
194

ケ
ー
ジ
の
対
位
法
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対
位
法

セ
ヴ
リ
ン
・
ネ
フ
（
川
本
聡
胤
訳
）

ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
、
一
九
三
五
年
三
月
一
八
日
か
ら
一
九
三
七
年
一

月
に
至
る
ま
で
の
二
年
弱
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
師
事
し

た
。
わ
ず
か
二
年
弱
で
は
あ
っ
た
が
、
ケ
ー
ジ
は
そ
の
後
も
、
シ
ェ
ー
ン

ベ
ル
ク
の
教
え
を
長
ら
く
忘
れ
な
い
で
い
た
。
数
十
年
た
っ
て
か
ら
、
ケ

ー
ジ
は
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
り
、「
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま

で
の
間
、
私
は
常
に
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
を
念
頭
に
お
い
て
作
曲

を
し
て
い
た
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
ケ
ー
ジ
が
出
席
し
て
い
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対
位
法

講
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
講
義
で
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
独
特
な

指
導
法
を
採
用
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
た
っ
た
一
つ
の
定
旋
律
に
よ
り
類

的
対
位
法
を
書
か
せ
た
り
、
多
形
態
カ
ノ
ン
を
教
え
た
り
、
対
位
結
合
に

関
す
る
事
前
操
作
を
学
ば
せ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
人
学
生
指
導
用
に
自
ら

書
い
た
『
弦
楽
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
（
古
代
様
式
）
組
曲
ト
長
調
』

（
一
九
三
四
）
を
分
析
さ
せ
た
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
講
義
を

通
じ
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
教
え
た
調
性
的
対
位
法
の
捉
え
方
、
お
よ
び

彼
の
組
曲
第
一
楽
章
が
、
ケ
ー
ジ
の
作
品
『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
・
イ
ン
・
メ
タ
ル
』（
一
九
四
〇
年
一
月
完
成
）
に
お
け
る
フ
ー

ガ
の
取
り
扱
い
に
、
強
い
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ケ

ー
ジ
自
身
は
、
最
終
的
に
は
こ
の
曲
が
「
駄
作
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い

る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
曲
が
「
理
論
と
教
育
」
と
に
影
響
さ
れ

過
ぎ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
は
、
示
唆
に
み
ち
て
い
る
だ
ろ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ケ
ー
ジ
、
対
位
結
合
、
二
重
変
奏
、
フ
ー
ガ
、
多
形
態

カ
ノ
ン
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、『
弦
楽
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
（
古
代

様
式
）
組
曲
ト
長
調
』、『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
・

メ
タ
ル
』
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ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

一
九
三
五
年
三
月
一
八
日
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
が
自
宅
で
行
っ
て
い
た
楽
曲
分
析
講
座
に
出
席
し
た
。
そ

こ
に
は
そ
の
地
域
の
音
楽
教
師
や
教
授
陣
ら
が
二
十
五
名
集
っ
て
い
た
1
。

ケ
ー
ジ
は
、
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
の
こ

と
を
「
す
ば
ら
し

く
て
、
言
葉
で
い

い
尽
く
せ
な
い
ほ

ど
の
音
楽
家
」
で

あ
る
と
思
っ
た
と

い
う
2
。
同
年
六

月
ま
で
、
ケ
ー
ジ

は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
に
関
し
て
、
別

の
二
人
と
の
文
通

の
中
で
書
き
記
し

て
い
る
（
図
１
）。

一
人
は
ポ
ー
リ

ン
・
シ
ン
ド
ラ
ー

で
あ
る
。
シ
ン
ド

ラ
ー
は
ケ
ー
ジ
の

当
時
の
恋
人
で
あ

り
、
ま
た
編
集
者
で
も
あ
っ
た
3
。
も
う
一
人
は
ア
ド
ル
フ
・
ワ
イ
ス
で

あ
る
。
ワ
イ
ス
は
ケ
ー
ジ
の
か
つ
て
の
師
匠
で
あ
り
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
以
前
の
弟
子
で
あ
り
友
人
で
も
あ
り
、
ま
た
作
曲
家
で
も
あ
る
。
ワ
イ

ス
は
グ
ス
タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー
の
指
揮
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
フ
ィ
ル
で
フ

ァ
ゴ
ッ
ト
も
吹
い
た
こ
と
が
あ
る
4
。
シ
ン
ド
ラ
ー
や
ワ
イ
ス
へ
の
手
紙

を
調
べ
て
み
る
と
、
ケ
ー
ジ
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
ど
う
い
う
人
間
関
係

を
築
い
て
い
た
か
、
そ
し
て
ケ
ー
ジ
自
身
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
の

か
、
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
シ
ン
ド
ラ
ー
に
対
し
て
は
、
ケ
ー
ジ
は
常
に
お
気
楽
で
、
元
気
の

よ
い
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
的
な
雰
囲
気
で
手
紙
を
書
い
た
。

あ
の
す
ご
い
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
俺
に
来
な
さ
い
っ

て
言
っ
て
き
た
ん
だ
ぜ
…
…
俺
は
も
う
緊
張
し
ま
く

り
だ
ぞ
。
身
体
の
あ
っ
ち
こ
っ
ち
が
チ
ク
チ
ク
う
ず

い
て
く
る
し
、
な
ん
だ
か
感
覚
が
麻
痺
し
て
き
て
、

で
も
バ
リ
バ
リ
な
ん
だ
よ
5
。

ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
弦
楽
四
重
奏
曲
第
三
番
作
品
三
十
の
分
析

講
義
を
聴
き
、
ま
た
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
の
ア
バ
ス
弦
楽
四
重
奏
団
に
よ
る

こ
の
作
品
の
リ
ハ
ー
サ
ル
と
演
奏
も
聴
い
た
後
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。

一
週
間
ぐ
ら
い
前
に
、
ま
た
変
な
夢
を
見
た
ん
だ
。

図１：1934 年から1935 年にかけてのケージの文通相手

ポーリン・シンドラー（1920年、R.M.シン
ドラー撮影）。スミソニアン博物館アメリカ
芸術文庫エスター・マッコイ文書。

アドルフ・ワイス（1934 
年）ハーヴァード大学
ホートン図書館ハンス・
モルデンハウアー・コレ
クション。
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弦
楽
四
重
奏
曲
第
三
番
を
全
て
、
寝
て
い
る
間
に
聴

い
た
ん
だ
ぜ
6
。

一
方
、
ワ
イ
ス
に
あ
て
た
ケ
ー
ジ
の
手
紙
は
、
も
っ
と
ま
じ
め
な
口
調

で
書
か
れ
て
い
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
講
座
で
は
楽
曲
分
析
を
教
わ
っ

て
い
ま
す
。
料
金
は
と
て
も
安
い
で
す
し
、
今
な

ら
、
父
が
始
め
た
科
学
調
査
会
社
で
働
い
て
い
る
の

で
、
授
業
料
を
支
払
え
る
の
で
す
よ
。
こ
の
講
座
で

は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
第
四
交
響
曲
や
、
フ
ー
ガ
の
技

法
、
平
均
律
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
第
三
弦
楽
四
重

奏
曲
な
ど
を
分
析
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
こ
の
講
座
に
つ
い
て
ゆ
け
る
ほ
ど
力
が
な
い

で
す
が
、な
ん
と
か
必
死
に
話
を
聞
い
て
、吸
収
で
き

る
と
こ
ろ
は
吸
収
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
…
…
7
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
か
ら
す
れ
ば
、
私
は
特
に
身
近
な

弟
子
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
毎
回
の
講

義
で
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
を
得
て
い
ま
す
が
、
他

の
出
席
者
が
あ
ま
り
に
平
凡
な
の
で
、
と
て
も
残
念

で
す
。
私
自
身
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

現
時
点
で
は
私
も
鈍
い
と
思
う
の
で
。
た
だ
し
、
先

週
の
講
義
が
終
わ
っ
た
後
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
私

に
来
な
い
か
と
聞
い
て
き
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
行
く
よ

う
に
な
れ
ば
、
個
人
レ
ッ
ス
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
8
。

ケ
ー
ジ
は
生
涯
に
わ
た
り
、
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
巨
匠
と
の
出
会
い

に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
説
明
し
て
い
る
9
。
お
そ
ら
く
、
彼
が
最
初
に
そ

の
出
会
い
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
相
手
も
、
ワ
イ
ス
で
あ
っ
た
10
。

約
束
を
取
り
付
け
て
か
ら
、
私
は
あ
な
た
に
言
わ
れ

た
通
り
、
彼
に
ぶ
し
つ
け
に
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
彼
に
師
事
し
て
も
い
い
か
、
と
。
す
る
と

彼
は
、
私
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
質
問
し
て
き
ま
し

た
。
あ
な
た[

ワ
イ
ス]

に
ど
ん
な
こ
と
を
学
ん
だ

の
か
、
ま
た
あ
な
た
に
教
わ
る
よ
り
も
前
に
は
、
ど

ん
な
こ
と
を
学
ん
で
き
た
か
、
な
ど
に
つ
い
て
で
す
。

彼
は
私
の
答
え
を
聞
い
て
、
い
か
に
私
が
何
も
知
ら

な
か
っ
た
の
か
、
思
い
知
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
特

に
弦
楽
四
重
奏
曲
や
交
響
曲
な
ど
と
い
っ
た
楽
種
に

関
す
る
私
の
知
識
は
、
と
て
も
乏
し
い
か
ら
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
、
既
に
始

ま
っ
て
い
た
自
身
の
対
位
法
の
ク
ラ
ス
に
、
私
を
入

れ
て
く
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
彼
に
作
曲
を
師
事
し

て
い
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
レ
ン
ブ
レ
イ
に
、
よ
く
分
か
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ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
聞
く
な
ど
し
て
補
う
よ
う
に
、

と
も
言
わ
れ
ま
し
た
11
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
私

が
あ
な
た
か
ら
学
ん
だ
和
声
に
関
す
る
持
ち
合
わ
せ

の
知
識
で
、
当
面
は
足
り
る
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い
た

よ
う
で
す
。
た
だ
、
最
後
に
彼
は
、
今
後
、
音
楽
以

外
の
こ
と
を
一
切
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
毎

日
六
〜
八
時
間
は
勉
強
し
な
い
と
な
ら
な
い
、
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
私
は
、
い
つ
も
勉
強
ば
か
り
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

一
九
三
六
年
十
二
月
初
め
、
ケ
ー
ジ
は
ワ
イ
ス
と
の
文
通
を
再
開
し

た
12
。
と
こ
ろ
が
こ
の
頃
に
は
既
に
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
は
、
ケ

ー
ジ
に
と
っ
て
は
、
憂
鬱
と
失
望
の
種
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。
ケ
ー

ジ
が
か
つ
て
「
神
の
よ
う
に
崇
拝
し
て
い
た
」
13 

か
の
作
曲
家
は
、
今
や

ケ
ー
ジ
の
目
に
は
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
技
法
研
究
に
た
だ
秀
で

る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
衒
学
者
の
よ
う
に
し
か
映
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
14
。
ケ
ー
ジ
は
特
に
、
コ
ラ
ー
ル
前
奏
曲
（
彼
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

に
倣
っ
て
「
コ
ラ
ー
ル
教
科
書
形
式
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
）
を
書
く
の

に
難
航
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
こ
の
よ
う
な
心
情
を
よ
り
一
層
強
め
た

よ
う
だ
15
。
こ
の
曲
種
で
は
、
四
声
体
で
、
模
倣
的
な
書
法
の
コ
ラ
ー
ル

を
作
り
、
与
え
ら
れ
た
旋
律
の
特
徴
を
捉
え
る
形
で
様
々
な
カ
デ
ン
ツ
を

導
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ケ
ー
ジ
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
ワ
イ
ス
に
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
講
座
で
は
今
、
コ
ラ
ー
ル
教
科

書
形
式
を
書
い
て
い
ま
す
。
今
日
そ
の
ク
ラ
ス
が
あ

る
の
で
す
が
、
彼
は
間
違
い
な
く
私
の
課
題
に
が
っ

か
り
す
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
、
私

は
既
に
自
分
の
書
い
た
も
の
に
が
っ
か
り
し
て
い
ま

す
。
ど
う
い
う
状
況
か
、
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
16
。

と
こ
ろ
が
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
し
て
は
、
自
ら
の
ア
メ
リ
カ
で
の

指
導
が
多
く
の
人
々
か
ら
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
彼

は
「
私
が
こ
の
地
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
人
生
の
一
部
を
こ
こ

に
捧
げ
よ
う
。
そ
し
て
前
の
地
に
い
た
と
き
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
こ
こ

で
も
引
き
続
き
、
授
け
て
給
お
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
17
。
彼
は
、

真
面
目
な
学
生
に
は
特
別
に
（
そ
れ
も
ケ
ー
ジ
な
ど
に
は
無
料
で
）、「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
耳
」
を
訓
練
す
る
技
術
の
基
礎
を
学
ぶ
特
権
を
授
け
て

お
り
、
そ
の
点
か
ら
し
て
、
自
分
は
寛
大
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
18
。
そ

う
す
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
の
学
生
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
音
楽
技
法

を
習
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
用
い
て
各
自
が
独
特
な

作
曲
を
で
き
る
よ
う
に
ま
で
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
学
生
た
ち
が
い
ず
れ
、
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク

の
よ
う
に
、
彼
の
こ
と
を
絶
賛
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。
事
実
ベ
ル
ク
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
四
年
間
師
事
し
た
後
、
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こ
う
述
べ
て
い
る
。

今
日
私
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
指
導
の
も
と
、
対

位
法
の
学
習
を
終
え
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
か
ら
も
好

評
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
秋
か
ら
は
彼
に
「
作
曲
」
を
教
わ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
て
、
特
に
夏
の
間
に
集
中
的
な
作
業
を
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
部
分
的
に
は
作

曲
で
あ
り（
現
時
点
で
私
は
自
分
の
た
め
に
ピ
ア
ノ
・

ソ
ナ
タ
を
書
い
て
い
る
）、
ま
た
部
分
的
に
は
対
位

法
の
訓
練
で
も
あ
り
ま
す
（
六
声
合
唱
、
八
声
合
唱
、

そ
れ
に
ピ
ア
ノ
伴
奏
付
き
弦
楽
五
重
奏
の
た
め
の
三

つ
の
主
題
を
も
つ
フ
ー
ガ
）。
こ
れ
は
本
当
に
嬉
し

い
こ
と
で
す
し
、
こ
れ
な
し
で
は
何
も
出
来
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
し
、
明
ら
か
に
、
本
当
に
必
要
な
こ

と
で
し
た
。
事
実
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
と
て
つ
も

な
い
知
識
の
お
か
げ
で
、
全
て
の
音
楽
作
品
に
関
す

る
素
晴
ら
し
い
視
野
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
19
。

ケ
ー
ジ
は
和
声
学
、
形
式
学
、
分
析
学
を
一
年
間
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ュ

ー
リ
ク
に
師
事
し
た
。
ま
た
不
協
和
対
位
法
と
近
代
和
声
学
を
一
年
間
ヘ

ン
リ
ー
・
カ
ウ
エ
ル
に
師
事
し
た
。
さ
ら
に
対
位
法
と
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

風
和
声
学
を
ワ
イ
ス
に
師
事
し
た
。
そ
し
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
自
身
に
は
、

対
位
法
、
形
式
学
、
分
析
学
を
二
年
近
く
学
ん
だ
。
そ
れ
だ
け
学
ん
だ
ケ

ー
ジ
と
し
て
は
、
自
ら
が
「
作
曲
を
し
始
め
て
も
よ
い
」
段
階
に
き
て
い

る
と
感
じ
て
い
た
た
め
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
作
曲
の
指
導
を
望
ん
で
い

た
。
が
、
そ
れ
は
か
な
わ
な
か
っ
た
20
。
ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
へ

の
師
事
を
終
え
る
こ
と
を
決
め
る
。
ケ
ー
ジ
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
要

求
す
る
技
術
的
レ
ベ
ル
に
到
底
届
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
恐
ら
く

一
九
三
七
年
一
月
で
あ
ろ
う
21
）。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ケ
ー
ジ
が
逆
行
お

