ 一旋律の 反復の 多 さ に あ っ た 。

〈 た と え つ れ な く て も 〉 の 原 曲 は 、 モ ッ ト ー ・ ア リ ア で あ る 。 モ ッ ト ー ・ ア リ ア （ ＝ デ ヴ イ ー ゼ

ン ・ ア リ エ ） は 、 1670年代 か ら 1 700 午代 の 初 蝋 に 流 行 し た ア リ ア の ー形式で、 山 の 冒 頭 で歌が あ

る モ チ ー フ （ モ ッ ト ー ） を 歌 っ た 後 に 伴奏が そ れ を 繰 り 返 し 、 さ ら に 歌 が ！日j じ モ チ ー フ を 再度 歌 っ

て か ら 後 を 続 け る と い う も の で あ る 。 〈 た と え つ れ な く て も 〉 のぬ合、 そ の 原 山 で は 冒 頭以 外 の 随

所 に モ ッ ト ー の 旋律が 使 わ れ てお り 、 ダ ・ カ ー ポ ま で を 合め る と 、 辰終 的 に は歌 と ヴ ァ イ オ リ ン に

よ っ て 同 じ 旋律 が 1 2 1司演奏 さ れ る こ と に な っ て い る 。 さ ら に 、 こ の 曲 で は 前会 と A 部分 の 歌の 終 わ

り で、 プ レ ー ス守の 以 後 の 部 分 が 繰 り 返 さ れ る 、 タ グ終 rt が 使 わ れ て い る 。 パ リ ゾ ッ テ ィ に と っ て

は 、 こ う し た 度 重 な る 同一旋律の 反 復 は冗長以外の何 も の で も な か っ た の だ 。 12 し か も 、 パ リ ゾ ッ

テ ィ が こ の 編 曲 を 行 っ た 1 9 flt紀 の 末 に は 、 モ ッ ト ー ・ ア リ ア と い う 形式 が バ ロ ッ ク 時代 の 一 時 期

に 流 行 し た 特 徴 的 な 形式 で あ る こ と は 、 研究者 た ち の 川 で も 未 だ 認識 さ れ て い な か っ た は ず で、 あ

る 。 そ れ ゆ え 、 彼 は こ の 曲 を 編 曲 す る 際 に 、 川：心 の モ ッ ト ー を 計 略 す る と と も に 、 間 奏 で は モ ッ

ト ー の旋作の一昔だ け を 取 り 付 え た ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン （訓例 3 bの 1 5 ～ 1 8小節 を 参！！日） を 使用 し て 、

1 11 1 が単調 に な る こ と を 避 け よ う と し た の で あ る 。

表 1 《た と え つ れ な く て も〉 原曲 と パ リ ゾ ッ テ ィ 版の構造比較

（太字 は モ ッ ト ー で始 ま る フ レ ー ズ）

A B c 

事 ｜ 干 ｜ 塁 ｜ 雪 望 号 雲 ？ 雲 干 望 号 望 号 ｜ 芸
1 2 3 4 1 2 -- 1 計｜ ｜  

奏間
3 

I 22 I 4 4 t 1 0 l 4 l 20 t 山4 t 4 t 4 t 4 t � 4 I 20 t 1 8  I 削小
節数 ｜ ｜ 

JJii 曲

編山版 4 I 1 0  I 4 I 16 ・・・ 1 4 4 I 1 0  I 4 I 1 7  

1 2  近年、 11)( 1)1! に よ り 忠’たで あ る こ と を う た っ た 、 新 た な f イ タ リ ア 11 1・ 典歌曲」 が m 版 さ れ て い る が 、 こ の 〈 た と え つ れ な く
て も 〉 に 閲 し て は、 や は り 曲 の ・ 却 が 省 略 さ れ て い る こ と が 多 い 以 ド を 参！！｛！ Paton. ed .. 26 Italian songs and A rias. pp. 
84・89: Roger J\"ichols. ed .. 30 Italian Song.百 and A rias. EP 77 43a (London: Peters. 2007) . pp.97- 101 .  
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パ リ ゾ ッ テ ィ の編 山 に よ っ て 、 l確か に 〈 た と え つ れ な く て も 〉 は整然 と 、 し か も コ ン パ ク ト に ま

