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In this study, I firstly defined “rediscovery of performer’s body'' in the groups of music works, 
namely “Music Theater'’ which was created in 1950s and thereafter and has visual componen胞，
as “restoration of body-nessぺ and then experimented 加 verify that physical movements and 
musical notes in “Music Theater'' work have the equivalent value in common, using the result 
of survey done for six percussionists who participated in my own work “UTSUWA music” ． 
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の拡張、 The expansion of the musical sound 

1 は じ め に

ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ ー1 と し 、 う 名 称が指す一連の 「視覚的要素 を持つ」 音楽作品 群 は 、 1950
年代以降、 主 に ドイ ツ を 中 心 と し た ヨ ー ロ ッ パ各地、 お よ びア メ リ カ か ら 発表 さ れて き た。 そ れ ま
で の 時代 に お い て視覚的要素 を意識 し て 作 曲 さ れ る 音楽作品 と 言 え ばオペ ラ やバ レ エ な ど 限 ら れた
分野の も の で あ り 、 そ れ ら は必ず 「物語 （ プ ロ ッ ト ） 」 を 中 心に構成 さ れて い く も の で あ っ た。

し か し 、 1950 年代以 降 の 作 曲 家 は そ の よ う な 古典的 な劇作法か ら 抜 け 出 し 、 あ く ま で も 「音楽」
を 中 心 と し な が ら 視覚的要素 を も 構成す る と い う 発想 を 、 オペ ラ やバ レ エ だ け で は な く 、 室内楽の
分野等で も 展 開 さ せ始 め た。 そ の よ う な 動 き の背景 に は 、 1950 年前後 の 世界的 な変革の最 中 に お い
て 、 大規模な編成で、 演奏 さ れ る ま でに大変な手間 と 費用 と 時間 の かか る 作品 の創 作が避 け ら れた
と い う 事実が あ っ た の は間違い な い 。 し か し な が ら 、 そ れ は 同 時 に こ の 時 代 に お い て 、 音 楽 に お
け る 「視覚的要素J が それ ま で と は全 く 異な る 視点、か ら 捉 え ら れ、 彼 ら の 作品 の 中 に大 き な 存在感
を 持 っ て迎え入れ ら れた結果だ と も 言 え る だ ろ う 。
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そもそも 過去数百年の ｜問、 西洋音楽の 世界では 舞台と 客席を 分｜折し、 ノイ ズ等を 排除することで