よ
び
反
行
に
よ
る
多
形
態
カ
ノ
ン
の
習
得
を
目
的
と
す
る
難
解
な
対
位
法

講
座
を
終
え
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
問
題
の
多
か
っ
た
基
礎
和
声
の

ク
ラ
ス
を
も
終
え
た
後
の
こ
と
で
あ
る
22
。

一
九
三
七
年
三
月
二
十
三
日
、
ケ
ー
ジ
の
指
導
者
で
あ
り
、
教
師
で
あ

り
、
友
で
も
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
カ
ウ
エ
ル
が
、
ケ
ー
ジ
宛
に
サ
ン
・
ク
エ

ン
テ
ィ
ン
州
立
刑
務
所
か
ら
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
23
。

も
う
君
に
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
師
事
す
る
意
味

が
な
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
指
導
自
体
に
は

意
味
が
あ
り
ま
す
。
彼
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
講
座
に
は
、

私
自
身
出
席
し
ま
し
た
し
、
そ
の
中
身
は
よ
く
知
っ

て
い
ま
す
か
ら
。
し
か
し
彼
は
決
し
て
、
ど
ん
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
君
に
作
曲
を
さ
せ
な
い
で
し
ょ

う
。
も
は
や
君
は
、
自
分
で
作
曲
す
べ
き
な
の
で
す

よ
。
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
君
が
作
り
た
い
と
思
う
タ
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ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

イ
プ
の
音
楽
に
も
、
精
巧
な
構
築
性
の
原
理
は
適
用

さ
れ
る
べ
き
で
す
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
自
身
の
や
り

方
を
必
ず
し
も
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
こ

う
い
っ
た
も
の
を
作
り
上
げ
る
方
法
と
い
う
も
の
は
、

彼
の
講
座
を
受
け
て
い
る
と
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す

よ
ね
。
逆
行
な
ど
と
い
っ
た
多
声
音
楽
に
お
け
る
形

成
要
素
に
反
感
を
覚
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
大
事
な
の
は
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と

で
す
よ
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
あ
ま
り
に
力
強
く
教
え

込
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
か
た
く
な
に
拒

む
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
24
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ケ
ー
ジ
が
去
っ
て
一
年
あ
ま
り
た
っ
た
一
九
三
八

年
六
月
三
十
日
、「
音
楽
の
指
導
と
音
楽
の
今
日
的
傾
向
」
と
い
う
エ
ッ

セ
イ
を
書
き
上
げ
た
。
そ
の
中
で
彼
は
、
作
曲
指
導
に
関
す
る
考
え
を
改

め
て
公
に
し
て
い
る
。

よ
く
若
者
が
私
の
と
こ
ろ
に
き
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的

音
楽
を
教
え
て
欲
し
い
と
言
う
。
し
か
し
そ
う
い
う

人
は
た
い
て
い
、
私
に
失
望
さ
せ
ら
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
の
人
の
作
る
曲
を
聴
け
ば
、
そ
の
人
に
は

適
切
な
前
提
知
識
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
、
私
に

は
す
ぐ
分
か
る
か
ら
だ
。
よ
く
曲
を
調
べ
て
み
る
と
、

だ
い
た
い
原
因
が
分
か
る
。
過
去
の
作
品
に
関
す
る

学
生
の
知
識
は
、
ス
イ
ス
・
チ
ー
ズ
の
よ
う
に
、
チ
ー

ズ
そ
の
も
の
よ
り
も
穴
の
方
が
広
い
面
積
を
占
め
て

い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
、
私
は
学

生
に
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

「
も
し
君
が
飛
行
機
を
作
り
た
か
っ
た
ら
、
構
成
部

品
の
細
部
に
至
る
ま
で
す
べ
て
を
自
分
で
作
り
た
い

で
す
か
、
そ
れ
と
も
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
飛
行
機
を
デ

ザ
イ
ン
し
て
き
た
人
た
ち
の
仕
事
に
な
ら
い
ま
す

か
。」
25

し
か
し
あ
る
時
点
で
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
ケ
ー
ジ
の
音
楽
性
や
価
値

観
が
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聖
典
を
理
想
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

に
気
づ
い
た
。
ケ
ー
ジ
の
音
楽
性
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
は
そ

も
そ
も
、
作
曲
家
の
音
楽
性
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
生
涯
の
友
人
で
あ
り
テ
ニ
ス
仲
間
で
も
あ
っ
た
カ
ウ
エ

ル
に
対
し
、「
ケ
ー
ジ
は
技
法
の
習
得
よ
り
も
自
ら
の
哲
学
に
興
味
を
も

っ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
述
べ
て
い
る
26
。

ケ
ー
ジ
は
一
九
三
七
年
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
へ
の
師
事
を
辞
め
た
が
、

そ
れ
で
も
彼
に
教
わ
っ
た
考
え
方
や
技
術
的
な
訓
練
を
、
完
全
に
無
駄

な
も
の
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
何
十
年
も
た
っ
て
か
ら
彼
は
、

「
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
の
間
、
私
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

影
響
下
で
曲
を
書
い
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
27
。
そ
し
て
事
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実
、
こ
の
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
、
マ
イ
ケ
ル
・
ヒ
ッ
ク

ス
、
ブ
レ
ン
ダ
・
レ
イ
ヴ
ン
ス
ク
ロ
フ
ト
と
い

っ
た
学
者
が
ケ
ー
ジ
と
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
師

弟
関
係
に
ま
つ
わ
る
画
期
的
な
調
査
結
果
を
公

表
し
て
き
て
い
る
28
。
特
に
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

は
、
ケ
ー
ジ
の
初
期
作
品
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
分
析
や
作
曲
の
理
論
と
ど
う
関
係
し
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ケ

ー
ジ
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対
位
法
講
座
か
ら

何
を
学
び
得
た
か
、
そ
し
て
何
を
実
際
に
学
ん

だ
か
、
と
い
っ
た
点
に
光
を
当
て
た
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
な
い
。
ケ
ー
ジ
は
実
際
に

そ
う
い
っ
た
講
座
に
出
席
し
て
い
た
こ
と
が
資

料
的
に
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
講
座
で
は
、

伝
統
的
な
技
法
の
中
で
も
ケ
ー
ジ
が
最
も
尊
重

し
て
き
た
対
位
法
が
教
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も

知
ら
れ
て
い
る
（
表
１
）29
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ス

ト
ラ
ン
グ
が
対
位
法
の
ク
ラ
ス
を
休
ん
だ
と
き

に
、
彼
は
ケ
ー
ジ
の
ノ
ー
ト
を
借
り
た
が
、
そ

れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う

の
も
ケ
ー
ジ
は
恐
ら
く
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対

位
法
講
座
を
真
面
目
に
出
席
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。（
図
２
）30

そ
こ
で
以
下
、
ケ
ー
ジ
の
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
対

位
法
指
導
の
観
点
よ
り
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
シ
ェ
ー
ン

ベ
ル
ク
が
ア
メ
リ
カ
人
学
生
の
た
め
に
教
育
目
的
で
書
い
た
作
品
、『
弦

楽
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
（
古
代
様
式
）
組
曲
ト
長
調
』
に
お
け
る
フ

ー
ガ
楽
章
の
分
析
を
行
な
う
。
そ
し
て
、
ケ
ー
ジ
が
対
位
法
の
一
定
レ
ベ

ル
の
技
能
を
習
得
し
て
い
た
こ
と
や
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
『
組
曲
』
に

関
す
る
、
資
料
か
ら
伺
え
る
ケ
ー
ジ
の
好
み
が
、
彼
の
『
セ
カ
ン
ド
・
コ

ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
・
メ
タ
ル
』
に
お
け
る
フ
ー
ガ
の
提
示
に
、

影
響
を
与
え
た
点
に
つ
い
て
論
じ
て
行
く
。
こ
の
曲
は
彼
が
一
九
四
〇
年

一
月
に
シ
ア
ト
ル
で
完
成
し
た
も
の
で
、
彼
の
作
品
の
中
で
も
最
も
よ
く

演
奏
さ
れ
、
よ
く
親
し
ま
れ
て
き
て
い
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ケ
ー
ジ
自
身
は
こ
の
作
品
の
こ
と
を
「
理
論
と
教
育
か
ら
引
き
継
い
だ
も

の
」
に
否
定
的
な
影
響
を
受
け
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
「
駄
作
」
と
表
現
し
て

は
い
る
の
だ
が
31
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対
位
法
指
導
法

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
晩
年
の
一
九
四
九
年
に
、「
私
は
作
曲
以
外
の
こ

と
を
考
え
た
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
私
の
教
師
と
し
て
の
最
大

の
強
み
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
32
。
こ
の
言
葉
は
、
教
育
者
と
し
て

の
彼
の
生
涯
に
渡
る
活
動
に
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
ケ
ー

ジ
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
作
曲
と
い
う
も
の
が
完
全
な
る
理
想

図２：作曲家ジェラルド・ストラングの自身向けメモ（1936年1月）

「メモ：1月20日欠席（ケージらからノート借りる）」
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表１：ロサンジェルスにおけるシェーンベルクの講座（1935 年3 月〜 1937年1 月）
（＊はケージが出席した授業）

1935年1月〜
1935年5月

シェーンベルク私邸。
音楽教師・教授が25名
出席。

分析講座 :バッハのフーガの技法、
シェーンベルクの弦楽四重奏曲第
3番作品27　*[1]

シェーンベルク私邸。
バーニス・エイブラム
ズ、ジョン・ケージ、
ジョージ・トレンブレ
イの3名出席。

中級対位法 :5つの類的対位法。4
声まで。転調と模倣。*[2]

1935年6月〜
1935年8月

南カリフォルニア大学 108A: 作曲法Ⅰ 
208A: 作曲法 II

1935年10月〜
1935年12月

南カリフォルニア大学 18回連続公開講座を2シリーズ
1) 「分析により解明される音楽形
式の要素」
2) 「音楽作品の評価」

1935年10月〜
1936年1月

南カリフォルニア大学 240A 対位法的作曲の技法　
*[3]254A 主題の構築　*[3]

1936年2月〜
1936年6月

南カリフォルニア大学 240B: 対位法的作曲の技法　*[3]
254B: 主題の構築

1936年6月〜
1936年8月

南カリフォルニア大学 108A: 作曲法 I 
208A: 作曲法 II

1936年10月〜
1937年1月

カリフォルニア大学ロ
サンジェルス校

14A: 対位法
35A: 和声学（UCLAの授業目録で
はシェーンベルク担当とはなって
いないが Schreiner 1984と Cage 
1973ではそうなっている）*[4] [5] 
104A: 形式と分析 
105A: 作曲法
122A 二重対位法、カノンとフー
ガ　*[6]

注：アステリスク直後の数字は、ケージの出席に関する以下の証拠資料を参照のこと。

[1] ポーリン・シンドラー宛手紙（1935年 3月 18日）
[2] アドルフ・ワイス宛手紙（日付無し。1935年 5月中旬から下旬）
[3] 授業ノート、1936年 1月 13日、アルノルト・シェーンベルク・センター（ウィーン、オー
ストリア）ジェラルド・ストラング・コレクション所蔵

[4] Cage 1973
[5] Schreiner 1984: 55-56。
[6] 授業ノート（1936年 9月 9日付）、（オーストリア・ウィーン）アルノルト・シェーンベルク・
センター、レナード・スタイン・コレクション所蔵
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論
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
作
曲
哲

学
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
音
楽
は
我
々
が[

作
曲
家
と
し
て]

体
験
す
る
何
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我
々
が
持
ち
う
る
理
念
な
の
で
あ
り
、

そ
の
表
現
は
決
し
て
完
璧
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
は
い
え
、
芸
術
的
倫
理

的
理
由
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
出
来
る
限
り
完
璧
な
形
へ
と
も
た
ら
さ

な
い
と
な
ら
な
い
が
…
」33
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
、
作
曲
家
の

抱
く
「
音
楽
的
理
念
」、
す
な
わ
ち
真
理
に
関
す
る
深
遠
な
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、「
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
教
え
る
こ
と
も
で
き

な
い
」
も
の
で
あ
る
34
。
従
っ
て
、
作
曲
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼

の
考
え
で
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
も
あ
っ
た
。

二
〇
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
そ
の
他
の
音
楽
教
育
家
（
例
え
ば
ナ
デ
ィ

ア
・
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
、
パ
ウ
ル
・
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
セ
ッ
シ

ョ
ン
ズ
）
と
は
異
な
り
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ほ
ぼ
独
学
で
あ
っ
た
。
彼

が
わ
ず
か
に
習
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
義
理
の
兄
と
な
る
作
曲
家
、
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
・
ツ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
と
、
幼
な
じ
み
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、

オ
ス
カ
ー
・
ア
ド
ラ
ー
の
み
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
非
公
式
に
、
短
期
間
教

わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
事
実
、
マ
ッ
ク
ス
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
ガ
ル
ト
（
ベ
ル

リ
ン
に
あ
る
シ
ュ
テ
ル
ン
音
楽
院
で
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
同
期
だ
っ
た

ド
イ
ツ
人
理
論
家
）
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
著
『
和
声
学
』
の
書
評
に
お
い

て
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
育
理
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
彼
は
み
な
に
独
学
者
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
が
っ
た
。
彼
の
本
を
読
ん
だ

人
も
、
そ
し
て
彼
の
弟
子
た
ち
も
、
み
な
で
あ
る
」35
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
は
自
身
の
体
験
か
ら
し
て
、
作
曲
の
指
導
と
い
う
も
の
を
、
弟
子
の
一

人
一
人
に
表
現
性
を
喚
起
さ
せ
る
方
法
論
と
見
な
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

弟
子
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
伝
統
に
基
づ
い
た
技
法
で
、
各
自
の
思
考

を
提
示
で
き
る
よ
う
訓
練
し
て
あ
げ
る
方
法
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

逆
に
弟
子
の
方
は
、
自
ら
の
「
思
想
」
を
、
各
人
に
適
し
た
表
現
方
法
で

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
他
人
の
作
品
を
聴
い
て
、「
そ
の

音
の
み
か
ら
」、
そ
こ
に
潜
む
「
論
理
」
と
思
想
と
を
「
抽
出
」
で
き
る

よ
う
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
36
。
従
っ
て
、
技
法
と
そ
の
提
示
法
と
に

つ
い
て
集
中
的
に
学
ぶ
こ
と
で
、
弟
子
は
当
然
な
が
ら
、
時
を
越
え
て
尊

重
さ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
訓
練
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
今
日
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
芸
術
が
ど
の
よ
う
な
必
然
性
か
ら
絶
え
ず
変
化
し
て
き
た
の
か
に

関
す
る
歴
史
的
、
進
化
的
感
覚
を
も
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

多
く
の
作
家
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
は
、

技
術
は
あ
っ
て
も
創
造
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
は
間
違
い
だ
。

技
術
も
な
い
か
、
も
し
く
は
創
造
性
も
あ
る
か
、
い

ず
れ
か
だ
。

何
か
を
正
確
に
模
倣
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
技
術

が
あ
る
の
で
は
な
い
。

技
術
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
も

他
人
の
技
術
に
。

創
造
性
な
し
に
、
技
術
は
存
在
し
得
な
い
。
存
在
す





203

ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

る
の
は

創
造
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
技
術
を
作
り
出
さ
な
い
と

な
ら
な
い
の
だ
37
。

対
位
法
は
、
作
曲
技
法
習
得
の
た
め
の
理
論
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
が
現
代
音
楽
の
作
曲
指
導
に
も
役

立
つ
の
か
ど
う
か
、
決
し
て
自
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
シ
ェ
ー
ン

ベ
ル
ク
に
と
っ
て
は
、
歴
史
的
知
識
は
何
を
す
る
に
し
て
も
常
に
大
事
な

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
視
座
は
、
哲
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー

チ
ェ
の
視
座
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ニ
ー
チ

ェ
の
こ
と
を
尊
敬
し
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
に
関
す
る
書
物
を
所
有
し

読
ん
で
い
た
38
。
そ
の
ニ
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
感
覚
と
い
う
も
の
を
、
三
つ

の
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
第
一
に
骨
董
的
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
い

か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
過
去
を
尊
敬
の
対
象
と
し
、
過
去
に
関
す
る