と ま っ た と 言 え る だ ろ う 。 だ が 、 そ の � ｝jで、 こ の 山 が 本 来 の 形 で あ る モ ッ ト ー ・ ア リ ア と い う 特

徴的 な 形式 を 失 い 、 単純な ダ ・ カ ー ポ ・ ア リ ア と な っ て し ま っ た こ と も ’ド実で あ る 。

こ う し た 、 パ リ ゾ ッ テ ィ の か な り 自 由 な 編曲 に 比べ る と 、 ラ ン ツ ホ フ の編曲 は ま だ し も 原 曲 を 尊

重 し た も の だ っ た と 言 え る だ ろ う 。 彼が編！ti� し た 〈 こ の胸の魂 よ 〉 も 、 本 来 は モ ッ ト ー ・ ア リ ア で

あ っ た り さ ら に 、 メ ヌ エ ッ ト の リ ズ ム を 持 っ て い る と い う 点 で も 、 〈 た と え つ れ な く て も 〉 と 共通

の 要 素 を 持つ ア リ ア で あ っ た 。 そ の 曲 を 制1H1す る 際 に 、 ラ ン ツ ホ フ は 、 近年の習慣 に 従 っ て 、 曲 の

拍子 を 二分の三拍子か ら 問 分の三拍 子 に し て 、 全体の 基本的 な 汗価 を 原 11 11 の 半 分 に し て は い る も の

の 、 そ れ以 外 の 、 音 や リ ズ ム の 点 で は 元の ア リ ア を か な り 忠実 に 再現 し て い る 。 し か し 、 原 11 ! 1 の 音

を 再現す る こ と が 優 先 さ れ た 結 果 、 特 に 前奏 や 後 奏 に 関 し て は 、 原 曲 の リ ト ル ネ ッ ロ で弦楽器 が 演

奏す る 幅広 い 背程の手l i t，： が ピ ア ノ 伴 奏 に そ の ま ま 採 り 人 れ ら れ て お り 、 ピ ア ノ に と っ て は決 し て 弾

き や す い と は言 え な い も の に な っ て し ま っ て い る 。 そ し て 、 伴奏部分 の 51� き や す さ を 犠牲 に し て ま

で も 、 原 曲 に 忠実で あ ろ う と す る 姿勢が あ っ た 一方で、 ラ ン ツ ホ フ も ま た パ リ ゾ ッ テ ィ と 同様 に 曲

の 反 復 を 一 部 省 略 し て い る 。 た だ 、 彼の場合は、 省 略 を 行 う に し て も パ リ ゾ ッ テ ィ よ り は慎重で、

リ ト ル ネ ッ ロ の 最 後 の 反 復 だ け は 省 略 し た が 、 歌が 始 ま っ て か ら の ABの 部 分 で は ま っ た く 省 略 を

せ ず、 モ ッ ト ー ・ ア リ ア の 形式 を 残 し た 。 そ し て 、 ダ ・ カ ー ポ し た 後 の A 部 分 で 初 め て モ ッ ト ー と

間 奏 を 省 略 、 さ ら に は 第 2 節 を 符 略 し た う え で、 前奏の 後 半 部 分 を 後 発 と し て 再 利 用 す る こ と に

よ っ て 、 曲 全 体 を ま と め 上 げて い る 。

ラ ン ツ ホ フ は 、 曲 を 省 略 す る こ と を 決 断 し た 理 山 と し て 、 、＇］ l時 の 歌 子 た ち に ダ ・ カ ー ポ 後 の 旋

律 に 任意 の 装飾 を 加 え る 方法 が 継承 さ れ て い な か っ た こ と を 挙 げ、 装飾i な し の 単純 な 反 復 は聴 衆

に と っ て 退f:1t な だ け な の で、 こ う し た 選択 も や む を 仰 な い と 主張 し て い る 。 13 さ ら に 、 彼 の 上場合 は

ダ ・ カ ー ポ し た 後 の A 部 分 で 省 略 を 行 わ な い と い う 選 択肢 を 演 奏者 に 残 す た め に 、 〈 こ の 胸 の 魂