「 聴く」 ということに 特化した 保境を 作り 出し、 あえて 背．楽と 悦党の 分｜析を 図って 来た。 しかし、

木来音楽演奏には 身体 運動が 付きものであり、 当 然そこに 存在するものを 作品創作の 段階でより 重

要な ｛ff[j値観を 持って 捉え、 音楽の 一日IIを 担うものとして 扱うことは、 むしろ 木来の 「 音楽」 の 在り

方を 人間が 取り 戻したということであり、 至って自然なことであるだろう。

筆者はこのことを 「 音楽における 肉 体性の 復権J として 捉え、 作品の に！こlで 演奏者の 身体が 「ただ

そこに 存 在して 音を出している J だけでない 役割を 与えられている ｜｜寺、 そこに 期待されている 音楽

的効果とは 何なのか、 更に ミ ュージック ・ シア ターにおいて 演奏者の 身体 運動とはどのように 定義

付けられるものなのかを 考えてきた。 また 作 曲 家として、 自 分 自 身も ミ ュージック ・ シア タ 一作品

の 作 1il 1に 取り 組み、 ｜専士後J�I 課程入学後に 作曲lした 4 つの ミ ュージック ・ シア タ 一作品において、

演奏者の 身体 運動に 音符と 同 等の 官lli {1直を 与え、 音楽として 柿成することを 試みた。

本 論文では、それらの 作1弘の 中から 最新作 （器の 音楽）に 焦 点を 絞り、この 作品の 作1Jl 1と 上演を、

実験という 視線で、見つめ 直し 分析を 行う。 また、 初演の 前炎を 依頼した 6 人の 打ー楽器奏者へア ン ケ

ー 卜 調査を 行い、 演奏家 回 線で 凡た ミ ュージック ・ シア タ ーにおける 身体運動とは 音楽的にどのよ

うな 価値を持つものなのか、 またその 音楽的効果とは 何であるのかを 考察する。

最終的には、 現代における 音楽がもはや 耳のみで 受け 取るものではなく、 視覚的 要素も 音楽を 構

成する 要素の ひとつとして 重要な 位 世を 占めるものであると 説付け、 この 種の 作品における 身体の

在り 方は 「 楽音の 拡張」 の 概念の 延長線上にあるものに 他ならないと 証明したい。

2 〈 器の音楽〉 作 品 の 概要 と ね ら い

写真 （訴の音楽） 初演 20 1 1 . 1 . 8 長久 手文化の家森のホ ーノレ

本 稿で 取り 上げる （器の 音楽〉 は、 201 0年の 秋に 作11 J 1され 、 201 1 壬｜三 1 月 8 1:1に 愛 知 県長久手

II可 （現長久手市） の 長久手lll T文化の 家森の ホー ノレで、初演された、 l�I 作 ミ ュ ージック ・ シア タ 一作品

である。 以 下にこの 作品の 概要と ねらいを 記す。

作曲I : 201 0年 9 月 末一 1 1 月 末

初演 2011 年 1 月 8 1ミ｜ 長久手町文化の 家 森の ホーノレ （愛知県愛9J l411\長久 手lllT ※現長久手市）
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実験的 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ 一作 曲 と そ の検詞 ～音楽構成袈索の拡張 と そ の効果 自 作品 〈器の音楽〉 を 通 じ て ～

演奏 ： 愛知県 立芸術大学大学院音楽研究科 博士前期課程 打楽器領域在学生 及び
同大学音楽学部器楽科 打楽器専攻在学生 （計 6 名 ）

編成 ： 愛知県立芸術大学大学院美術研究科 陶磁専攻学生の制作 し た 7 種類、 計 51 個 の磁器の器

【 作品 の ね ら し 、 】
茶道の所作 を複数の ム ー ヴメ ン ト に分割 し 、 各 ム ー ヴ メ ン ト に 特徴的 な 動 き を 実際の所作 よ り 拡

大 し て行 う こ と に よ り 、 聴衆の視覚 に茶道特有 の静諮な印象 と 共 に音楽的 な リ ズム を感 じ さ せ る こ
と を意図 し た 。 ま た 、 それ ら の動 き の ア ンサ ン ブル と 、 実際に器 を 鳴 ら し た 音に よ る 響 き の ア ンサ
ン ブル を組み合わせ、 視覚的 に 捉 え ら れ る 身体の動 き と 聴覚的 に 捉 え ら れ る 楽音 と の完全 な音楽的
融合 を試みた。 記譜は五線に身体運動 を記号化 し た も の を併記 し 、 こ の作 品 に お け る 音楽 の 「聴覚
的要素J と 「聴覚的要素j の 両面 を演奏者 に 同 時 に把握 さ せ る こ と を狙っ た。

3 演奏者ア ン ケ ー ト 結果 と 分析

筆者は こ の作品 に お い て 、 視覚的要素つ ま り 身体運動 も 音楽の一部 と し て 考 え 、 構成 を 行 っ た。
こ の こ と は、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シア タ ー に お け る 身体運動 は、 も はや単 な る 運動 に と ど ま ら ず、 音符と 同
等 の価値 を持つ も ので あ る と 証明 す る た め の実験で も あ っ た。 同 時 に 、 こ の作品 を 演奏す る 際 に 演
奏家の身体が求 め ら れた項 目 を 明 ら かに し 、 そ こ で どの よ う な努力 が行われた の か を調査す る こ と
が 、 こ の作品 に お け る 「音楽」 そ の も の を、 確かに身体的動作が担 っ て い る と い う こ と を証明 す る た
め に必要であ る と 考 え た。 そ こ で 2011 年の 1 月 の初演 と 8 月 の 再演の後 、 本作品 の演奏 を依頼 し
た 6 人の演奏家に 、 書面でア ン ケ ー ト 調査 を行 っ た。 なお、 今 回 の ア ンケ ー ト は非常に対象 を絞 っ
た も の で あ り 、 あ く ま で も 今後 引 き 続 き 行 う 検証の第一歩 と し て の位置付 け で あ る と い う こ と を 、
予 め 断 っ て お き た い。