知
識
を
敬
虔
で
信
心
深
い
気
持
ち
で
整
理
す
る
視
点
で
あ
る
。
第
二
に
記

念
碑
的
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
過
去
の
英
雄
を
奉
る
視
点
で
あ
る
。
今

日
の
世
の
中
に
は
平
凡
な
人
物
ば
か
り
し
か
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
過

去
に
は
偉
大
な
人
物
が
い
た
、
従
っ
て
人
類
は
偉
大
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
事
実
か
ら
、
慰
め
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
を
引
き
出
そ

う
と
す
る
視
点
と
い
え
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
批
判
的
視
点
で
あ
る
。
こ

れ
は
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
幻
想
や
慈
悲
な
し
に
、
判
決
を
下
す

裁
判
官
と
し
て
歴
史
を
み
な
す
視
点
で
あ
る
39
。
こ
れ
ら
三
つ
の
視
点
は
、

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
対
位
法
を
指
導
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
信
念
を
抱
い

て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
上
で
、
と
て
も
役
に
立
つ
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
対
位
法
の
こ
と
を
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
骨
董

的
」
知
識
と
し
て
の
歴
史
現
象
と
見
な
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
教
え
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
「
先
人
の
作
曲
家
が
対
位

法
に
通
じ
て
い
る
こ
と
へ
の
畏
敬
の
念
こ
そ
が
、
恐
ら
く
対
位
法
的
技
法

に
関
す
る
誤
っ
た
価
値
判
断
の
根
元
で
あ
る
」
と
い
う
40
。
結
果
と
し
て
、

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
対
位
法
を
も
っ
ぱ
ら
旋
法
的
類
的
な
も
の
と
し
て
教

え
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
41
。
ヨ
ハ
ン
・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ツ

ベ
ル
ガ
ー
、
ル
イ
ジ
・
ケ
ル
ビ
ー
ニ
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
デ
ー
ン
の
よ

う
に
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
む
し
ろ
調
性
的
に
類
的
対
位
法
が
教
え
ら
れ

る
べ
き
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
そ
う
考
え
た
の
は
、
彼
独
自
の
理
由
に
よ

る
42
。
そ
こ
で
彼
は
古
風
な
ス
タ
イ
ル
を
学
生
に
た
だ
複
製
さ
せ
る
の
で

は
な
く
、
変
奏
の
原
理
を
も
導
入
し
た
よ
り
同
時
代
的
な
様
式
で
「
多
声

的
に
考
え
さ
せ
た
」。

例
え
ば
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
間
、
お
よ
び
、
ア
メ
リ
カ
に
来
て

か
ら
の
初
め
の
数
週
間
、
風
変
わ
り
で
は
あ
る
が
、
た
っ
た
一
つ
の
定

旋
律
に
基
づ
い
て
類
的
対
位
法
を
教
え
た
43
。
例
え
ば
一
九
〇
四
年
か
ら

一
九
〇
七
年
の
間
、
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
が
膨
大
な
数
の
対
位
法
練
習

を
、
Ｃ
―
Ｄ
―
Ｆ
―
Ｅ
―
Ｄ
―
Ｃ
と
い
う
定
旋
律
の
み
に
基
づ
い
て
書
い
た

記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
３
）。
一
九
七
三
年
、
ケ
ー
ジ
は

こ
れ
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
人
作
曲
家
の
デ
ィ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
に
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
対
位
法
の
講
義
で
定
旋
律
が
必
要
な
場
合
、

た
っ
た
一
つ
、
Ｃ
―
Ｄ
―
Ｆ
―
Ｅ
―
Ｄ
―
Ｃ
の
み
が
許
さ
れ
た
の
で
す
」44
。
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図３：定旋律 C-D-F-E-D-C と、それに基づく類的対位法課題
（アルバン・ベルクのノートより（下段は音部記号を変更して著者が見やすく浄書したも
の）。オーストリア国立図書館（ウィーン）、F21 Berg 32/IV:32）
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ケ
ー
ジ
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
で
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
バ
ー
ニ
ス
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ

が
残
し
た
ノ
ー
ト
や
宿
題
を
見
て
み
る
と
、
ケ
ー
ジ
の
発
言
の
裏
が
取
れ

る
45
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
生
徒
た
ち
に
、
一
つ
の
定
旋
律
に
対
し
て
三

声
お
よ
び
四
声
で
全
て
の
類
で
出
来
る
限
り
多
く
の
異
な
る
解
法
を
書
か

せ
た
（
典
型
的
な
課
題
に
つ
い
て
は
図
４
を
参
照
）。
ケ
ー
ジ
は
こ
の
方

法
で
作
曲
的
な
思
考
、
特
に
変
奏
曲
的
な
思
考
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
喜
ん
だ
。
彼
は
ワ
イ
ス
に
宛
て
て
、「
私
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
を
調
べ
た
の
で
す
よ
。
た
っ
た
一
つ
の
定
旋
律
か
ら
ど
れ
だ
け

の
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
驚
く
べ
き
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
46
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
用
い
た
こ
の
定
旋
律
は
、
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ

ン
・
バ
ッ
ハ
の
平
均
律
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
第
二
巻
の
ホ
長
調
フ
ー
ガ
の

主
題
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」
交
響

曲
第
四
一
番
最
終
楽
章
の
フ
ガ
ー
ト
主
題
に
も
関
連
し
て
い
る
47
。
こ
う

し
て
伝
統
に
根
ざ
し
た
主
題
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
は
弟
子
た
ち
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
音
楽
の
伝
統
に
つ
い
て
学
ば
せ
、

ま
た
そ
こ
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
さ
せ
た
。
そ
の
意
味
で
彼
は
、

原
理
的
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
記
念
碑
的
」
視
点
で
歴
史
を
取
り
扱
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
訓
練
は

も
う
一
つ
の
目
的
を
果
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

歴
史
は
何
よ
り
も
ま
ず
行
為
す
る
逞
し
い
人
間
に
属

す
る
、
偉
大
な
闘
い
を
闘
う
人
間
に
、
模
範
を
示
し

教
え
を
垂
れ
慰
め
を
与
え
て
く
れ
る
人
を
必
要
と
し

な
が
ら
、
そ
れ
を
仲
間
の
う
ち
に
も
現
代
に
も
見
い

だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
に
、
属
す
る
48
。

孤
独
な
革
命
児
で
あ
っ
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で

一
九
三
七
年
に
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
を
も
じ
る
と
、「
孤
立
す

る
」49
人
物
だ
っ
た
の
で
、
過
去
か
ら
「
模
範
や
指
導
者
や
理
解
者
」
を

本
当
に
探
し
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ジ
の
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に

関
す
る
記
憶
は
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
ケ
ー
ジ
と
他

の
弟
子
た
ち
は
い
つ
も
無
意
識
の
う
ち
に
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
よ

う
だ
。
ケ
ー
ジ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
弟
子
た
ち

は
、
彼
が
し
ば
し
ば
『
こ
の
素
材
で
バ
ッ
ハ
は
こ
れ
こ
れ
を
し
て
、
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
は
こ
れ
こ
れ
を
し
て
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
こ
れ
こ
れ
を
し

た
』
と
説
明
す
る
の
を
聞
い
て
、
彼
の
こ
と
を
傲
慢
だ
な
ど
と
思
わ
な
か

っ
た
。
彼
の
音
楽
的
思
考
は
つ
ま
り
、
目
も
く
ら
む
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
の

で
す
」50
。

ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
一
九
〇
四
年
か
ら

一
九
〇
七
年
の
三
年
間
学
ぶ
間
に
、
七
冊
も
の
ノ
ー
ト
を
使
い
、
九
冊
も

の
練
習
帳
で
類
的
対
位
法
、
模
倣
、
カ
デ
ン
ツ
、
転
調
、
二
重
対
位
法
、

カ
ノ
ン
、
フ
ー
ガ
の
練
習
を
行
っ
た
51
。
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
、
ト
レ
ン
ブ
レ

イ
、
ケ
ー
ジ
は
み
な
、
こ
れ
ら
全
て
に
関
し
て
、
一
年
で
習
得
す
る
よ
う

言
わ
れ
た
。
そ
れ
も
夏
期
講
習
と
、
そ
の
後
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で

行
わ
れ
た
通
年
講
座
「
上
級
対
位
法
」
と
を
通
し
て
で
あ
る（
図
１
参
照
）。
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図４：C-D-F-E-D-C 定旋律とそれに基づく類的対位法課題
下段は音部記号を変更して著者が見やすく浄書したもの。カリフォルニア大学サンタ・
バーバラ校図書館所蔵、パフォーミング・アーツ・コレクション、バーニス・ゲイリンガー
文書、1930-2001、PA Mss 40 より
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恐
ら
く
講
義
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
か
っ
た
た
め
、
ケ
ー
ジ
の
場
合
、
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
で
一
九
三
六
年
の
秋
学
期
に
開
か
れ

た
上
級
対
位
法
講
座
も
履
修
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
講
義
内
容
は
明

ら
か
に
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
秋
学
期
と
春
学
期
に
開
か
れ
て
い

た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
（
付
録
で
講
義
内
容
を
比
較
の
こ
と
）。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
こ
れ
ら
全
て
の
課
題
が
、「
対
位
結
合
」
と
い
う

考
え
方
に
基
づ
く
対
位
法
形
式
を
学
ぶ
際
の
、「
前
提
」
に
な
る
と
し
て

い
る
。
彼
の
言
う
「
対
位
結
合
」
と
は
、
三
つ
の
次
元
か
ら
な
る
音
楽

空
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
垂
直
方
向
で
（
つ
ま
り
和
声
的
に
）
聞
か
れ

る
相
、
水
平
方
向
で
（
つ
ま
り
線
的
に
）
聞
か
れ
る
相
、
そ
し
て
垂
直
方

向
と
水
平
方
向
の
両
方
で
聞
か
れ
る
相
、
す
な
わ
ち
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
で

あ
る
52
。
二
〜
三
の
旋
律
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
「
対
位
結
合
」
も
し
く
は

「
基
本
形
（G

ru
n
d
gestalt

）」
の
操
作
や
変
奏
は
、
対
位
法
的
作
品
の
基

本
的
素
材
と
な
る
（
例
え
ば
主
題
と
対
主
題
と
の
結
合
）53
。
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
は
比
喩
を
用
い
て
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
曰
く
、
こ
の
基

本
結
合
は
映
画
の
フ
レ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
54
。
こ
の
よ
う
な
フ

レ
ー
ム
を
、
声
部
の
リ
ズ
ム
変
化
に
よ
り
変
奏
し
た
り
、
あ
る
い
は
反
行
、

逆
行
、
逆
反
行
そ
の
他
の
ピ
ッ
チ
変
奏
に
よ
る
多
形
態
カ
ノ
ン
を
通
し
て

変
奏
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
対
位
法
的
作
品
の
素
材
を
作
り
出
し
た
り
、

ま
た
は
既
存
の
対
位
法
楽
曲
を
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
55
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
い
わ
ゆ
る
「
多
形
態
カ
ノ
ン
」
と
い
う
特
殊
な
対

位
結
合
を
、
ケ
ー
ジ
な
ど
の
上
級
の
学
生
に
作
ら
せ
た
56
。
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
は
こ
の
構
造
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

カ
ノ
ン
と
は
、
そ
れ
自
身
の
伴
奏
も
で
き
る
声
部
で

あ
る
。
こ
れ
は
曲
に
一
貫
性
を
も
た
ら
す
形
式
の
中

で
も
特
に
高
等
な
も
の
と
い
え
る
。
…
…
こ
う
し
た

結
合
の
中
で
も
、
特
に
最
高
次
の
も
の
が
多
形
態
カ

ノ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
基
本
声
部
の
反
復
が
、

あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
模
倣
さ
れ
う
る
。
異
な
る
音
程
で
、

異
な
る
拍
子
で
、
反
行
で
、
逆
行
で
、
拡
大
形
で
、

縮
小
形
で
、
ま
た
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
、
模
倣

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
複
数
の
模
倣
が
同
時

に
提
示
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
連
続
し
て

提
示
さ
れ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

　

明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
形
が
多
形
態
カ
ノ
ン
か
ら

無
数
に
導
き
出
さ
れ
れ
ば
出
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
た
作
品
は
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
る
。
共
通

の
起
源
に
よ
り
統
合
さ
れ
た
、
音
や
形
の
異
な
る
さ

ま
ざ
ま
な
形
式
は
、
一
つ
の
思
想
の
変
奏
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
文
脈
的
豊
か
さ
を
表
す

も
の
で
、
冒
頭
部
分
に
密
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
57
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
現
存
す
る
全
作
品
の
中
に
は
、
千
ほ
ど
の
カ
ノ
ン

が
現
れ
る
が
、
多
形
態
カ
ノ
ン
を
教
育
目
的
で
作
っ
た
も
の
は
既
存
資
料
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の
中
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
、
エ
ビ
ニ
ー
ザ
ー
・
プ
ラ
ウ

ト
に
よ
る
説
明
が
こ
こ
で
は
頼
り
に
な
る
58
。
そ
の
著
『
二
重
対
位
法
と

カ
ノ
ン
』
に
お
い
て
プ
ラ
ウ
ト
は
、
多
形
態
カ
ノ
ン
に
関
す
る
古
典
的
理

論
書
を
参
照
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
バ
ッ

ハ
と
同
時
代
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
で
あ
り
作
曲
家
で
も
あ
っ
た
ゴ
ッ
ト
フ

リ
ー
ト
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
テ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
『P

ractisch
er 

B
ew

eiß

』（1725
）
で
あ
る
59
。
プ
ラ
ウ
ト
に
よ
る
と
、
シ
ュ
テ
ル
ツ
ェ

ル
が
作
っ
た
旋
律
は
様
々
に
移
調
を
し
た
形
で
そ
れ
自
身
を
伴
奏
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
反
行
形
や
逆
行
形
も
、
さ
ら
に
は
順
回
形
に
し
て

も
、
カ
ノ
ン
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
（
例
１
）。
プ
ラ
ウ
ト
に
よ
る
と
、

バ
ッ
ハ
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
マ
ー
ル
プ
ル
ク
は
、
こ
の
シ
ュ
テ

ル
ツ
ェ
ル
の
カ
ノ
ン
を
よ
く
知
っ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
が
三
九
二
通
り

も
の
異
な
る
仕
方
で
カ
ノ
ン
伴
奏
で
き
る
と
し
て
い
る
60
。

プ
ラ
ウ
ト
も
そ
う
だ
が
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
も
多
形
態
カ
ノ
ン
を
書
く

と
い
う
の
は
、
フ
ー
ガ
の
ス
ト
レ
ッ
ト
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
適

切
な
準
備
に
な
る
と
考
え
た
。
特
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
弟
子
に
、
フ
ー

ガ
主
題
の
事
前
研
究
を
さ
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
あ
る
主
題
が
カ
ノ
ン
と

し
て
扱
え
る
か
、
ま
た
反
行
対
位
法
と
し
て
扱
え
る
か
を
作
曲
前
に
調
べ

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
題
と
対
主
題
の
結
合
を
調
べ
る
の
に
匹
敵

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
５
は
ベ
ル
ク
が
行
っ
た
、
フ
ー
ガ
主
題

の
事
前
研
究
で
あ
る
61
。

南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
行
っ
て
い
た
上
級
対

位
法
講
座
（
ケ
ー
ジ
も
出
席
し
て
い
た
も
の
）
で
ス
ト
ラ
ン
グ
が
と
っ
て

い
た
ノ
ー
ト
に
は
、
フ
ー
ガ
の
結
合
を
カ
ノ
ン
で
行
う
可
能
性
と
反
行
で

行
う
可
能
性
を
学
生
が
調
べ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

調
べ
る
こ
と
で
、
学
生
は
フ
ー
ガ
の
三
部
分
に
適
し
た
結
合
を
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
基
本
結
合

と
最
初
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
、
だ
い
た
い
最
初
の
六
小
節
以
内
に
提
示
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
転
調
を
と
も
な
う
変
奏
と
冒
頭
素
材
の
変

形
が
、
続
く
六
小
節
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
最
後
の
展

開
部
で
は
、
ス
ト
レ
ッ
ト
が
強
調
的
に
行
わ
れ
、
そ
し
て
最
後
か
ら
二
つ

目
の
カ
デ
ン
ツ
が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
図
６
）62
。
こ
う
し
て
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
の
言
葉
に
よ
れ
ば
（
ス
ト
ラ
ン
グ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る