よ 〉 で は編山版のB部分の終 り に 「 （Da Capo!) J の 文字 を 挿 入 す る と い う 配慮、 も し て い る 。 お そ ら

く 、 こ こ に 付 さ れ た 感II英 符の意味は、 長 い リ ト ル ネ ッ ロ ま で を すべ て 繰 り 返す の だ と 勘違 い し た 、

ラ ン ツ ホ フ の驚 き そ の も の だ っ た の で あ ろ う 。 実際、 彼の編1t11版 で指示通 り に ダ ・ カ ー ポ す る と 、

前奏の始め に ま で戻 る こ と に な っ て し ま う 。 し か し な が ら 、 原 山 の ダ ・ カ ー ポ は 、 ｜明 ら か に リ ト ル

ネ ッ ロ が 終 わ っ た 後 の 、 歌の 出 だ し に 戻 る こ と を 要求 し て い る 。 も し 、 原 1t甘 の と お り に 演奏 す る の

で あ れ ば、 ラ ン ツ ホ フ は 、 楽 譜 に 「 ダ ・ カ ー ポ」 で は な く 、 「 ダ ル ・ セ ー ニ ョ J を ， I ｝ く べ き だ っ た

の で あ る 。

お わ り に

さ て 、 こ こ ま で、 「 イ タ リ ア 古 典歌曲」 の う ち か ら 、 孜 々 、 ちi｛ 奏者 に と っ て 非常 に 馴染み深 い 3

山 に つ い て は て 来 た が 、 残念 な が ら 、 こ れ ら の 作山 者 に つ い て は現時点 で は 不詳 と す る し か な い と

い う 結論 に 至 っ た 。 ま た 、 パ リ ゾ ッ テ ィ と ラ ン ツ ホ フ 、 二人の 汗楽家の編曲作業 の跡 を た ど っ た 結

13 Landshoff. ed .. . -l.lte Meister dl’s Bel Canto. Nachwort (n. page) . 
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果 か ら は 、 彼 ら が原 曲 に 加 え た 変更の実態 と 共に 、 編曲 に ｜探 し て の 彼 ら の 基 本 的 な 姿勢の速 い が 見

え て 米 た 。 そ の述 い は 、 簡 単 に 育 っ て し ま え ば、 パ リ ゾ ッ テ ィ が 古典作 品 を 素材 と し て 、 ｜司 H寺代 の

万 人向 け の 新 た な 歌曲 を 作 ろ う と し て い た の に 対 し て 、 ラ ン ツ ホ フ は ｜司 時代 人 に 受 け 入 れ ら れ る こ

と を II 指 し な が ら も 、 む し ろ 占典作 品 の ピ ア ノ 伴奏 に よ る 実川 譜、 い わ ば ピ ア ノ ・ ヴ ォ ー カ ル ・ ス

コ ア に 近 い も の を 作 り 上 げ よ う と し て い た と 言 え る だ ろ う 。

良 く 知 ら れ て い る よ う に 、 パ リ ゾ ッ テ ィ 版 に つ い て は、 そ の編曲 が ロ マ ン 的過 ぎ る と の批判 が か

ね て か ら あ る 口 だ が 、 結i1i 1l l 1 作 品 は 飽 く ま で も 編 11 1 1 作 品 で あ っ て 、 原 11 1 1 と ｜司 じ も の で は な い。 パ リ

ゾ ッ テ ィ 版 を 批 判 す る 人 た ち も 、 そ の こ と は十 分 に 理解 し て い た は ず だ 。 そ れ に も か か わ ら ず、 彼

ら が パ リ ゾ ッ テ ィ 版 を 批判 し た 背景 に は 、 原出！ が ま っ た く 知 ら れ ぬ ま ま に 、 編曲版のみが一人歩 き

し て い る こ と に 対す る 懸念 が あ っ た も の と 考 え ら れ る 。 つ ま り 、 パ リ ゾ ッ テ ィ 版 ｜’ ｜ 体 が そ の 原 典 と

な っ た 作品 そ の も の だ と 思 わ れ て は l*I る と い う こ と だ。 そ う し た 懸念 を 払拭 し 、 話i発者が編山！阪 を

歌 う J易合 に も 、 そ れ が 原 111 1 の と お り で は な い の だ と い う 事実 を 真 に 理解 し た う え で演奏が で き る よ

う に 、 ま た 聴衆が そ の 演奏 を 聴 い て 楽 し む こ と が で き る よ う に 、 筆者 は 今 後 と も こ の 「 イ タ リ ア 古

典歌ll!IJ 研究 に 積極 的 に 取 り 組 ん で 行 き た い と 思 う 。
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