以 下、 ア ンケ ー ト の質問項 目 に 沿 っ て 分析 を行 う 。 な お、 ア ン ケ ー ト に つ い て は文末に掲載 し た
【資料］ を参照 さ れた い。

I ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ 一作品 の演奏経験及びそれ ら の作品群 に 対す る 印 象 に つ い て

最初 の 項 目 と し て 、 I -(1） で各演奏者 に こ れ ま で の ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ 一作品演奏経験 を 問 う
た。 そ の結果、 こ れま で に視覚的要素 を含む音楽作品 を演奏 し た 経験 の あ る 者 は 1 名 のみ で あ り 、
ほ と ん ど の演奏者 に と っ て （器の音楽〉 が ほ ぼ初 め て の ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ 一作品経験で あ る と
い う こ と が判 っ た。 た だ し 、 I -(2） で楽器演奏以外の身体動作への抵抗感 の 有無 を尋ねた と こ ろ 「抵
抗感は無い」 と 答 え た 人数が 6 名 中 5 名 を 占 め 、 経験の有無 に 関 わ り 無 く 予想以上 に積極的 な 姿勢
が窺い知れた。
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II 〈器の音楽） の記譜につい て

II -(1） で は 、 譜面か ら 作品 のイ メ ー ジ ン グが どれほ ど可能で、 あ っ た か を 質 問 し た 。 通常五線譜で
書かれた音楽作品 で あ れば、 あ る 程度 の音楽経験を重ねた者な ら だい た い の作品像が浮かぶ で あ ろ
う 。 し か し 、 本作品 の場合、 記譜は身体運動 を記号化 し た も の と 五線 を タ イ ム ラ イ ン上に併記す る
と い う 方法 を 取 っ て 書かれて お り 、 必ず し も 一般的 な記譜法 で は な い。 そ の た め 、 II -(1） の 質 問 に
対 し て は 「 ほ ぼ出来た」 が 3 名 、 「 あ ま り 出来な か っ た」 が 2 名 、 「 出 来 な か っ た」 が 1 名 と 、 肯定
的意見 と 否定的意見 が 半数ずつ見受 け ら れた。 更 に 、 II -(2） で身体運動 を 示 し た記号に対象 を 絞 っ
て質問 し た と こ ろ 、 「 ほ ぼ出来たJ が 2 名 、 「 あ ま り 出来なかっ た」 が 3 名 、 「 出 来 な か っ た 」 が 1
名 と 、 否定的意見が割合に し て 67% を 占 めた。 こ の結果は身体運動 が非常に 多 く の要素 （例 え ば身
体の各部の角 度 、 動 かすス ピー ド 、 動かす方向 な ど） の複合で 出 来て い る た め 、 本来記号化す る の
が非常に難 し く 、 ど ん な に 工夫 を し て も 記号化す る 段階で多 く の情報が 削 ぎ落 と さ れて し ま う 性質
の も の で あ る こ と を示 し て い る と 言 え る だ ろ う 。 た だ、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ 一作 品 の よ う に 音楽
に お いて身体運動 を記譜 し よ う と す る 場合に、 こ の 問題は避 け て 通れ な い も の で あ り 、 何 ら かの補
助策 は必ず考 え な ければな ら な い。 今回 （器の音楽〉 に お い て は 、 作曲者が茶道の指導者 と 相談 し
な が ら 作曲 を進 め 、 練 習 の 際 に も 指導者 に 同席 して も ら っ て 具体的な動 き の 見本を 示 し て 貰 う こ と
で 、 演奏者 に 作曲 者 の 正 し い 作 品 イ メ ー ジ を伝 え る こ と が 可能 と な っ た。 II -(3） でそ の効 果 を 尋ね
た と こ ろ 、 「助 か っ た J と 答 え た割合が 100% を 占 め た こ と か ら も 、 こ の よ う な補助策 は有効で あ る
と 言 え る だ ろ う 。