と
）、「
始
ま
り
〜
中
間
〜
終
わ
り
」
と
い
う
有
機
的
形
式
に
比
せ
ら
れ
る

形
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
63
。

厳
格
カ
ノ
ン
や
反
行
や
フ
ー
ガ
的
手
法
に
関
す
る
事
前
研
究
を
す
す
め

る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
弟
子
は
み
な
、
対
位
結
合
の
全
て
の
側
面
を
検
討

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
声
部
ど
う
し
の
リ
ズ
ム
的
相
互
作
用

や
、
線
と
線
と
の
間
の
不
協
和
な
度
合
い
、
そ
し
て
そ
れ
が
調
性
に
及
ぼ

す
影
響
、
そ
し
て
結
合
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
繰
り
返
す
こ
と
で
ど
の
よ
う

な
大
形
式
を
作
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
な
ど
と
い
っ
た
側
面
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
で
い
け
ば
、
弟
子
た
ち
は
こ
れ
ら
の
方
法
論
を
自

ら
の
創
作
に
役
立
て
ら
れ
る
と
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
考
え
て
い
た
。
従
っ

て
、
こ
れ
は
歴
史
的
技
法
に
関
す
る
（
ニ
ー
チ
ェ
的
意
味
で
の
）「
批
判

的
」
判
断
を
直
接
的
に
、
ま
た
「
幻
想
無
し
に
」
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
教
育
的
体
験
を
用
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
曲
伝
統
の
中
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例１：ゴットフリート・ハインリッヒ・シュテルツェルによる多形態カノン
（エビニーザー・プラウト『二重対位法とカノン』より）

a) カノンのための旋律

b) 上記旋律の反行形にリズム面で変化を加えたカノン旋律

c) 上記旋律のリズムをずらし、旋律を並べ替えたカノン旋律

d) 上記旋律のリズムをずらし、旋律を並べ替え、装飾音を加えたカノン旋律

e) 上記旋律のリズムをずらし、旋律を並べ替え、装飾音を加え、それを反行させたカ
ノン旋律
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図５：教科書フーガのための事前結合
アルバン・ベルクによるもの。音部記号を変更して転載。ヴィーン、オーストリア国立
図書館、F21,Berg 32/IV:32
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図６：３声フーガの３部構成（３小節の主題、応答、エピソード）
アルノルト・シェーンベルク・センター、ジェラルド・ストラング文書より

形式： Ⅰ 主題 ３小節
  応答 ３小節
  （１小節挿入） １小節
  主題（または応答） ３小節
  エピソード １〜３小節
  （Ⅰ部のカデンツ）

 Ⅱ 主題の再現３回
  （完全な終止まで引き延ばすか
  もしくはⅠ部を継続） １〜３小節

 Ⅲ ストレット
  終止
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で
音
楽
的
思
想
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
か
ら
見
て
行

く
よ
う
に
、
ケ
ー
ジ
は
フ
ー
ガ
の
ピ
ッ
チ
関
係
に
関
す
る
知
識
を
、『
セ

カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
・
メ
タ
ル
』
の
ピ
ッ
チ
の
な
い

打
楽
器
に
翻
訳
す
る
方
法
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

「
理
論
と
教
育
の
残
滓
」：

ケ
ー
ジ
の
『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
・
メ
タ
ル
』

ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
し
ば
ら
く
の
間
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
英
語
で
考

え
を
言
い
表
す
の
が
ま
だ
苦
手
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
教
育
活
動
に
手
を
染
め
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
大
学
の
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
に
、「
教
科
書
作
品
」
を
書
い

た
の
で
あ
る
。
彼
は
当
初
、
こ
れ
を
『
古
様
式
に
よ
る
組
曲
』
と
題
し
た

が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
弦
楽
四
重
奏
曲
第
二
番
作
品
一
〇
以
来
、
実

に
三
十
四
年
ぶ
り
の
調
性
作
品
と
な
る
。
こ
の
曲
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
生

に
彼
の
曲
を
紹
介
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
弦
楽
器
の
可

能
性
や
、
対
位
法
的
作
品
の
複
雑
さ
を
彼
ら
に
教
え
る
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
で
も
あ
る
64
。
当
時
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
学
生
だ
っ
た
ミ
ル
ト

ン
・
バ
ビ
ッ
ト
は
、
こ
の
曲
の
こ
と
を
「
全
て
の
作
曲
家
が
知
る
べ
き
事

柄
、
い
や
、
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
を
厳
格
に
修
め
た
必
携
書
」

と
称
し
て
い
る
65
。

こ
の
「
教
科
書
作
品
」
を
通
じ
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
自
分
自
身
が

若
い
頃
に
学
ん
だ
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
人
の
若
者
に
教
え
た
い
と
望
ん
で

い
た
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
二
十
三
歳
の
こ
ろ
、
ツ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
に

非
公
式
に
師
事
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
、『
弦
楽
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め

の
ガ
ヴ
ォ
ッ
ト
と
ミ
ュ
ゼ
ッ
ト
（
古
様
式
で
）』
と
い
う
初
期
作
品
を
書

き
、
そ
こ
か
ら
対
位
法
に
つ
い
て
多
く
を
学
ん
だ
。
こ
の
作
品
は
、
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
が
カ
ノ
ン
と
二
重
対
位
法
を
洗
練
さ
れ
た
や
り
方
で
結
合
さ

せ
た
最
初
の
現
存
す
る
作
品
と
な
っ
た
66
。
一
九
三
四
年
の
組
曲
第
一
楽

章
も
同
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
複
雑
な
対
位
結
合
を
用
い
て
お
り
、
彼
の

弟
子
が
分
析
し
た
り
模
倣
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
主
要
主
題
が
対
位
法
的
に
、
そ
れ
自
身
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た

り
（
第
十
、二
四
、四
一
小
節
な
ど
）、
お
互
い
に
、
そ
し
て
そ
の
反
行
形

と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
り
（
第
四
八
、八
七
小
節
な
ど
）、
ま
た
縮
小
形

（
例
え
ば
第
一
〇
九
小
節
）
や
拡
大
形
（
例
え
ば
第
一
〇
一
小
節
）
で
提
示

さ
れ
て
い
た
り
す
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
二
十
一
歳
の
頃
、
対

位
法
研
究
に
深
く
肩
入
れ
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
ら

の
一
八
九
七
年
頃
に
似
て
い
る
。
一
八
五
四
年
に
若
き
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
、

バ
ッ
ハ
の
影
響
を
受
け
て
サ
ラ
バ
ン
ド
と
ガ
ヴ
ォ
ッ
ト
を
書
い
た
が
、
そ

の
主
題
は
後
に
、
彼
の
弦
楽
五
重
奏
曲
ヘ
長
調
作
品
八
八
第
二
楽
章
で
も

再
利
用
さ
れ
て
い
る
67
。
こ
れ
は
二
重
対
位
法
で
ラ
ル
ゴ
と
ア
レ
グ
ロ
と

を
対
置
さ
せ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
五
重
奏

曲
を
気
に
入
っ
て
い
た
68
。
そ
し
て
事
実
、
彼
の
組
曲
第
一
楽
章
は
（「
序

曲
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
）、
ラ
ル
ゴ
か
ら
ア
レ
グ
ロ
へ
と
テ
ン
ポ
が
変

わ
る
中
で
展
開
す
る
二
重
対
位
法
で
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
と
は
異
な
り
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は

二
重
対
位
法
の
構
成
の
内
部
に
ま
で
フ
ー
ガ
を
は
め
込
も
う
と
し
た
（
表

２
）。
結
果
と
し
て
、
最
初
の
ラ
ル
ゴ
の
部
分
は
、
二
重
対
位
法
の
冒
頭

部
と
し
て
も
、
ま
た
フ
ー
ガ
へ
の
前
奏
曲
と
し
て
も
、
機
能
し
て
い
る
。

そ
れ
に
続
い
て
ア
レ
グ
ロ
か
ら
ラ
ル
ゴ
へ
と
テ
ン
ポ
変
化
す
る
箇
所
で
は
、

二
重
対
位
法
お
よ
び
前
奏
曲
主
題
に
基
づ
く
フ
ー
ガ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
入

り
が
明
示
さ
れ
る
。
一
方
、
作
品
全
体
を
通
し
て
、
主
題
は
絶
え
ず
変
奏

さ
れ
る
。
そ
し
て
反
行
形
で
示
さ
れ
る
場
合
に
は
ア
レ
グ
ロ
の
部
分
の
再

帰
が
予
期
さ
れ
る
（
四
八
小
節
な
ど
）。
こ
う
し
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手

法
で
、
組
曲
の
第
一
楽
章
は
雑
種
形
式
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

ケ
ー
ジ
は
オ
ッ
ト
ー
・
ク
レ
ン
ペ
ラ
ー
指
揮
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
交
響
楽

団
に
よ
る
組
曲
の
初
演
を
聞
い
た
あ
と
、
シ
ン
ド
ラ
ー
宛
の
手
紙
の
中
で
、

こ
の
作
品
を
賞
賛
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
作
品

の
歴
史
的
な
経
緯
の
た
め
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
音
楽
的
思
想
を
間
接
的
に
補

う
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

　
「
古
様
式
の
組
曲
」
が
土
曜
日
に
演
奏
さ
れ
た
が
、

素
晴
ら
し
か
っ
た
。
何
も
古
め
か
し
い
も
の
な
ど
な

か
っ
た
。
確
か
に
曲
は
序
曲
（
前
奏
曲
と
フ
ー
ガ
）

で
始
ま
る
が
、
全
体
の
「
思
想
」
は
基
本
的
に
新
し

い
発
想
に
よ
る
フ
ー
ガ
と
い
え
る
。
二
つ
と
し
て
主

題
と
応
答
と
の
関
係
が
同
じ
と
い
う
箇
所
は
な
い
し
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
前
奏
曲
の
発
展
形
と
も
言
え
る
。
そ

表２：シェーンベルクの二重変奏曲＋フーガによる二重形式
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の
魅
力
は
、
前
奏
曲
の
素
材
が
ラ
ル
ゴ
で
フ
ー
ガ
の

ア
レ
グ
ロ
を
絶
え
ず
中
断
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
69
。

組
曲
が
速
度
を
速
め
た
り
遅
め
た
り
す
る
こ
う
し
た
形
式
は
、
前
奏
曲

か
ら
フ
ー
ガ
へ
の
推
移
に
似
た
も
の
を
表
す
た
め
の
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
手
法
と
い
え
る
。
彼
は
前
奏
曲
の
カ
デ
ン
ツ
を
（
休
符
が
後
続
す
る
形

で
）、
フ
ー
ガ
の
冒
頭
に
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
例
２
）。
主
題
の
明

確
な
入
り
は
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
作
曲
の
基
本
と
し
て
教
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
「
規
則
」
を

破
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
弟
子

で
打
楽
器
音
楽
や
ジ
ャ
ズ
の
作
曲
家
で
も
あ
る
ビ
ル
・
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る

と
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
「
規
則
と
い
う
も
の
は
、
や
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
を
す
る
の
が
よ
い
の
か
に
関
す
る
も

の
で
は
な
い
」
と
固
く
信
じ
て
い
た
と
い
う
。
ラ
ッ
セ
ル
が
言
う
に
、
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
「
オ
ウ
ム
の
よ
う
に
た
だ
言
葉
を
反
復
す
る
だ
け
の
よ

う
な
答
え
を
弟
子
た
ち
に
期
待
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
追
求
す
る
姿
勢

を
育
て
、
自
己
批
判
的
態
度
を
刺
激
し
た
か
っ
た
」
の
で
あ
る
70
。

ケ
ー
ジ
は
組
曲
を
聴
い
て
か
ら
四
年
後
、
そ
し
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
へ

の
師
事
を
や
め
て
か
ら
ほ
ぼ
二
年
後
に
あ
た
る
一
九
三
九
年
十
二
月
九
日
、

自
ら
の
打
楽
器
楽
団
と
と
も
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
『
八
つ
の
打
楽
器
の
た
め

の
フ
ー
ガ
』（
一
九
三
一
―
三
二
）
を
演
奏
し
た
。
こ
れ
は
最
初
期
の
ア

メ
リ
カ
打
楽
器
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
フ
ー
ガ
的
形
式
で
書
か
れ
た

唯
一
の
作
品
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
の
秋
に
ケ
ー
ジ
が
そ
の
演
奏
会
の
準

例２：ラルゴ部の終止と重なる主題の開始
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備
を
し
て
い
た
頃
、
ラ
ッ
セ
ル
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
元
で
学
ん
で
い
た
。

恐
ら
く
彼
は
ケ
ー
ジ
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
レ
ッ
ス
ン
の
こ
と
な
ど
話
し

て
い
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
カ
ウ
エ
ル
の
『
ニ
ュ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
エ

デ
ィ
シ
ョ
ン
』（
一
九
三
三
）
に
出
版
さ
れ
た
そ
の
フ
ー
ガ
の
楽
譜
を
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
み
て
、「
い
ろ
い
ろ
と
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う

だ
」
な
ど
と
話
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
71
。

そ
の
年
の
秋
、
ケ
ー
ジ
も
「
新
た
な
タ
イ
プ
の
…
…
フ

ー
ガ
」
を
書
き
は
じ
め
た
72
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う

に
、
ケ
ー
ジ
も
フ
ー
ガ
を
大
形
式
の
中
に
埋
め
込
ん
だ
。

『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
・
メ
タ
ル
』

は
平
方
根
形
式
で
出
来
て
お
り
、
四
人
の
奏
者
、
メ
タ
ル

と
皮
の
十
二
の
楽
器
、
そ
し
て
「
ス
ト
リ
ン
グ
・
ピ
ア

ノ
」
の
た
め
に
書
か
れ
た
73
。『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
』
の
第
一
部
は
十
六
小
節
あ
る
た
め
、
作
品

は
十
六
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
十
六
個
の
部
分
か

ら
な
る
。
そ
し
て
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
、
リ
ズ
ム
、
音
色
の
点

か
ら
、
最
初
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
明
確
に
、
四
小
節
、

三
小
節
、
四
小
節
、
五
小
節
と
い
う
よ
う
に
分
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
本
作
の
ミ
ク
ロ
構
造
で
あ
る
（
例
３
）。
ケ

ー
ジ
の
平
方
根
形
式
に
関
す
る
こ
だ
わ
り
を
示
す
か
の
よ

う
に
、
作
品
全
体
の
マ
ク
ロ
構
造
に
お
い
て
も
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
が
四
、三
、四
、五
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
に
分
か
れ
て

い
る
。
事
実
、
最
初
の
四
つ
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
第
一

主
題
（
第
一
〜
五
小
節
）
の
変
形
か
ら
な
っ
て
い
る
。
続

く
三
つ
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
第
二
主
題
（
練
習
番
号

四
、
第
一
〜
四
小
節
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
三
主

例３：『セカンド・コンストラクション』のミクロ構造
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題
は
八
つ
目
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
入
っ
て
来
る
（
練
習
番
号
八
、
第

十
二
―
十
六
小
節
）。
こ
う
し
た
主
題
提
示
手
法
は
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で

４
＋
３
と
い
う
構
造
を
生
み
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
典
型
的
な
平
方
根
形

式
で
あ
れ
ば
本
来
、
次
の
分
節
は
第
十
二
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
見
い
だ
さ

れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
作
は
そ
う
で
は
な
い
。
第
九
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
が
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
と
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
で
終
わ
っ
て
休
符
が
後
続
す

る
た
め
、
作
品
は
こ
こ
で
一
端
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
表
３
）74
。

こ
の
総
休
止
は
、
あ
る
特
別
な
音
楽
的
内
容
の
前
触
れ
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
主
題
の
再
帰
で
あ
る
。
こ
れ
に

続
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
が
こ
の
主
題
の
リ
ズ
ム
を
模
倣
し
て
提
示
し

て
行
く
（
例
４
）。
模
倣
は
四
小
節
と
三
小
節
ご
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
は

比
率
的
に
も
本
作
の
ミ
ク
ロ
構
造
お
よ
び
マ
ク
ロ
構
造
と
同
じ
で
あ
る
。

後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
聴
き
手
は
、
こ
れ
ら
が
実
は
フ
ー
ガ
の
主
題
と
応

答
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
う
し
て
ケ
ー
ジ
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

よ
う
に
、
フ
ー
ガ
の
主
題
を
最
初
は
予
期
せ
ず
に
提
示
し
、
ま
た
同
様
に

主
題
と
応
答
と
を
絶
え
ず
変
奏
し
て
い
く
。
そ
し
て
た
っ
た
一
つ
の
リ
ズ

ム
パ
タ
ー
ン
を
、
絶
え
ず
異
な
る
楽
器
で
演
奏
さ
せ
て
い
く
。

ま
た
、
や
は
り
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
似
た
や
り
方
で
、
ケ
ー
ジ
は
主
題

よ
り
も
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
方
を
音
量
の
増
大
や
テ
ン
ポ
の
変
化
に
よ
り
強
調

し
て
い
る
（
例
え
ば
第
十
一
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
最
後
二
小
節
な
ど
。
例

５
）。
こ
れ
は
ケ
ー
ジ
が
、
シ
ン
ド
ラ
ー
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
の
特
徴
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ジ
は
常

に
浄
書
譜
の
中
に
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
込
ん
で
い
る

表３：ケージの平方根形式とフーガ形式とによる二重形式
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例５：第11 ローテーションにおけるエピソードのリズム面、ダイナミックス面での変化

例４：フーガ主題の入り
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（
図
７
）。
こ
こ
か
ら
も
、
彼
が
い
か
に
、

フ
ー
ガ
の
音
高
素
材
（
例
え
ば
主
題
と

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
フ
ー
ガ
の
大
形
式
な

ど
）
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
技

法
を
、
音
高
の
な
い
打
楽
器
と
い
う
媒

体
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
強
い
関
心
を

抱
い
て
い
た
の
か
が
よ
く
分
か
る
。
そ

れ
は
彼
が
初
期
の
著
作
の
中
で
も
述
べ

て
い
る
作
曲
上
の
要
素
な
の
で
あ
る
75
。

ケ
ー
ジ
は
フ
ー
ガ
を
三
部
分
に
分
け

て
い
る
。
す
な
わ
ち
提
示
部
と
展
開
部
、

そ
れ
に
ス
ト
レ
ッ
ト
部
で
あ
る
。
こ
れ

は
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
彼
が
学

ん
だ
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
科
書
的
三

部
形
式
と
機
能
的
に
同
じ
で
あ
る
。
第

十
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
導
入
さ
れ
る
主

題
と
応
答
に
続
き
、
主
題
が
そ
の
応
答

と
一
小
節
重
な
る
形
で
入
る
。
第
十
一

―
十
二
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
れ
ら
の

素
材
の
変
形
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

第
十
二
―
十
三
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お

い
て
ケ
ー
ジ
は
、
主
題
が
現
れ
る
た
び

に
必
ず
一
小
節
早
く
入
る
よ
う
に
ス
ト

図７：ケージの分析的書き込みの例：第13ローテーションに「エピソード」の書き込み
ニューヨーク・パブリック・ライブラリー、ジョン・ケージ・コレクション、草稿１より。
ジョン・ケージ・トラスト使用許諾を得て掲載。
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レ
ッ
ト
を
書
い
た
。
こ
れ
を
、
一
周
す
る
ま
で
続
け
る
の
で
あ
る
（
例
６
）。

そ
し
て
事
実
、
そ
の
箇
所
で
、
第
十
四
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
て
、
フ
ー
ガ

は
終
わ
る
76
。
こ
の
よ
う
に
対
位
結
合
を
操
作
す
る
点
に
お
い
て
、
ケ
ー

ジ
は
「
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
を
覚
え
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
彼
は
、（
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
言
葉
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
と
）
自
ら

の
個
性
を
出
し
た
や
り
方
で
、
そ
の
教
え
を
導
入
し
、
か
つ
解
釈
し
た
と

い
え
よ
う
。

結
び一

九
八
〇
年
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
六
八
歳
に
な
る
ケ

ー
ジ
は
、『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
が
失
敗
だ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。

[

今
日]

と
て
も
多
く
の
人
々
が
古
い
音
楽
を
演
奏

し
は
じ
め
て
い
る
。
彼
ら
は
私
を
コ
ン
サ
ー
ト
に
誘

う
の
で
、
私
も
そ
れ
を
聞
く
機
会
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

中
に
は
い
い
の
も
あ
る
が
、
中
に
は
そ
う
で
な
い
の

も
あ
る
…
…
『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
』
は
駄
作
だ
と
思
う
。
書
い
た
時
に
は
、
あ
ま
り

そ
う
は
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
は
、
面
白
い

曲
だ
と
思
っ
た
の
だ
。
し
か
し
あ
の
曲
に
は
、
教0

育
や
理
論
の
残
滓

0

0

0

0

0

0

0

が
見
ら
れ
る[

傍
点
は
筆
者
に
よ

例６：フーガ主題の再現。最後の２回で１小節分早まる箇所
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る]

。
実
は
あ
れ
は
フ
ー
ガ
で
、
そ
れ
を
新
た
な
秩

序
に
よ
り
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
今
日

で
は
、
フ
ー
ガ
は
面
白
く
な
い
と
思
う
（
な
ぜ
な
ら

主
題
を
反
復
す
る
か
ら
で
あ
る
）77
。

ケ
ー
ジ
は
、
フ
ー
ガ
に
お
け
る
反
復
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
通
用
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
退
け
る
。
彼
は
、
主
題
の
入
り
が
予
測
で

き
て
し
ま
う
こ
と
を
も
ど
か
し
く
思
い
、
ま
た
そ
の
た
め
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
伝
統
へ
の
脆
弱
さ
」
を
露
呈
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
78
。
し
か
し
そ
の
生
涯
を
通
し
て
、
ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
の
文
章
や
理
論
的
著
作
を
読
み
直
し
て
は
、
個
人
的
に
考
え
を
新
た
に

し
て
き
た
。
た
だ
し
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
楽
譜
を
同
じ
ぐ
ら
い
の
熱

意
で
も
っ
て
研
究
し
た
こ
と
だ
け
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
カ
ウ
エ
ル
に
話
し
て
い
た
通
り
、
ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン

ベ
ル
ク
の
「
哲
学
的
な
部
分
」
に
の
み
関
心
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
例
え

ば
ケ
ー
ジ
は
晩
年
、『
様
式
と
思
想
』
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
、
数
カ
所
、

言
葉
を
書
き
写
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
彼
と
が
共
通

の
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
含
意
す
る
よ
う
な
箇
所
か
ら
の
抜
粋
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
彼
が
引
用
し
た
箇
所
に
は
「
未
来
形
式
の
追
求
」
は

「
さ
ま
ざ
ま
な
違
っ
た
道
と
迂
回
路
を
通
し
て
到
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
違
っ
た
方
法
で
表
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と

書
か
れ
て
い
る
（
図
８
）79
。

歳
を
重
ね
て
か
ら
ケ
ー
ジ
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
に
対
峙
し
た
そ

の
姿
勢
は
お
そ
ら
く
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
バ
ッ
ハ
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
作
品
に
対
峙
し
た
そ
の
姿
勢
に
比
せ
ら

れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ケ
ー
ジ
は
自
ら
の
師
匠
が
仲
間
を
持
た
な
か

っ
た
た
め
、
歴
史
上
の
「
記
念
碑
的
」
人
物
と
対
話
を
求
め
て
い
た
こ
と

を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
ゲ
ル
マ
ン
的
、
十
九
世
紀
的
な

想
像
力
に
よ
る
と
、

個
々
人
の
闘
い
に
お
け
る
偉
大
な
瞬
間
瞬
間
が
一
連

の
鎖
を
形
成
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
瞬
間
に
お
い
て

人
類
の
山
脈
が
数
千
年
に
渡
っ
て
結
ば
れ
る
こ
と
、

お
の
れ
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
瞬

間
の
至
高
の
も
の
が
今
な
お
生
き
生
き
と
命
脈
を
保

ち
、
さ
ん
然
と
し
て
輝
き
偉
大
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ

こ
そ
が
…
…
人
間
性
へ
の
信
仰
の
根
本
思
想
だ
80
。

ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
ほ
ど
の
人
物
に
と
っ
て
も
、
過
去
は
捨
て
ら
れ
な
い

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。





221

ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

謝
辞

　

本
論
の
原
稿
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
バ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ト
・
コ
ー
リ
ー
、
ジ
ョ
エ
ル
・
フ
ェ
イ
ギ
ン
の

各
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
ま
た
ゴ
ー
ド
ン
・
ル
ー
ト
お
よ
び
エ
イ
ネ
・
ヘ

ネ
ガ
ン
両
氏
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
と
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
で
教
え
て
い
た
講
座
に
関
す

る
情
報
を
提
供
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
子
で
あ
る

ロ
ー
レ
ン
ス
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、
ヌ
リ
ア
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
・
ノ
ー

ノ
、
ロ
ナ
ル
ド
・
シ
ェ
ー
ン
ン
ベ
ル
ク
の
各
氏
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
遺
産
の
い
く
つ
か
を
、
本
論
で
出
版
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
に
あ
る
ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
の
古
文
書
担
当
テ
レ
ー
ゼ
・
ム
ク
ゼ
ン
ダ
ー
氏

と
そ
の
補
佐
役
の
エ
イ
ケ
・
フ
ェ
ス
氏
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
文
庫
と

ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
文
庫
の
両
方
で
資
料
取
得
の
手
助
け
を
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
・
ト
ラ
ス
ト
の
取
締
役
、
ロ
ー
ラ
・

ク
ー
ン
氏
、
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

上
演
芸
術
部
門
の
ア
メ
リ
カ
音
楽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
課
長
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・

ハ
イ
ア
ム
氏
に
は
、
ケ
ー
ジ
の
『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・

図８：ケージ直筆による『音楽における様式と思想』
　　　所収「グスタフ・マーラー」からの引用

偉大なる人々が表現しようと望む内容、
それはたった一つしかない。未来の形式、
不滅の魂、宇宙への溶解に対する人類の
熱望である。すなわち、この魂の、神へ
の熱望である。これは、さまざまな道を
通り、迂回しつつ到達され、様々な方法
で表現されるものではある。しかしこれ
こそが、偉大なる人々による作品の内容
なのである。彼らはそれを成し遂げるま
では、確固たる意志をもち、それを果て
しなく切望し、強烈に所望するのである。

̶̶アルノルト・シェーンベルク、様式と思想（1950）
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イ
ン
・
メ
タ
ル
』
の
浄
書
譜
を
研
究
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
ゲ
テ
ィ
・
リ
サ
ー
チ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
の
副

学
芸
員
、
ナ
ン
シ
ー
・
パ
ー
ロ
フ
氏
は
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
と
ポ
ー
リ
ン
・

シ
ン
ド
ラ
ー
の
文
通
に
つ
き
、
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

方
々
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

付
録
：
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対
位
法
講
座
：
各
回
の
授
業
テ
ー
マ

１
．
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
私
邸
に
お
け
る
講
座
。
バ
ー
ニ
ス
・
エ
イ
ブ
ラ
ム

ズ
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
レ
ン
ブ
レ
イ
が
出
席
（
バ
ー

ニ
ス
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
の
一
九
三
五
年
五
月
か
ら
八
月
ま
で
の
ノ
ー

ト
よ
り
）

一
九
三
五
年
六
月
？
日

音
部
記
号
に
つ
い
て

各
声
部
の
音
域

各
類
の
例

定
旋
律
Ｃ
―
Ｄ
―
Ｆ
―
Ｅ
―
Ｄ
―
Ｃ
に
よ
る
二
声
の
第
一
、二
、三
、

四
、五
類
に
つ
い
て

一
九
三
五
年
六
月
三
〇
日

カ
デ
ン
ツ
と
転
調

も
う
一
つ
の
定
旋
律
Ｂ
♭
―
Ｆ
―
Ｄ
―
Ｇ
―
Ｃ
―
Ｆ
―
Ｄ
―
Ｅ
―

Ｃ
―
Ｄ
―
Ｃ
―
Ｂ
♭

一
九
三
五
年
七
月
六
日

短
調
に
お
け
る
三
声
の
第
一
類
お
よ
び
複
合
類

短
調
に
お
け
る
転
調
：
ハ
長
調
か
ら
イ
短
調
へ
、
イ
短
調
か
ら
ホ

長
調
へ
、
ハ
長
調
か
ら
ホ
短
調
へ
、
イ
長
調
か
ら
ホ
短
調
へ

一
九
三
五
年
七
月
二
〇
日

四
声
の
第
二
類
と
混
合
類

一
九
三
五
年
八
月
三
日

三
分
割
リ
ズ
ム
に
よ
る
四
声
の
混
合
類

解
決
の
中
断

一
九
三
五
年
八
月
一
〇
日

四
声
の
第
五
類

一
九
三
五
年
八
月
二
四
日

四
声
の
混
合
類

一
九
三
五
年
八
月
三
一
日

四
声
の
転
調

転
調
：
ハ
長
調
か
ら
ヘ
長
調
へ
、
イ
短
調
か
ら
ヘ
短
調
へ
、
ハ

長
調
か
ら
ニ
短
調
へ
、
イ
短
調
か
ら
ニ
短
調
へ

２
．
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
、
音
楽
240
Ａ
―
Ｂ
「
対
位
法
的
作
曲
の
技

法
」（
一
九
三
五
年
十
月
か
ら
一
九
三
六
年
六
月
ま
で
、
作
曲
家
ジ
ェ
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ラ
ル
ド
・
ス
ト
ラ
ン
グ
の
ノ
ー
ト
に
よ
る
）

　

第
一
学
期

一
九
三
五
年
十
月
七
日

カ
デ
ン
ツ

対
位
法
に
お
け
る
和
声

二
重
対
位
法
の
例

一
九
三
五
年
十
月
一
四
日

三
声
の
類
的
対
位
法
諸
規
則

声
部
間
の
交
叉

繋
留
の
可
能
性

一
九
三
五
年
十
月
二
一
日

六
度
跳
躍
／
隠
伏
五
度
と
隠
伏
八
度
の
危
険
性

中
断
さ
れ
た
解
決
：
カ
ン
ビ
ア
ー
タ

一
九
三
五
年
十
月
二
八
日

大
規
模
対
位
法
形
式
作
曲
準
備
と
し
て
の
転
調

解
決
の
準
備
と
中
断

カ
ン
ビ
ア
ー
タ
の
詳
細

偽
終
止

繋
留
と
カ
ン
ビ
ア
ー
タ

一
九
三
五
年
十
一
月
十
八
日

３
声
書
法
：
３
和
音

一
九
三
五
年
十
一
月
二
五
日

近
親
調
へ
の
転
調
、
五
度
圏
の
上
行
お
よ
び
下
行
：（
上
行
）
ハ
長

調
か
ら
イ
短
調
へ
、
ハ
長
調
か
ら
ト
長
調
へ
、
ハ
長
調
か
ら
ホ

短
調
へ
、（
下
行
）
ハ
長
調
か
ら
ヘ
長
調
へ
、
ハ
長
調
か
ら
ニ
短

調
へ
、（
上
行
）
イ
短
調
か
ら
ハ
長
調
へ
、
イ
短
調
か
ら
ホ
短
調

へ
、（
下
行
）
イ
短
調
か
ら
ト
長
調
へ
、
イ
短
調
か
ら
ヘ
長
調
へ
、

イ
短
調
か
ら
ニ
短
調
へ

特
徴
音
の
抑
制

中
立
域

中
立
域
と
自
然
音
階

転
調
域

一
九
三
五
年
十
二
月
二
日

短
調
で
の
書
法

解
消

音
階
の
和
声
的
起
源

拡
張
調
性
と
旋
法

動
機
の
回
避

一
九
三
五
年
十
二
月
九
日

解
消

調
の
特
徴
的
領
域
と
非
特
徴
的
領
域

中
立
的
三
和
音

一
九
三
六
年
一
月
六
日

転
調
：
ハ
長
調
か
ら
ホ
短
調
へ
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人
為
的
ド
ミ
ナ
ン
ト
と
し
て
の
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅵ
の
三
和
音