III （器の音楽） の演奏について

皿 －（1） で本作品 の演奏につ い て 質問 し た と こ ろ 、 一般的な音楽作品 と 比べ て 特別 な努力 が 求 め ら
れた と 感 じ た割合が 100% を 占 め た。 皿 －（1) -2 で、 特に何に努力や練習が必要で、 あ っ た か を尋ねた
と こ ろ （複数回答可） 、 「読譜」 と の回答が 2 名 、 「身体動作J が 3 名 、 「演奏す る 時の 姿勢」 が 3 名 、
「 ア ンサ ン プル」 が 1 名 と い う 結果で あ っ た。 「身体動作」 、 「演奏す る 時 の 姿勢」 に つ い て はそれ

ら を 挙げた演奏者が 6 中 3 名 と 全体の半数を 占 め 、 慣れな い茶道 の所作 と 姿勢 （正座） に 苦労 し た
様子 が窺われ る が 、 逆 に 見れば、 そ ん な に 苦労 し な か っ た と い う 演奏者 も 半数ずつ い る と い う こ と
で あ り 、 こ の結果は予想外で あ っ た。 ま た 「音 を演奏す る 技術」 につい て は O 名 、 「 ア ンサ ン ブノレ」
に つ い て も 1 名 の み と 、 日 頃一般的 な音楽演奏で行っ て い る こ と について は、 それが ミ ュ ー ジ ッ ク ・
シア タ ー の 中 で要求 さ れた も の で、 あ っ て も 、 それほ ど違和感 を感 じ な か っ た よ う だ。

次 に 、 III -(2） で は 音 を演奏す る 行為以外の身体動作を練習 す る こ と に つ い て の 意欲 を 尋ねた が 、
「必要であれば積極的 に練習す る J と 答 えた割合が 100% を 占 め 、 音楽の 中 の身体運動 に つ い て は

I -(2） にお け る 回答 と 同様 に 、 非常に意欲的に捉え る 姿勢が窺い知れた。 ま た 、 班 ー（3） で、 創作楽器に
つ い て の抵抗感の有無 を尋ねた と こ ろ 、 慣れな い楽器 に は ま ずそ の奏法か ら 確立す る 必要 が あ る な
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実験的 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ ー作 曲 と そ の 検証 ～音楽構成要素の拡張 と そ の効果 自 作品 〈器の音楽〉 を 通 じ て ～

ど一層 の努力 が 求 め ら れ る に も 関 わ ら ず、 「感 じ な い し 面 白 い」 と 答 え た割合が 100% を 占 め た 。 E
-(2） 、 m -(3） の 回 答 に は 、 演奏者 ら が既存の音楽作品やそ の在 り 方 だ け に 捕 われず、 音楽にお け る 新
し い試みに も 怯ま ず に 取 り 組 も う と し て い る 態度が端的 に表れて い る と 言 え る だ ろ う 。