一
九
三
六
年
一
月
十
三
日

中
継
調
へ
の
転
調
の
難
し
さ
：
ハ
長
調
―
イ
短
調
―
ト
長
調
、
ハ

長
調
―
ホ
短
調
―
ト
長
調
、
ハ
長
調
―
イ
短
調
―
ホ
短
調
、
ハ

長
調
―
イ
短
調
―
ト
長
調
―
ホ
短
調
、
イ
短
調
―
ハ
長
調
―
ト

長
調
、
イ
短
調
―
ホ
短
調
―
ト
長
調
、
イ
短
調
―
ハ
長
調
―
ホ

長
調
、
イ
長
調
―
ト
長
調
―
ホ
短
調
、
イ
長
調
―
ハ
長
調
―
ホ

短
調
―
ト
長
調
、
イ
短
調
―
ハ
長
調
―
ト
長
調
―
ホ
短
調

一
九
三
六
年
一
月
二
十
日

﹇
ス
ト
ラ
ン
グ
は
授
業
欠
席
。
ケ
ー
ジ
ら
か
ら
ノ
ー
ト
借
り
る
﹈

一
九
三
六
年
一
月
二
七
日

模
倣
（
二
〜
四
声
）

　

第
二
学
期

一
九
三
六
年
二
月
十
七
日

不
完
全
模
倣

オ
ク
タ
ー
ブ
で
の
模
倣

一
九
三
六
年
二
月
二
四
日

五
度
で
の
模
倣

バ
ス
に
お
け
る
四
度
跳
躍

模
倣
の
継
続
す
る
声
部

一
九
三
六
年
三
月
二
日

カ
ノ
ン
：
基
本
、
反
行
（
拡
大
と
縮
小
）、
無
限

一
九
三
六
年
三
月
九
日

フ
ラ
ッ
ト
調
へ
の
転
調
：
ハ
長
調
か
ら
ヘ
長
調
へ

カ
ノ
ン
へ
の
二
声
部
追
加

一
九
三
六
年
三
月
十
六
日

転
調
：
ハ
長
調
か
ら
ニ
短
調
へ

連
続
刺
繍
音

一
九
三
六
年
三
月
二
三
日

三
声
の
カ
ノ
ン

教
会
旋
法

長
調
風
旋
法
と
短
調
風
旋
法

三
声
カ
ノ
ン
に
お
け
る
問
題

一
九
三
六
年
四
月
二
十
日

コ
ラ
ー
ル
前
奏
曲
の
段
階
的
作
曲

一
九
三
六
年
四
月
二
七
日

コ
ラ
ー
ル
前
奏
曲
の
例

一
九
三
六
年
五
月
十
一
日

フ
ー
ガ
と
語
源

一
つ
の
楽
想
と
し
て
の
フ
ー
ガ
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一
九
三
六
年
五
月
十
八
日

フ
ー
ガ
主
題
の
カ
ノ
ン
（
ス
ト
レ
ッ
ト
）
と
し
て
の
創
作

調
性
的
応
答

一
九
三
六
年
五
月
二
五
日

フ
ー
ガ
主
題
の
カ
ノ
ン
に
よ
る
作
曲

一
九
三
六
年
六
月
一
日

三
声
フ
ー
ガ
形
式

一
九
三
六
年
六
月
八
日

三
声
フ
ー
ガ
作
曲
の
た
め
の
指
針

全
て
の
度
へ
の
カ
デ
ン
ツ

３
．
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
：
音
楽
122A
「
応
用
対
位
法
」

（
一
九
三
六
年
九
月
〜
一
九
三
七
年
一
月
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
・
レ
ナ
ー
ド
・

ス
タ
イ
ン
の
ノ
ー
ト
に
よ
る
）

一
九
三
六
年
九
月
十
四
日

混
合
類
で
の
転
調

一
九
三
六
年
九
月
二
一
日

カ
デ
ン
ツ
に
お
け
る
リ
ズ
ム

一
九
三
六
年
九
月
二
五
日

二
重
対
位
法
と
カ
デ
ン
ツ

一
九
三
六
年
九
月
二
八
日

三
声
模
倣
の
部
分
と
下
拍
に
お
け
る
オ
ク
タ
ー
ブ

一
九
三
六
年
十
月
二
日

対
位
法
と
下
拍
に
お
け
る
平
行
進
行

一
九
三
六
年
十
月
九
日

対
位
法
的
作
曲
と
は

多
形
態
カ
ノ
ン
の
説
明

二
重
対
位
法
に
お
け
る
付
加
声
部
の
効
果

一
九
三
六
年
十
月
十
二
日

二
重
対
位
法
に
お
け
る
四
度
と
五
度

二
重
対
位
法
と
転
調
カ
デ
ン
ツ

一
九
三
六
年
十
月
十
六
日

カ
ン
ビ
ア
ー
タ
に
お
け
る
協
和
と
不
協
和

一
九
三
六
年
十
月
十
九
日

二
重
対
位
法
に
お
け
る
カ
ン
ビ
ア
ー
タ

長
旋
法
と
短
旋
法

一
九
三
六
年
十
月
二
三
日

転
回
点
と
解
消
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一
九
三
六
年
十
一
月
二
日

転
回
点
と
解
消

一
九
三
六
年
十
一
月
六
日

音
楽
構
造
の
土
台
と
し
て
の
模
倣

一
九
三
六
年
十
一
月
九
日

全
て
の
度
に
お
け
る
解
消
と
カ
デ
ン
ツ

模
倣
に
お
け
る
三
全
音

フ
リ
ギ
ア
・
カ
デ
ン
ツ

一
九
三
六
年
十
一
月
三
十
日

コ
ラ
ー
ル
前
奏
曲
作
曲
の
指
導

一
九
三
六
年
十
二
月
四
日

全
て
の
度
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ

コ
ラ
ー
ル
の
カ
デ
ン
ツ

一
九
三
六
年
十
二
月
十
一
日

四
声
の
模
倣

一
九
三
七
年
一
月
四
日

単
純
な
フ
ー
ガ
作
曲
の
指
導

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
原
住
民
、
カ
ル
ー
ク
族
の

音
楽
に
つ
い
て

調
性
的
応
答
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d

 ein
igen

 M
u

sic-F
reu

n
d

en
 zu

 
gefa

llen
, d

em
 D

ru
ck ü

berla
ssen

, von
 G

[ottfried
] H

[ein
rich

] 
S[tölzel] R

ep
rin

ted
 in

 P
im

m
er, H

an
s (E

d
.). M

icro
fich

e 
e
d

itio
n

: D
e
u

tsch
e
 H

o
ch

sch
u

lsch
rifte

n
/A

lte
 R

e
ih

e
. 

E
gelsb

ach
, Fran

k
fu

rt an
d
 W

ash
in

gto
n
.

Stran
g

, G
erald

. “T
h

e G
erald

 Stran
g

 Satellite C
o

llectio
n

.”  
A

rn
o

ld
 Sch

ö
n

b
erg C

en
ter, V

ien
n

a, A
u

stria.
To

m
p
k
in

s, C
alvin

. (1965). T
h

e B
rid

e a
n

d
 th

e B
a

ch
elors: T

h
e 

H
eretica

l C
ou

rtsh
ip in

 M
od

ern
 A

rt. N
ew

 Y
o
rk

: T
h
e V

ik
in

g 
P
ress. 

T
rem

b
lay, G

eo
rge. (1974). T

h
e D

e�
n

itive C
ycle of th

e T
w

elve-
Ton

e R
ow

. N
ew

 Y
o
rk

: C
riterio

n
 M

u
sic C

o
rp

o
ratio

n
. 

Z
o
ltan

, R
o
m

an
. (1

9
8
9
). M

a
h

ler’s A
m

erica
n

 Y
ea

rs, 1
9

0
7

–
1

9
1

1
, A

 D
o

cu
m

en
ta

ry H
isto

ry. N
ew

 Y
o
rk

: P
en

d
rag

o
n
 

P
ress. 
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註1 

ケ
ー
ジ
は
一
九
三
五
年
一
月
十
一
日
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
出
会
い
、

三
月
十
八
日
に
彼
の
講
座
を
受
け
始
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
彼

が
一
九
三
五
年
一
月
十
一
日
と
三
月
十
九
日
に
ポ
ー
リ
ン
・
シ
ン
ド

ラ
ー
に
宛
て
た
手
紙
を
参
照
。
ま
たM

au
reen

 M
ary, “Letters”

も

参
照
の
こ
と
。
こ
の
講
座
の
内
容
に
つ
い
て
は Pau

lin
e A

ld
erm

an
, 

“C
lasses at U

SC
,” 206

お
よ
びM

ich
ael H

icks, “Jo
h

n
 C

age’s 
Stu

d
ies w

ith
 Sch

o
en

b
erg,”  127

を
参
照
。
ケ
ー
ジ
自
身
も
、
ド

イ
ツ
人
作
曲
家
デ
ィ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
に
宛
て
た
一
九
七
三
年

十
二
月
十
一
日
付
け
の
未
刊
の
手
紙
の
中
で
、
こ
の
講
座
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。

2 

ケ
ー
ジ
の
シ
ン
ド
ラ
ー
宛
手
紙
（
一
九
三
五
年
三
月
十
八
日
付
）
を

参
照
。

3 

一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
五
年
に
か
け
て
、
ポ
ー
リ
ン
・
シ
ン
ド

ラ
ー
は
美
術
雑
誌
『
デ
ュ
ー
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
の
副
編
集
長
で
あ
っ

た
。
こ
の
雑
誌
に
は
、
ケ
ー
ジ
も
対
位
法
に
関
す
る
論
文
を
掲
載
し
た

こ
と
が
あ
る
。C

age 1933

を
参
照
。
シ
ン
ド
ラ
ー
の
別
居
中
の
夫
は
、

ウ
ィ
ー
ン
の
建
築
家
で
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
弟
子
の
ル
ド

ル
フ
・
シ
ン
ト
ラ
ー
で
あ
る
。
ル
ド
ル
フ
は
、
母
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、

ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
や
ア
ン
ト
ン
・
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
も
含

む
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
の
ウ
ィ
ー
ン
・
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
で
も
あ
る
。

ポ
ー
リ
ン
は
夫
を
通
じ
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
出
会
っ
て
い
る
。
ポ
ー

リ
ン
・
シ
ン
ド
ラ
ー
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、Jo

h
n

 C
ro

sse, “Pau
lin

e 
G

ib
lin

g Sch
in

d
ler,” M

ary, “Letters,” 1
, K

en
n

eth
 Silverm

an
n

, 
B

egin
 A

ga
in

, 18-19

を
参
照
。

4 

ケ
ー
ジ
は
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
四
年
に
か
け
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
ア
ド
ル
フ
・
ワ
イ
ス
の
も
と
、
作
曲
を
学
ん
だ
。
ケ
ー
ジ
が
い

ず
れ
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
も
と
で
学
ぶ
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
作
曲

家
の
ヘ
ン
リ
ー
・
カ
ウ
エ
ル
が
、
ケ
ー
ジ
を
ワ
イ
ス
に
引
き
合
わ
せ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
はW

illiam
 B

ern
ard

 G
eo

rge, 
“A

d
o

lp
h

 W
eiss,” 267-69

お
よ
びH

icks, “Jo
h

n
 C

age’s Stu
d

ies,” 
126

を
参
照
。
ワ
イ
ス
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
流
の
指
導
に
精
通
し
て
い

た
。
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
メ
ー
ト
リ
ン
ク
に
あ
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

私
邸
で
、
個
人
指
導
を
一
九
二
五
年
に
受
け
て
い
た
。
そ
の
後
彼
は
、

ベ
ル
リ
ン
で
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
二
七
年
に
開
催
さ
れ
た
プ
ロ
シ
ア

芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
作
曲
講
座
に
入
る
こ

と
の
で
き
た
最
初
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
三
四

年
に
彼
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・

ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
も
な
っ
て
い
た
。

5 

ケ
ー
ジ
の
シ
ン
ド
ラ
ー
宛
の
手
紙
（
一
九
三
五
年
三
月
二
日
付
）
を

参
照
。

6 

ケ
ー
ジ
の
シ
ン
ド
ラ
ー
宛
の
手
紙
（
一
九
三
五
年
四
月
十
五
日
付
）

を
参
照
。
ケ
ー
ジ
の
級
友
で
も
あ
っ
た
ポ
ー
リ
ン
・
ア
ル
ダ
ー
マ
ン
教

授
に
よ
れ
ば
、
ア
バ
ス
弦
楽
四
重
奏
団
は
弦
楽
四
重
奏
曲
第
三
番
の
抜

粋
を
教
室
で
演
奏
し
、
ま
た
全
曲
を
学
生
の
最
後
の
集
ま
り
の
際
に
演

奏
し
た
（A

ld
erm

an
, “C

lasses,” 206-207

）。
こ
の
弦
楽
四
重
奏
曲

の
公
開
演
奏
会
は
プ
ロ
・
ム
ジ
カ
の
後
援
で
一
九
三
五
年
三
月
二
六
日

に
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
開
催
さ
れ
た
。Leta M

iller, “H
en

ry C
o

w
ell 

an
d

 Jo
h

n
 C

age,” n
. 53, 60

を
参
照
。

7 
G

eo
rge, “A

d
o

lp
h

 W
eiss,” 308-309

。

8 
G

eo
rge, “A

d
o

lp
h

 W
eiss,” 311

。

9 

例
え
ばSilverm

an
, B

egin
 A

gain
,  17

。

10 

ケ
ー
ジ
の
ワ
イ
ス
宛
手
紙
（
日
付
な
し
。
恐
ら
く
一
九
三
五
年
中
旬

か
ら
下
旬
の
も
の
）
を
参
照
。H

icks, “Jo
h

n
 C

age’s Stu
d

ies,” 136
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ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

も
参
照
。

11 
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
自
ら
が
以
下
の
基
準
に
よ
り
学
生
を
選
ぶ
と

ア
ド
ル
フ
・
ワ
イ
ス
に
述
べ
る
。
曰
く
、「
私
は
し
て
い
る
こ
と
の
中

身
で
人
を
評
価
し
ま
せ
ん
。
表
情
で
評
価
し
ま
す
。
も
し
共
感
的
な
表

情
を
し
て
い
た
ら
、
私
は
そ
の
人
に
教
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い

ま
す
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
教
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
」
と

（G
eo

rge, “A
d

o
lp

h
 W

eiss,” 17

）。

 

　

対
位
法
講
座
に
は
三
名
の
学
生
が
い
た
。
ケ
ー
ジ
、
ト
レ
ン
ブ
レ
イ
、

そ
れ
に
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
バ
ー
ニ
ス
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー

ジ
・
ト
レ
ン
ブ
レ
イ
（
一
九
一
一
―
八
二
）
は
カ
ナ
ダ
人
作
曲
家
で
あ

り
、
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
の
聖
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ト
・
ド
ポ
ー
ル
教
会
の
作

曲
家
兼
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
、
ア
メ
デ
ー
・
ト
レ
ン
ブ
レ
イ
の
息
子
で
も
あ

る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
音
列
作
曲
家
で
あ
り
、
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

で
あ
り
、そ
し
て
究
極
的
に
は『
十
二
音
列
の
完
全
サ
イ
ク
ル
』（G

eo
rge 

T
rem

b
ley, 1974

）
と
い
う
理
論
書
の
著
者
で
あ
る
。
彼
は
一
九
三
五

年
か
ら
一
九
五
一
年
ま
で
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
個
人
的
に
師
事
し
て

い
た
。

 

　

バ
ー
ニ
ス
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
・
ゲ
イ
リ
ン
ガ
ー
（
一
九
八
一
―

二
〇
〇
一
）
は
コ
ン
サ
ー
ト
・
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
り
、音
楽
学
者
カ
ー
ル
・

ゲ
イ
リ
ン
ガ
ー
の
二
番
目
の
妻
で
も
あ
る
。

12 

こ
の
手
紙
に
は
日
付
が
な
い
が
、
文
面
に
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
講

座
で
コ
ラ
ー
ル
前
奏
曲
を
学
ん
だ
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ー

ン
の
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
内
レ
ナ
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
レ
ナ
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
が
書
き
残
し