更 に 、 m -(4) で く器の 音楽） で 求 め ら れた 姿勢や身体動作に 音楽構成上 ど の よ う な役割 が あ っ た
と 感 じ た か を 問 う た。 「A 演奏姿勢J につい て は 「a. 視覚的効果」 と 回答 し た割合が 6 名 中 5 名 を
占 め た が 、 「b. リ ズム の構築」 、 「c. ア ンサ ンブ、ノレの構築」 、 「d. メ ロ デ ィ ー の構築J の役割 を も 担 っ
て い た と 答 え た演奏者 も 1 名 ずつ 見 ら れた。 〈器の音楽〉 の場合、 演奏の基本姿勢は茶道の 作法 に
倣い全員正座 で あ り 、 身体 を 囲 む よ う に配置 さ れた楽器に対 し 、 適宜身体 の 向 き を 変 え て 演奏を行
う こ と に な る が 、 こ れ ら の動 き 自 体に リ ズムやア ンサ ン ブル、 メ ロ デ ィ ー な ど の 音楽的要素 を感 じ
た と い う 回答が見 ら れ た の は大変興味深い と 言 え よ う 。 同様の意味で、 「C. 茶道の所作に よ る 腕 、 肘 、
手首、 指先 の 動 き 」 の結果に お い て 「a. 視覚的効果」 だ け で な く 「c. ア ンサ ン プルの構築」 を 感
じ た 演奏者が 全体の 100% を 占 め 、 「b. リ ズム の構築」 の 67% と 合わせて 高 い割合 を 示 し た こ と や、
「D. 茶道 の所作に よ る 、 入退場時の 歩 き 方や姿勢」 にお い て 1 名 が 「c. ア ン サ ン ブ、ノレの構築J の

効果 を挙げて い る こ と な ど は 、 演奏者 ら に と っ て身体運動が楽音 と 同様 の性格の も の と し て 捉 え ら
れつつ あ る 様子が窺われ、 注 目 さ れ る 。 ま た 、 「B. 口 に よ る 発音 ・ 発声」 で は 「b . リ ズム の構築」
と の 回答が全体の 100%、 「c. ア ンサ ンブルの構築」 と の回答が 6 名 中 4 名 と 高 い割合を示 し た が 、
「a. 視覚的効果J 、 「d. メ ロ デ ィ ー の構築」 、 「e . ハーモニー の構築」 と の 回答 も 1 名 ずつ あ っ た。

注 目 すべ き は 、 こ の質問 が指す身体の動 き が 、 口 を僅かに 聞 い て 息の音 を 出 し た り 、 舌打 ち をす る
と い う よ う な ご く 微々 た る も の で あ っ た に も 関 わ ら ず、 視覚的効果が あ る と 感 じ て い る 演奏者が い
る こ と で あ る 。 こ の こ と は、 演奏者 自 身が本来音楽演奏に 当 然伴 う 視覚的要素 を 発 見 し 、 そ れ 自 体
が音楽の重要 な要素で あ る と い う こ と に気付い た と い う 事実 を端 的 に 表 し た も の だ と 言 っ て 良 い だ
ろ う 。 上記 A、 B、 C、 D の結果か ら は、 必ず し も 全員 の意見で は な い と し て も 、 演奏者 ら の 中 で く器
の音楽〉 に お け る 聴覚 的要素 と 身体的 ・ 視覚的要素 が 同 等 の価値 を も っ て捉 え ら れ、 そ こ に 音楽的
努力 を注がれた様子が 明 ら かに な っ た。

N 演奏後 の 見方 に つ い て

ア ンケ ー ト の最後 に 、 〈器の音楽〉 演奏後 の現在 に お け る 演奏者 ら の意見 を 尋ねた。 N-(1） で く器
の音楽） に お け る 身体動作に は音符 と 同 等の価値が あ る と 思 う か を 質問 し た と こ ろ 、 「 思 う 」 が 4
名 、 「 ど ち ら か と 言 う と 思 う 」 が 2 名 と 、 肯定的意見が全体の 100% を 占 め た。 但 し 、 「 同 じ 天秤に
か け て 量 る の は難 し い 」 と い う 意見 も あ り 、 こ の こ と は こ の種の作品 が音楽で あ る のか、 ダ ン ス で
あ る の か、 或 い は演劇 で あ る の か、 と 論 じ ら れ続 け 、 未だ明確な ジ ャ ンルの境界線が決定 さ れて い
な い と い う 問題 と も 関係する で あ ろ う 。

ま た 、 N- (2) で （器の音楽〉 が演奏者 自 身に と っ て 「音楽」 で あ る か を尋ねた と こ ろ 、 6 名 中 5 名
が 「思 う J 、 残 り の 1 名 も 「 ど ち ら か と い う と ，思 う 」 と 答 え 、 両者 を合わせ る と 100% と い う 非常 に
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高 い 肯定的意見が得 ら れた。 な お 、 こ の質問の回答にお け る 理 由 を 各演奏者 に 問 う た と こ ろ 、 「 音 を
演奏 し て い る と き は も ち ろ ん の こ と 、 音が鳴っ て い な い状態 （ い わ ゆ る 間 ） も 視覚 的効果 も 全て 音
楽の 中 で は重要な も の だ と 考 え る か ら J と い う 意見や 「 目 に 見 え る 音楽だ、 と 思い ま すJ と い う 意見
が 寄せ ら れ、 〈器の音楽〉 に お い て 作曲者が試みた視覚的 に捉え ら れ る 身体の動 き と 聴覚 的 に 捉 え ら
れ る 楽音 と の完全な音楽的融合は、 演奏者 ら の 中 で は ほ ぼ成 し遂げ ら れて い た と 言 っ て 良 い だ ろ う 。

全て の質問 の最後 に N-(3） と し て （器の音楽） の よ う な ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ ー作品 に今後 も 取
り 組んで、み た い と 思 う か を 問 う た と こ ろ 、 「思 う J が 4 名 、 「 ど ち ら か と 言 う と 思 う 」 が 2 名 と 肯定
的意見で 100% を 占 め 、 こ の種の作品が決 して演奏者 ら の レパー ト リ ー か ら 退 け ら れ る も の で は な
い こ と が 明 ら かに な っ た。

4 ま と め

以上の （器の音楽〉 を 通 じ て の調査及び分析か ら 、 今 回 の ア ン ケ ー ト に協力 し て も ら っ た 6 人の
演奏者 に は 、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ ー作品 において の身体運動 が 、 単に音楽演奏上 の演出効果のみ
な ら ず、 作品 の 中 で、 リ ズム感やア ンサ ンプル を構築す る 音楽要素そ の も の と し て 捉 え ら れ、 演奏
さ れた こ と が 明確に な っ た。 こ の こ と か ら 、 演奏者 ら の 中 で身体運動 は音符 と 同様の価値 を 与 え ら
れ、 言わば彼 ら の意識の 中 で f楽音の定義の拡張J が行われた と 結論づけ る こ と が 出 来 る だ ろ う 。
ま た 、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ ー作品 において の身体運動 は、 そ れ が そ の 作 品 の音楽に と っ て 必須の
も の で あ る 限 り 、 演奏者に と っ て差恥や嫌悪な どの対象ではな く 、 非常に好意的 ・ 意欲的 に 取 り 組
め る も の で あ る こ と も 明 ら かに な っ た。

今 回 の結論 を踏ま え 、 引 き 続 き 聴衆及び作曲家に ア ンケー ト 調査 を行 う こ と で、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・
シ ア タ ー に お け る 身体運動が楽音の定義 の拡張で あ る と い う 結論 を確かな も の に し て ゆ き た い。
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実験的 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ア タ 一 作 tlli と そ の検証 ～音楽構成要素の拡張 と そ の効果 自 作品 （器の音楽〉 を 通 じ て ～

【資料】 〈器の音楽〉 演奏者 ア ンケー ト調査 と 結果

I ； ミ ュー ジ ッ ク ・ シア タ 一作品の演奏経験及びそれ ら の

作品群に対する 印象に つ いて

I - (1 ) （器の音楽〉 に参加 さ れ る 以前に、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・