た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
講
座
『M

u
sic 122A

』

の
ノ
ー
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
テ
ー
マ
は
一
九
三
六
年
十
一
月
三
十
日
と

一
九
三
六
年
十
二
月
四
日
と
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。

13 

ケ
ー
ジ
の
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
宛
手
紙
（
一
九
七
三
年
十
二
月
十
一
日
付
）

を
参
照
。
ケ
ー
ジ
は
こ
う
し
た
感
情
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
表

現
し
て
い
る
。
例
え
ばD

avid
 R

evill, T
h

e R
oa

rin
g Silen

ce, 48

、

お
よ
びR

ich
ard

 K
o
stelan

etz (ed
.), C

on
versin

g w
ith

 C
a

ge, 
8-9

を
参
照
。

14 

一
九
三
九
年
三
月
十
四
日
、
ヘ
ン
リ
ー
・
カ
ウ
エ
ル
は
作
曲
家
の
ジ
ョ

ン
・
ベ
ッ
カ
ー
宛
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
は
今
ジ
ョ
ン
・

ケ
ー
ジ
の
た
め
に
打
楽
器
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。
彼
の
こ
と
、
知
っ

て
い
ま
す
か
？　

彼
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
一
定
期
間
師
事
し
て
い

ま
し
た
が
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
学
者
ぶ
っ
た
態
度
に
結
局
反
発
す

る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
」（M

iller, “H
en

ry C
o

w
ell an

d
 Jo

h
n

 
C

age,” 91

）

15 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ま
だ
、
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
間
も
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
の
「C

h
o
ralsatz

」
を
「ch

o
ral-sch

o
o
l 

fo
rm

」
と
い
う
英
語
に
訳
し
た
が
、
よ
り
正
確
に
は
「ch

o
rale 

settin
g

」
も
し
く
は
「ch

o
rale w

ritin
g

」
と
い
う
英
語
に
訳
す
べ
き

で
あ
っ
た
ろ
う
。

16 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
文
通
集
に
関
し
て
、
ケ
ー
ジ
は
一
九
六
五
年
に
リ

ビ
ュ
ー
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
ケ
ー
ジ
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

対
位
法
講
座
を
受
け
て
い
て
、
自
身
が
心
理
的
な
困
難
に
直
面
し
た
経

験
を
次
の
よ
う
に
書
き
表
し
て
い
る
。

対
位
法
講
座
で
彼
は
、
諸
規
則
を
教
え
た
と
思
っ

た
ら
、
次
の
瞬
間
に
は
学
生
に
、
規
則
に
あ
ま
り

厳
密
に
従
う
べ
か
ら
ず
と
言
っ
て
い
た
。
が
、
学

生
が
そ
の
こ
と
に
理
解
を
示
す
と
今
度
は
彼
は
、

「
何
で
規
則
に
従
わ
な
い
の
だ
？
」
と
聞
い
て
き
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た
。
彼
は
学
生
を
、
常
に
何
か
に
失
敗
し
て
い

る
者
と
し
て
扱
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。（C

age , 
“M

o
saic,” 538

）

17 
A

rn
o
ld

 Sch
o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 176

。

18 
C
age, “M

o
saic,” 537

。

19 
R
en

e Leib
o
w

itz, Sch
oen

berg a
n

d
 H

is Sch
ool, 140

。

20 

ケ
ー
ジ
が
作
曲
を
ど
う
学
ん
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
以
下
を
参
照
。D

avid
 

B
ern

stein
, “Jo

h
n

 C
age, A

rn
o

ld
 Sch

o
en

b
erg, an

d
 th

e M
u

sical 
Id

ea,” 1
5

-2
3

、D
avid

 N
ich

o
lls, A

m
erica

n
 E

x
p

erim
en

ta
l 

M
u

sic, 1
8

9
0

-1
9

4
0

, 1
3

-1
4

、Jam
es P

ritch
ett, T

h
e M

u
sic 

o
f Jo

h
n

 C
a

ge,  5
-9

、C
alvin

 To
m

p
kin

s, T
h

e B
rid

e a
n

d
 th

e 
B

a
ch

elo
rs , 81-88

。

21 

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
ケ
ー
ジ
が
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
八

年
ま
で
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
元
で
学
ん
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
例
え

ば B
ern

stein
, “Jo

h
n

 C
age,” 1

8
-1

9

、N
ich

o
lls, A

m
erica

n
 

E
x
p
erim

en
ta

l M
u

sic,  2
5

、P
ritch

ett, T
h

e M
u

sic o
f Jo

h
n

 
C

a
ge,  9

、To
m

p
kin

s, T
h

e B
rid

e, 84, 88

を
参
照
。
し
か
し
な
が

ら
、
シ
ン
ド
ラ
ー
宛
の
一
九
三
五
年
三
月
十
九
日
付
の
手
紙
と
、
本
論

文
で
の
ち
に
引
用
さ
れ
る
カ
ウ
エ
ル
の
ケ
ー
ジ
宛
一
九
三
七
年
三
月

二
三
日
付
手
紙
（M
iller , “H

en
ry C

o
w

ell,” 103

）
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、

ケ
ー
ジ
の
師
事
の
は
じ
ま
り
は
一
九
三
五
年
三
月
十
八
日
、
終
わ
り
が

一
九
三
七
年
三
月
中
旬
以
前
、
恐
ら
く
一
九
三
七
年
一
月
、
す
な
わ
ち

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
の
秋
学
期
の
終
わ
る
頃
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

22 

ケ
ー
ジ
か
ら
デ
ィ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
に
宛
て
ら
れ
た

一
九
七
三
年
の
手
紙
の
中
で
時
折
触
れ
ら
れ
て
い
る
一
九
三
六
年
秋
学

期
の
和
声
講
座
と
は
、
基
礎
和
声
を
学
ぶ
学
部
生
五
六
名
の
ク
ラ
ス
で

あ
っ
た
。
こ
の
ク
ラ
ス
に
関
す
る
記
述
は
オ
ル
ガ
ン
奏
者
ア
レ
ク
ザ
ン

ダ
ー
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
の
『
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
追
想
録
』

（H
ick

s 1990: fn
. 139, 130

に
引
用
あ
り
）
と
い
う
本
に
見
い
だ
さ

れ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
講
座
は
概
し
て
、
あ
ま
り
よ

く
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
指
定
さ
れ
た
教
科
書
が
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
の
一
九
二
二
年
刊
『H

arm
o
n
ieleh

re

』
で
あ
り
、ド
イ
ツ
語
で
書

か
れ
て
い
る
た
め
、
ケ
ー
ジ
や
そ
の
他
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
に
は
、
ほ

と
ん
ど
意
味
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
だ
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

は
こ
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
一
九
三
五
年
秋
ま
で
に
こ
の
本
を
英
訳

し
て
く
れ
る
よ
う
、
ワ
イ
ス
に
頼
ん
で
い
た
が
、
ワ
イ
ス
は
訳
を
終
え

な
か
っ
た
（G

eo
rge, “A

d
o

lp
h

 W
eiss,” 467

）。
と
は
い
え
、
ケ
ー
ジ

は
こ
の
講
座
の
せ
い
で
和
声
学
が
嫌
い
に
な
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

彼
は
む
し
ろ
、
対
位
法
は
現
代
音
楽
に
結
び
つ
く
が
和
声
学
は
過
去
の

音
楽
に
結
び
つ
く
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
和
声
学
に
嫌
悪
感
を
抱
い
た

と
し
て
い
る
（H

icks, “Jo
h

n
 C

age’s Stu
d

ies,” 130

）。

23 

カ
ウ
エ
ル
の
こ
の
手
紙
は
ケ
ー
ジ
か
ら
の
手
紙
へ
の
返
事
で
あ
っ
た

が
、
ケ
ー
ジ
か
ら
の
手
紙
は
現
存
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
カ
ウ
エ

ル
は
獄
中
に
い
た
た
め
、
全
て
の
手
紙
を
保
存
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

24 
M

iller, “H
en

ry C
o

w
ell,” 103

。

25 
Sch

o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 377

。

26 
D

ick H
iggin

s, E
ssen

tia
l C

ow
ell, 132

。

27 
B

ern
stein

, “Jo
h

n
 C

age,” 18-19

。

28 
B

ern
stein

, “M
u

sic I: to
 th

e late 1
9

4
0

s,” “Jo
h

n
 C

age,” an
d

 
“T

h
em

es an
d

 variatio
n

s,” H
icks, “Jo

h
n

 C
age’s Stu

d
ies,” an

d
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ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

B
ren

d
a R

aven
scro

ft, “R
e-C

o
n

stru
ctio

n
.” 

29 
ワ
イ
ス
に
よ
る
と
、
ケ
ー
ジ
は
ワ
イ
ス
と
出
会
っ
た
時
に
は
既
に
、

対
位
法
を
と
て
も
よ
く
知
っ
て
い
た
（G

eo
rge, “A

d
o

lp
h

 W
eiss,” 

46

）。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
ケ
ー
ジ
が
対
位
法
と
い
う
も
の
に
、
現
代
の

作
曲
に
強
く
関
連
し
た
も
の
と
し
て
の
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
彼
は
一
九
三
四
年
に
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

個
人
的
に
は
、「
一
般
的
傾
向
」
と
し
て
、
和

声
（
垂
直
性
の
こ
と
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
の
よ
う
な
音
楽
）
か
ら
離
れ
、
む
し
ろ
対
位

法
、も
し
く
は
線
的
特
質
（
水
平
性
の
こ
と
、バ
ッ

ハ
、
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
、
ト
ッ
ホ
、
オ
ネ
ゲ
ル
、
ブ

ラ
ン
ト
（B

ran
t

）、
リ
ー
ガ
ー
（R

iegger

）
の

よ
う
な
音
楽
）
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
フ
ー
ガ
や
カ
ノ
ン
、

そ
し
て
恐
ら
く
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
で
も
呼
べ

る
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
形
式
に
、
関
心
が
集
っ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
和
声
は
あ
る
瞬
間
へ
と
注
意

を
喚
起
す
る
も
の
だ
が
、
対
位
法
は
そ
の
瞬
間
を

動
く
も
の
に
変
換
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
傾
向
は

特
に
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
発
展
の
中
に
見
い
だ

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
作
風
は
、『
グ
レ
の

歌
』
に
お
け
る
和
声
構
造
的
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
か
ら

始
ま
っ
て
、
組
曲
作
品
二
五
の
メ
ヌ
エ
ッ
ト
の
ト

リ
オ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
比
較
的
薄
っ
ぺ
ら
で

は
あ
る
が
構
造
的
に
は
鉄
線
の
よ
う
に
強
く
結
ば

れ
て
い
る
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

（C
age, “C

o
u

n
terp

o
in

t,” 44

）

30 
B

ern
stein

, “Jo
h

n
 C

age.” 18-19

。

31 
C

o
le G

agn
e an

d
 T

racy C
aras, Sou

n
d

p
ieces In

terview
s 

w
ith

 A
m

erica
n

 C
om

posers, 19

。

32 
W

arren
 Lan

glie, “A
rn

o
ld

 Sch
o

en
b

erg as a Teach
er,” 94

。

33 
C

age, “M
o

saic,” 538

。

34 
Sch

o
en

b
erg, P

relim
in

a
ry E

xercises in
 C

o
u

n
terp

o
in

t, 
223

。

35 
U

lrich
 K

räm
er, A

lba
n

 B
erg a

ls Sch
ü

ller A
rn

old Sch
ön

bergs, 
147

。

36 
Sch

o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 366, 368

。

37 

同
上
。

38 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
所
有
し
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
の
本
と
は
、「
生
に

対
す
る
歴
史
の
功
罪
」（Fried

rich
 N

ietzsch
e, V

om
 N

u
tzen

 u
n

d
 

N
a

ch
th

eil d
er H

istorie fü
r d

a
s Leben

）
を
含
む
巻
で
あ
る
（
ア

ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）。
彼
は
ま
た
、
ニ
ー

チ
ェ
の
詩
「
さ
す
ら
い
人
」
に
曲
を
つ
け
て
『
八
つ
の
歌
曲
』
作
品
六

の
第
八
曲
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。

39 

こ
れ
ら
三
点
に
関
す
る
要
約
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
古
典
的
な
テ

キ
ス
ト
、W

alter K
au

fm
an

n
, N

ietzsch
e, 144 

を
参
照
。

40 

ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
所
蔵
手
稿
資
料
、
番

号T
37.03

（G
ran

t C
h
o
rley

訳
）

41 
前
掲
資
料
。

42 
例
え
ば
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
先
人
た
ち
と
は
異
な
り
、
遠
隔
調
へ

の
転
調
課
題
を
織
り
交
ぜ
た
（
例
え
ば
イ
短
調
か
ら
ト
長
調
へ
の
転
調

な
ど
。B

erg, 34

参
照
）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
、
学
生
は
対
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位
法
の
勉
強
を
し
つ
つ
、
古
典
的
調
性
の
勉
強
も
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
に
加
え
て
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
拡
張

さ
れ
た
調
性
や
和
声
に
関
し
て
も
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一

例
を
挙
げ
る
と
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
対
位
法
に
お
け
る
転
調
の
手
法

は
部
分
的
に
は
、「
解
消
」（
す
な
わ
ち
、
声
部
ど
う
し
が
対
斜
関
係
に

あ
る
場
合
、
そ
の
導
入
音
を
う
ま
く
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
衝
突
を
「
解
消
」

す
る
こ
と
）
を
含
む
和
声
上
の
声
部
進
行
規
則
に
基
づ
く
も
の
な
の
で

あ
る
（Sch

o
en

b
erg, P

relim
in

a
ry E

xercises, 61, 63

）。
ケ
ー
ジ

は
こ
の
「
解
消
」
の
練
習
に
つ
い
て
、
よ
く
覚
え
て
お
り
、
以
下
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。「
課
題
の
中
に
あ
る
調
か
ら
別
の
調
へ
と
変
わ
る

箇
所
が
あ
っ
た
場
合
、
対
斜
関
係
に
あ
る
音
は
、
連
続
８
度
を
つ
く
る

こ
と
な
し
に
、
各
声
部
で
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
（
例
え
ば

Ｆ
は
い
つ
も
Ｆ＃
と
な
る
前
に
一
端
Ｅ
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま

た
Ｂ
は
い
つ
も
、
Ｂ♭
に
行
く
前
に
一
旦
Ｃ
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
）。」（
ケ
ー
ジ
、
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
宛
手
紙
、
一
九
七
三
年
十
二
月

十
一
日
付
）。

43 

た
だ
し
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
方
法
を
変
更
し
、『
対
位
法
入
門
』

（Sch
o
en

b
erg, P

relim
in

a
ry E

xercises

）
で
は
複
数
の
定
旋
律
を

用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
教
育
環
境
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
伴
う
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校

で
は
一
九
三
六
年
以
降
、
六
〇
名
以
上
も
の
学
生
を
含
む
大
き
な
ク
ラ

ス
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

44 

ケ
ー
ジ
の
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
宛
手
紙
（
一
九
七
三
年
十
二
月
月
十
一
日

付
）
を
参
照
。

45 
B

ern
ice G

eirin
ger, T

h
e B

ern
ice G

eirin
ger P

ap
ers.  

エ
イ

ブ
ラ
ム
ズ
に
よ
る
と
、
他
に
あ
と
２
種
類
の
定
旋
律
が
示
さ
れ
た
が
、

そ
れ
ら
が
実
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
だ
っ
た
と
い
う
（
本

論
文
末
尾
の
付
録
参
照
）。

46 
G

eo
rge, “A

d
o

lp
h

 W
eiss,” 314

。

47 

こ
の
旋
律
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ロ
ー
ベ
ル
ガ
ー
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ア
第
二
番
や
リ
チ
ェ
ル
カ
ー
レ
第
四
番
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ハ
ン
・
カ
ス
パ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
『
ア
リ
ア
ド
ネ
・

ム
ジ
カ
』
に
お
け
る
リ
チ
ェ
ル
カ
ー
レ
ホ
長
調
に
も
現
れ
る
。

48 
K

au
fm

an
n
, N

ietzsch
e, 144. 