シア タ ー、 或い はシア タ ー ・ ピース な ど と 呼ばれる よ う な

視覚的要素 を含む音楽作品 に参加 さ れた こ と は あ り ま し

たか。

・ はい （ 1 名 ） ・ い い え （5 名 ）

I - (1 ) -2 ( 1） ではい と 答 えた方にお尋ね し ま す。 こ れま

で参加 さ れた視覚的な要素 を含む作品 について、 可能な限

り で構いませんのでタ イ ト ル と 作曲家を教えて下 さ い。

回答 ・ 野老真吾／（丈わルームパーテ ィ ー

3. あ ま り 出来なか っ た （2 名 ）

4 出来なか っ た （1 名 ） 5. そ の他 （0 名 ）

Il - (2） 記号で書かれた身体運動について 、 楽譜か ら の情

報だけで何をすべ き か想像で き ま し た か。

2. 出来た （0 名 ） 2. ほぼ出来た （2 名 ）

3. あ ま り 出来なか っ た （3 名 ）

4. 出来な か っ た （ 1 名 ） 5 そ の他 （0 名 ）

Il - (3） 身体の｛郎 、方について、 指導す る 人聞が いて助か り

ま したカ述。

I 助か っ た （6 名 ） 2. 少 し助かっ た （0 名 ）

3. そ う で も ない （0 名 ）

4. 必要なかっ た （0 名 ） 5. そ の他 （0 名 ）

I - (2） ー1 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シア タ ー作品 では、 奏者に対 し

て特別な姿勢中身体の動作を指示す る こ と が あ り ま すが 、

そ の よ う に楽器演奏以外の身体動作を行 う と い う こ と に

ついて抵抗はあ り ますか。 ｜ E一 （1 ) （器の音楽〉 の演奏では、 一般的な音楽演奏 と 比較

し て 、 特別な努力や練習が求め ら れた と 感 じ ま すか。

・ はい （ 1 名 ） ・ いい え （5 名 ）

I (2) -2 (2） ではい と 答えた方にお尋ね し ま す。 その理由

を以下の項 目 か ら 幾つ で も 選んでOをつけて 下 さ い。

l . 楽器演奏以外は慣れて いなし 、か ら

2. 恥ずか しい か ら 3. 難 し そ う

4. こ れ ま で機会が無か っ た か ら 5. そ の他

回答 ： 4

E ： 器の音楽の記譜に ついて

Il - ( 1 ） 器の音楽では音符 と 身体動作を タ イ ム ラ イ ンに

沿 っ て 並行 して書 く と し づ 記譜法が取 られて い ま すが、 楽

譜を見ただけで 自 分が演奏において何をすべ き カ 唱、像で

き ま し たカミ。

L 出来た （0 名 ） 2. ほぽ出来た （3 名 ）

E ： 器の音楽の演奏につ い て

・ はい （6 名 ） ・ いい え （0 名 ）

m- <1 ＞ ー2 ( 1 ） ではい と 答えた方にお尋ね し ま す。 特別 な

努力や練習 が求め ら れた と 感 じ る 項 目 を、 以下の中 か ら 幾

つ で も 選んでOをつ け て 下 さ い。

l 読譜 (1 名 ） 2 音を演奏す る 技術 （0 名 ）

3. 身体動作 （4 名 ） 4. 演奏す る 際の姿勢 （3 名 ）

5. ア ンサ ンブル （1 名 ） 6. そ の他 （0 名 ）

m- (2) ＜器の音楽〉 の演奏動作には茶道の所作が引 用 さ れ

ていま したが、 こ の よ う に作品 中 で 「音J を 出すのでは無

い部分について練習す る こ と につ いて ど う 思し 、 ま すか。

l . 作品に必要であれば積極的に練習する （6 名 ）

2. 作品に必要であ る と 思 う が あ ま り 練習 し た く な い

(0 名 ）
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3. 音の無い部分は音楽作品 に必要で、 も 無い し練習 しない

(0 名 ）

4. その他 （0 名 ）

m- (3) ＜器の音楽〉 では磁器の器を演奏に使用 し ま したが、

こ の よ う なオ リ ジナルの楽器 を演奏す る こ と について抵

抗を感 じ ま すか。

1 . 感 じ ない し面 白 い （6 名）

2. 感 じ ないが好き で、はない （0 名 ）

3. 感 じ る が 面 白 い （0 名 ）

4. 感 じ る し好き ではない （0 名 ）

5. その他 （0 名 ）

d メ ロ デ ィ ーの構築 （0 名 ）

e. ハーモニーの構築 （0 名 ） f. 特に役割無 し （0 名 ）

N ： 演奏後の見方

IV- (1 ) （器の音楽〉 に お け る 身体動作に は音符 と 同等の価

値が あ る と 思い ま すか。

l 思 う （4 名 ） 2. ど ち ら か と い う と 思 う （2 名 ）

3. ど ち ら か と い う と 思わない （0 名 ）

4. 思わない （0 名 ）

5. その他 （ 同 じ天秤に かけて量る の は難 し い）

m- (4) ＜器の音楽） で求め られた姿勢や身体動作のそれぞ I IV- (2) ＜器の音楽） は、 あなたに と っ て 音楽だ、 と 思い ま す

れには、 音楽構成上 どの よ う な役割が あ っ た と 感 じ ますか。 ｜ か。 簡単な理由 を添えてお答え下 さ い。

各項 目 に回答 を括弧内 ぶf か ら 幾つ で も 選んで＇0をつけ

て く だ さ い。 ｜ l 思 う （5 名 ） 2. ど ち ら か と い う と 思 う （1 名 ）

3. どち ら か と い う と 恩わない （0 名 ）

A 演奏姿勢 ｜ 4 恩わない （0 名 ） 5 その他 （0 名 ）

a. 視覚的効果 （5 名 ） b. リ ズム の構築 (1 名 ）

c. ア ンサ ン ブルの構築 （1 名 ）

d. メ ロ デ ィ ーの構築 （1 名 ）

e. ハーモニーの構築 （0 名 ） f. 特に役割無 し （0 名 ）

B. 口 に よ る発音、 発声

a. 視覚的効果 (1 名 ） b. リ ズム の構築 （6 名 ）

c. ア ンサンブルの構築 （4 名 ）

d. メ ロ ディ ーの構築 （1 名 ）

e. ハーモニーの構築 （1 名 ） f. 特に役割無 し （0 名 ）

c. 茶道の所作に よ る腕、 肘、 手首、 指先の動き

a 視覚的効果 （6 名 ） b. リ ズム の構築 （4 名 ）

c. ア ンサ ンブ、ルの構築 （6 名 ）

d. メ ロ デ ィ ーの構築 （0 名 ）

e. ハーモニーの構築 （0 名 ） f. 特に役割無 し （0 名 ）

D. 茶道の所作に よ る 、 入退場時の歩き 方や姿勢

a. 視覚的効果 （6 名 ） b. リ ズム の構築 （0 名 ）

c. ア ンサ ンブ、ルの構築 （1 名 ）

・ 回答理由
回答 ・ 1 . 「思 う 」 5 名

『音が奏で られて い る か ら 」

「音に よ る 芸術は全て音楽だ と 思 う か ら 」

「 目 に見え る音楽だ と 思い ます」

「音を演奏 して い る と き は も ち ろ んの こ と 、 音が鳴 っ て い

ない状態 （ いわゆ る 間） も 視覚的効果 も 全て音楽の 中 で は

重要な も の だ と 考え る か ら 」

『普段勉強 し て い る 打楽器 と 少なか ら ず通 じ る も の を感

じ 、 奏者 自 身も 音楽的表現を読みた為」

回答・ 2 「 どち ら か と い う と 思 う 」 1 名

「色々 な音楽の中 の 1 つだ と 思 う 。 で も 、 音楽 と 演劇 ？ の

聞 と も 感 じ るか ら 。 」

IV- (3) （器の音楽〉 の よ う な ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シア タ ー作品

に今後 も 取 り 組んでみたい と 思い ま すか。

l 思 う （4 名 ） 2. どち ら か と い う と 思 う （2 名 ）

3. どち ら か と い う と 思わない （0 名 ）

4. ,I忍わない （0 名 ）

5. その他 （ ) (0 名 ）
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