﹇
訳
者
注
：
訳
文
は
白
水
社
版
ニ
ー

チ
ェ
全
集
第
二
巻
、
大
河
内
了
義
訳
、
一
二
九
頁
よ
り
。﹈

49 
Sch

o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 30-53

。

50 
C

age, “M
o

saic,” 539

。

51 

こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
や
練
習
帳
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
図
書
館
の
ベ
ル

ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（A

lb
an

 B
erg, T

h
e A

lb
an

 B
erg C

o
llectio

n

）

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。K

räm
er, A

lba
n

 B
erg, 160-161

も
参
照
。

52 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
「
空
間
的
結
合 sp

atial co
m

b
in

atio
n

」
と

い
う
概
念
は
、
十
九
―
二
〇
世
紀
の
対
位
法
理
論
の
中
で
も
独
特
な
も

の
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
人
の
理
論
家
エ
ル
ン
ス
ト
・
ク
ル
ト

の
理
論
を
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ク
ル
ト
の
「
線

的
対
位
法
」
と
い
う
考
え
方
は
一
方
向
的
だ
か
ら
だ
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
曰
く
、「
そ
れ
な
ら
ば
、
も
し
対
位
法
的
楽
想
が
複
数
声
部
の
結
合

か
ら
な
っ
て
い
た
ら
、
線
的
な
も
の
の
周
り
に
何
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ

う
か
？
」（Sch

o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 295

）
と
。
彼
は
フ
ー

ゴ
・
リ
ー
マ
ン
の
対
位
法
に
つ
い
て
も
、
空
間
的
に
限
ら
れ
た
側
面
し

か
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
経
過
音
や
掛
留
音
と
い
っ
た「
装

飾
音
」
を
和
声
的
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
に
付
加
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」

（
同
、297

）。

53 
Sch

o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 290

。

54 
同
上
。
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ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

55 
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

基
本
的
な
設
定
が
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
て
再
編
成
さ

れ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
は
ど
れ

も
、
元
々
の
形
と
は
異
な
っ
た
音
を
後
に
生
み
出

す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
二
声
も
し
く
は
三
声

の
カ
ノ
ン
を
一
声
の
線
に
書
き
換
え
る
と
、
た
っ

た
一
声
で
あ
っ
て
も
、
様
々
な
異
な
る
音
を
生
み

出
す
こ
と
に
な
る
。
も
し
複
数
の
対
位
法
を
適
用

し
、
三
声
で
オ
ク
タ
ー
ブ
、
十
度
、
十
二
度
に
て

反
行
可
能
な
結
合
を
作
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
長

大
な
曲
さ
え
も
作
り
出
せ
る
ほ
ど
数
多
く
の
異

な
る
結
合
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（Sch
o
en

b
erg, Style an

d
 Id

ea, 397
）。

56 

ケ
ー
ジ
は
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
課
題
を
行
っ
た
。
例
え
ば
さ
き
に

引
用
し
た
カ
ウ
エ
ル
の
手
紙
に
よ
る
と
、
ケ
ー
ジ
は
「
多
声
の
形
式
要

素
に
お
け
る
逆
行
な
ど
の
よ
う
な
も
の
に
反
発
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

 

　

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
カ
ノ
ン
研
究
に
肩
入
れ
し
た
の
は
、
ブ
ラ
ー
ム

ス
以
来
の
伝
統
に
よ
る
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
作
曲
を
し
て
い
な
い
と
き
に
、

複
雑
な
謎
カ
ノ
ン
を
書
い
て
い
た
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

私
は
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
影
響
下
で
教
育
を
受
け
て
き

た
。
彼
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
私
は
僅
か
二
二
歳

あ
ま
り
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
他
の
多
く
の
人
々

同
様
、
私
は
以
下
の
例
に
従
っ
て
き
た
。「
作
曲

す
る
気
に
な
れ
な
い
と
き
に
は
、
何
か
対
位
法

的
な
も
の
を
書
く
」。
…
…
周
知
の
通
り
、
彼
は

ウ
ィ
ー
ン
の
森
に
お
け
る
日
曜
日
の
娯
楽
と
し

て
、
謎
カ
ノ
ン
を
書
き
、
そ
れ
を
数
時
間
を
か
け

て
解
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る（Sch

o
en

b
erg, 

Style an
d
 Id

ea, 67

）。

57 

資
料
番
号 T

B
K

6

、ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

58 

彼
の
著
作
を
ケ
ー
ジ
は
若
い
頃
に
読
み
、
ま
た
頼
り
に
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
ケ
ー
ジ
の
初
期
の
師
で
あ
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ビ
ュ
ー
リ
ッ
ク
が
、
ケ
ー
ジ
に
プ
ラ
ウ
ト
の
和
声
と
形
式
に
関
す
る
本

を
読
む
よ
う
薦
め
た
か
ら
で
あ
る
。To

m
p
k
in

s1965: 81

参
照
。

59 
G

o
ttfried

 H
ein

rich
 Stö

tzel, P
ra

ctisch
er B

ew
eiß

。
多
形
態

カ
ノ
ン
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、D

en
is B

rian
 C

o
llin

s, “C
an

o
n

 an
d

 
M

u
sic T

h
eo

ry,” 215-24

を
参
照
。
こ
の
語
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た

例
と
し
て
は
、A

th
an

iu
s K

irch
er, M

u
su

rgia
 U

n
iversa

lis, 402-
03

を
参
照
。
こ
の
種
の
カ
ノ
ン
の
イ
タ
リ
ア
で
の
初
期
の
歴
史
に
つ
い

て
は G

iu
sep

p
e G

erb
in

o
, C

a
n

on
i a

d
 E

n
igm

i, 57-59

を
参
照
。

シ
ュ
テ
ル
ツ
ェ
ル
と
バ
ッ
ハ
の
関
係
に
つ
い
て
は Elise C

rean
, “N

ew
 

P
ersp

ectives o
n

 th
e C

an
o

n
s o

f Jo
h

an
n

 Seb
astian

 B
ach

,” 
80-82

を
参
照
。

60 
E
b
e
n
e
ze

r P
ro

u
t, D

o
u

b
le C

o
u

n
terp

o
in

t, C
a

n
o

n
 a

n
d

 
Fu

gu
e, 249-53

。
そ
の
他
の
教
育
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、

Siegfried
 D

eh
n
, Leh

re vom
 K

on
tra

pu
n

kt, d
em

 K
a

n
on

 u
n

d
 

d
er Fu

ge

の
「
多
形
態
対
位
法
」
セ
ク
シ
ョ
ン
を
参
照
。

61 
B

erg: 32

。

62 
Stran

g
, T

h
e G

erald
 Stran

g
 Satellite C

o
llectio

n
, “C

lass 



236

n
o

tes to
 M

u
sic 1

2
2

b
,” U

n
iversity o

f So
u

th
ern

 C
alifo

rn
ia, 

3–18–36.  

例
１
で
用
い
ら
れ
て
い
る
§5
、
§8
、
§12
と
い
っ
た
記
号
は
、

五
線
の
下
に
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
完
全
五
度
下
、
オ
ク
タ
ー

ブ
下
、
十
二
度
下
で
の
カ
ノ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
。
ま
た
こ
れ
ら
の
記

号
が
五
線
の
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
完
全
五
度
上
、
オ
ク

タ
ー
ブ
上
、
十
二
度
上
で
の
カ
ノ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
。

63 
Stran

g
前
掲
資
料: 6-1-36

。

64 
Sch

o
en

b
erg, “N

o
tes: P

reface to
 Su

ite”

。
こ
の
曲
の
経
緯
に
つ

い
て
は M

artin
 B

ern
stein

, “O
n

 th
e G

en
esis o

f Sch
o

en
b

erg’s 
Su

ite fo
r Sch

o
o

l O
rch

estra,” 158-62
 

を
参
照
。

 

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
自
身
の
師
で
も
あ
っ
た
グ
ス

タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー
と
同
じ
歩
み
を
辿
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
マ
ー
ラ
ー
も
最
初
期
の
ア
メ
リ
カ
で
の
作
曲
活
動
と
し

て
、
バ
ッ
ハ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
組
曲
を
二
つ
、
簡
略
化
し
た
形
で
組
み

合
わ
せ
て
、
一
つ
の
曲
に
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
『
マ
ー
ラ
ー
・

バ
ッ
ハ
の
弦
楽
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
組
曲B

W
V

 1067 

とB
W

V
 

1068

』
と
い
う
曲
で
、
彼
に
よ
る
と
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
愛
好
家
の

教
育
の
た
め
、
私
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
団
員
の
教
育
の
た
め
、
そ
し
て
学

生
の
た
め
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
（R

o
m

an
 Z

o
ltan

, M
ah

ler’s 
A

m
erican

 years, 289

）。し
か
し
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
マ
ー
ラ
ー

の
編
曲
作
品
を
徹
底
研
究
し
、
一
九
一
二
―
一
三
年
に
は
指
揮
ま
で
し

た
が
、
こ
の
曲
が
「
完
全
な
る
成
功
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、「
こ
れ
は
全
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
さ
そ

う
だ
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
論
理
性
が
欠
け
て
い
る
。
そ
し
て
内
的
関

係
が
存
在
し
な
い
か
ら
だ
」（Sch

o
en

b
erg, “A

ttem
p

t at a D
iary,” 

27

）。

65 
M

ilto
n

 B
abb

itt, “M
y V

ien
n

a Trian
gle,” 36

。

66 
M

artin
a Sich

ard
t, “A

u
s Sch

ö
n

b
ergs Leh

rzeit,” 25

。

67 
Pascall, “U

n
kn

o
w

n
 G

avo
ttes b

y B
rah

m
s,” 404-11 

68 
Severin

e N
eff, “E

d
itin

g Sch
o

en
b

erg’s M
u

sic-T
h

eo
retical 

m
an

u
scrip

ts,” fn
. 17, 207

。

69 

ケ
ー
ジ
、
シ
ン
ド
ラ
ー
宛
手
紙
、
一
九
二
四
年
五
月
二
四
日
付
。

70 
D

o
n

 G
ille

sp
ie

, “W
illiam

 R
u

sse
ll,” 4

9

、Sab
in

e
 Fe

isst, 
Sch

o
en

b
erg’s N

ew
 W

o
rld

, 222

。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
自
身
に
よ
る

次
の
言
葉
も
参
照
（Sch

o
en

b
erg, T

h
eory of H

a
rm

on
y, 31

）。

﹇
指
導
と
い
う
も
の
は
﹈
生
徒
に
間
違
い
を
さ
せ

る
こ
と
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
生
徒
を
正
し
い
方
向

へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
違
い
と
は
、
知

を
歴
史
的
に
追
求
す
る
と
必
ず
伴
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
間
違
い
と
い
う
も
の
は
、
必
須
の
も

の
で
あ
り
、
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
真
理
を
も
通
り
過
ぎ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
通
じ
て
、
い
か
に
し
て
真
理
を
追
求

す
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
思
考
を
す
べ

き
か
、
間
違
い
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、

狭
い
範
囲
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
真
理
が
、
よ

り
広
い
体
系
の
中
で
は
い
か
に
真
理
で
な
く
な
っ

て
し
ま
う
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
簡
単
に
言
う
と
、
生
徒
は
私
た
ち
の

思
考
の
あ
り
方
を
教
わ
る
の
で
あ
る
。

71 
G

illesp
ie, “W

illiam
 R

u
ssell,” 40-41, 47-49

。
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ケージの対位法、シェーンベルクの対位法

72 
ラ
ッ
セ
ル
の
フ
ー
ガ
に
お
け
る
構
造
と
形
式
は
、
ケ
ー
ジ
の
そ
れ
と

無
関
係
で
あ
る
。

73 

「
ス
ト
リ
ン
グ
・
ピ
ア
ノ
」
と
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
カ
ウ
エ
ル
が
グ
ラ

ン
ド
・
ピ
ア
ノ
の
内
部
の
弦
を
奏
す
る
こ
と
を
指
し
て
用
い
た
言
葉
で

あ
る
。『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
に
お
け
る
ス
ト
リ
ン
グ
・

ピ
ア
ノ
技
法
と
、
カ
ウ
エ
ル
の
初
期
作
品
に
お
け
る
ス
ト
リ
ン
グ
・
ピ

ア
ノ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
詳
し
く
はM

iller 2006: 81

を
参
照
。
な

お
『
セ
カ
ン
ド
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
に
お
け
る
ス
ト
リ
ン
グ
・

ピ
ア
ノ
の
サ
イ
レ
ン
の
よ
う
な
音
は
明
ら
か
に
、
ケ
ー
ジ
も
尊
重
し
て

い
た
エ
ド
ガ
ー
・
ヴ
ァ
レ
ー
ズ
の
『
イ
オ
ニ
ザ
シ
オ
ン
』（
一
九
三
三
年
）

を
ほ
の
め
か
す
も
の
と
い
え
る
。

74 

平
方
根
形
式
へ
の
フ
ー
ガ
の
挿
入
に
関
し
て
、
よ
り
詳
し
い
議

論
はK

o
stelan

etz, Joh
n

 C
a

ge: W
riter, 7
、
お
よ
びP

ritch
ett 

1993: 19

を
参
照
。
こ
の
フ
ー
ガ
の
挿
入
に
よ
り
、『
セ
カ
ン
ド
・
コ

ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
の
マ
ク
ロ
構
造
が
４
＋
３
＋
３
＋
６
と
い
う
ミ

ク
ロ
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
議
論
はN

ich
o
lls, A

m
erica

n
 

E
xperim

en
ta

l M
u

sic, 209-211

に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
マ

ク
ロ
構
造
が
４
＋
３
＋
５
＋
４
で
あ
る
と
す
る
説
に
つ
い
て
は C

h
ris-

to
p

h
er Sh

u
ltis, “N

o
 Ear fo

r M
u

sic,” 95

を
参
照
。
両
者
と
も
、
ミ

ク
ロ
構
造
は
４
＋
３
＋
４
＋
５
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、M

iller, 
“H

en
ry C

o
w

ell,” 80

も
参
照
。

75 

こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
方
は
、「
音
楽
の
未
来
：
ク
レ
ド
」
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
に
最
も
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
音
高
に
基

づ
く
十
二
音
技
法
と
い
う
概
念
が
、
打
楽
器
音
楽
に
変
換
可
能
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
曰
く
、「
新
た
な
方
法
論
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

十
二
音
組
織
と
今
日
の
打
楽
器
音
楽
書
法
と
の
明
白
な
関
連
性
に
お
い

て
、
発
見
さ
れ
て
行
く
こ
と
だ
ろ
う
」（C

age, Silen
ce, 5

）。

76 
B

ern
stein

, “Jo
h

n
 C

age” 67

を
参
照
。

77 
G

agn
e an

d
 C

aras, Sou
n

d
pieces, 19

。
フ
ー
ガ
に
お
け
る
反
復

が
、
先
を
予
測
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
ケ
ー
ジ
を
憤
慨
さ
せ
た
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。

78 
C

age, “M
o

saic,” 538

。

79 
Sch

o
en

b
erg, Style a

n
d

 Id
ea

, 366, 368

。
手
稿
に
つ
い
て
は

K
o
stelan

etz , (Joh
n

 C
a

ge (ex)pla
in

ed
(ed

)

の
表
紙
口
絵
を
参
照
。

80 

ド
イ
ツ
語
原
文
は
以
下
の
通
り
。「D

ass d
ie gro

ssen
 M

o
m

en
te 

im
 K

am
p

f d
er Ein

zeln
en

 ein
e K

ette b
ild

en
, d

ass in
 ih

n
en

 
ein

 d
er H

ö
h

en
zu

g d
er M

en
sch

h
eit d

u
rch

 Jah
rtau

sen
d

 h
in

 
sich

 verb
in

d
e, d

ass fü
r m

ich
 d

as H
ö

ch
ste ein

es so
lch

en
 

län
gst, vergan

gen
en

 M
o

m
en

tes n
o

ch
 leb

en
d

ig, h
ell u

n
d

 
gro

ss sei—
d

as is d
er G

ru
n

d
ged

an
k

e im
 G

lau
b

en
 an

 d
ie 

H
u

m
an

ität . . . .

」。﹇
訳
者
注
：
訳
文
は
大
河
内
了
義
に
よ
る
。
白
水

社
版
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
二
巻 

百
三
十
頁
。﹈


