
Ｃ・Ｐｈ・Ｅ・バッハのフライエ・ファンタジーにおける演奏表現の可能性 ― 後期の作品Wq61/3に焦点を当てて ―

21

１　

は
じ
め
に

Ｃ
・
Ｐ
ｈ
・
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
（Carl Philipp Em

anuel Bach 1714-1788

、

以
下
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
）
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
ベ
ル

リ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
中
心
に
作
曲
家
、
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
者
と
し
て
活
躍
し

た
。
生
涯
に
作
曲
し
た
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
作
品
は
、
二
百
曲
を
超
え
て
い
る
。
ま

た
、
父
の
教
え
を
も
と
に
著
し
た
二
冊
の
『
正
し
い
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
試

論
』（
以
下
、『
奏
法
』）
は
、
十
八
世
紀
の
三
大
教
本
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
。

『
奏
法
』
の
緒
言
の
中
で
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
者
が
直
面
す

る
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
、
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
者
に
求
め
ら
れ
る
技
量
と
し

て
、
た
だ
単
に
、
作
曲
さ
れ
た
曲
を
演
奏
表
現
の
規
則
に
即
し
て
演
奏
す
る
だ

（
1
）

（
2
）

け
で
な
く
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
行
うfantasiren

」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説

い
て
い
る
。
こ
のfantasiren

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、
十
九
世
紀
の
初
め
ま
で

即
興
演
奏
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
即
興
演
奏
の
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
関
連
し
て
い
る
。
当
時
の
北
ド
イ
ツ
で
は
、
市
民
文

化
の
興
隆
に
よ
り
、「
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
即
興
要
素

の
強
い
自
由
な
タ
イ
プ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
、
音
楽
上
の
自
由
と
個
人
の
感
情

を
表
現
す
る
理
想
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
発
展
し
た
。
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
、
そ
の

中
心
的
な
担
い
手
で
あ
り
、
彼
が
『
奏
法
』
に
記
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
関
す

る
記
述
と
作
品
は
、
ゾ
ル
ゲ
、
ズ
ル
ツ
ア
ー
、
テ
ュ
ル
ク
、
レ
ー
ラ
イ
ン
な
ど

の
当
時
の
理
論
家
を
は
じ
め
、
後
世
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

初
版
『
奏
法
』
第
二
部
の
最
終
章
「
自
由
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
［
即
興
］」

で
は
、
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
理
解
を
得
る
た
め
の
手
本
と
し
て

（
3
）

（
4
）

（
5
）

Ｃ
・
Ｐ
ｈ
・
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る 

演
奏
表
現
の
可
能
性

―	
後
期
の
作
品W

q61/3

に
焦
点
を
当
て
て	

―

�
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W
q117/14

の
楽
譜
を
掲
載
し
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
自
ら
、
和
声
進
行
と
転
調
方
法

を
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
楽
譜
に
は
小
節
線
が
な
く
、
具
体
的
な
音
や
音
価
が

記
譜
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
、
一
般
的
な
作
品
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
奏
者
が
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
演
奏
す
る
際
に
は
、
音
や
音
価
、

分
散
和
音
を
加
え
て
即
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
の
フ

ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
作
曲
者
が
あ
ら
か
じ
め
記
譜
し
た
作
品
で
あ
り

な
が
ら
、
奏
者
は
楽
譜
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
演
奏
す
る
こ
と
が
大
き

な
特
徴
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
七
七
〇
年
代
の
終
わ
り
に
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
『
奏
法
』
の
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
に
関
す
る
章
に
追
補
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
晩
年
の
Ｅ
・
バ
ッ

ハ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
観
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
彼
の
生
涯
最
後

の
作
品
集
で
あ
る
《
識
者
と
愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
》
第
六
巻

に
収
め
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ーW

q61/3
を
見
る
と
、
一
般

的
な
作
品
と
同
様
に
、
規
則
正
し
く
小
節
線
が
施
さ
れ
た
楽
譜
に
音
と
音
価
が

書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
奏
者
が
即
興
す
る
余
地
は
見
当
た
ら
な
い
。
追
補
さ
れ

た
『
奏
法
』
に
描
か
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
観
の
変
容
が
、
晩
年
の
フ
ラ
イ
エ
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く

は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
特
有
の
自
由
な
特
徴
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
旋
律
法
に

着
目
し
た
加
田
や
、
転
調
法
に
着
目
し
た
ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
ク
レ
イ
マ
ー
、
フ
ェ

リ
ス
、
ベ
バ
ー
バ
ー
グ
ら
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
ッ
ド
と
リ
チ
ャ
ー

（
6
）

（
7
）

ズ
は
、
規
則
性
の
中
に
あ
る
自
由
な
要
素
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
が
即
興
演
奏
を
基
点
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
を
楽
譜
上
で
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
音
楽
と
し
て
ど
の
よ
う

に
成
り
立
た
せ
る
か
と
い
う
、
演
奏
原
理
ま
で
含
め
た
視
野
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
演
奏
原
理
に
関
わ
る
研
究
は

探
し
た
限
り
見
つ
か
ら
な
い
。

本
研
究
で
は
、《
識
者
と
愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
》
か
ら
一

曲
を
研
究
対
象
と
し
て
分
析
を
行
い
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
晩
年
の
フ
ラ
イ
エ
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
現
れ
て
い
る
特
性
を
初
期
の
作
品
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら

整
理
す
る
。
奏
者
に
委
ね
ら
れ
た
「
自
由
」
の
範
囲
を
見
極
め
る
と
と
も
に
、

奏
者
が
選
択
可
能
な
演
奏
表
現
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
即
興

演
奏
を
必
要
と
し
な
い
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
「
自
由
」
に
つ

い
て
解
明
す
る
こ
と
は
、
古
典
派
以
降
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
を
理
解
す
る
足

掛
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。

２　
『
奏
法
』
に
み
る
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
観
と
本
研
究
の
視
点

２
―
１　
『
奏
法
』
の
出
版
に
つ
い
て

二
冊
の
『
奏
法
』
の
う
ち
、
一
七
五
三
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一
部
で
は
ク
ラ

ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
の
基
本
原
則
が
述
べ
ら
れ
、
九
年
後
の
一
七
六
二
年
に
出
版
さ

れ
た
第
二
部
で
は
、「
伴
奏
［
通
奏
低
音
］
と
自
由
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
［
即
興

（
8
）
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演
奏
］
の
教
則
が
論
じ
ら
れ
る
第
二
部
」
と
い
う
副
題
を
伴
い
、
当
時
の
演
奏

習
慣
に
関
す
る
実
践
的
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
関
す
る

記
述
は
、
第
一
部
に
も
第
二
部
に
も
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

『
奏
法
』
は
、
初
版
以
降
、
三
十
年
以
上
の
長
い
年
月
を
か
け
て
版
を
重
ね
、

第
一
部
の
第
三
版
（
一
七
八
七
年
出
版
）
と
第
二
部
の
第
二
版
（
一
七
九
七

年
出
版
）
で
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
に
よ
る
増
補
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
、
特
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
二
部
の
第
四
十
一
章
「
自
由
な
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
」
の
中
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
第
十
二
節
で
あ
る
。
単
な
る
加
筆
に
と
ど

ま
ら
ず
、
完
全
に
新
し
い
一
節
を
挿
入
し
て
い
る
の
は
、
二
冊
の
中
で
も
、
こ

の
章
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
初
版
と
は
異
な
る
新
し
い
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
。『
奏
法
』
の
初
版
か
ら
、
一
七
九
七
年
版
に
加
え
ら
れ
た

新
し
い
第
十
二
節
と
の
間
で
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
観
に
ど
の
よ
う

な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
か
ら
読
み
解
く
。

２
―
２　

�

初
版
に
記
さ
れ
た
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
とW

q117/14
に
つ

い
て

初
版
の
『
奏
法
』
第
一
部
、
第
三
章
「
演
奏
表
現
」
の
項
で
は
、「
よ
い
演

奏
表
現
」
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い

る
。「
音
楽
家
は
自
分
自
身
が
感
動
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
人
を
感
動
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
聴
衆
の
心
に
呼
び
起
こ
そ
う
と
す
る
す
べ
て
の
ア

フ
ェ
ク
ト
の
な
か
に
自
分
自
身
も
ひ
た
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。」

「
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、
聴
衆
の
心
を
最
も
よ
く
動
か
し
て
、
共
感
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」「
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
者
が
と
り
わ
け
自
由
自
在
に

聴
衆
の
心
を
手
繰
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
即
興
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
。」 

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
理
想
的
な
ア
フ
ェ
ク
テ
ン
レ
ー
レ
の
実
現

に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
最
適
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
二
部
で
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
中
で
も
「
自
由
な
」
と
い
う
言

葉
を
冠
す
る
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け

て
い
る
。「［
あ
る
］
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
［
作
品
］
が
規
則
正
し
い
拍
節
分
割
を
含

ま
ず
、
し
か
も
、
拍
節
分
割
に
し
た
が
っ
て
作
曲
な
い
し
は
即
興
さ
れ
た
そ
の

他
の
曲
の
場
合
以
上
に
多
く
の
調
に
転
調
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
［
作
品
］
は
自
由
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。」（
日
本
語
訳
は
東
川
、
二
〇
〇

三
、
三
七
〇
に
基
づ
く
。［
…
…
］
内
は
執
筆
者
に
よ
る
補
遺
）
と
、
フ
ラ
イ

エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
特
定
す
る
た
め
に
、「
規
則
正
し
い
拍
節
分
割
を
含
ま

な
い
」
こ
と
と
、「
多
く
の
調
へ
の
転
調
」
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
示
し
て
い

る
。こ

れ
ら
の
条
件
の
う
ち
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
拍
節
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
の

巻
末
に
添
え
ら
れ
た
プ
ロ
ー
ベ
シ
ュ
テ
ュ
ッ
ク
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
引
用
し
な

が
ら
説
明
し
て
い
る
。「
こ
こ
で
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
普
通
拍
子
が
指
示
さ

れ
て
い
る
が
、
曲
全
体
の
拍
節
分
割
は
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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る
特
別
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
転
調
方
法
が
、
実
際
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に

実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
、
第
二
部
の
巻
末
で
は
、W

q117/14

の
数
字
付
き
バ

ス
譜
を
添
え
て
、
作
曲
者
自
ら
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
詳
細
に
設
定
し
た
調
関

係
に
従
っ
て
、
和
音
を
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
る
方
法
や
、
別
の
調
の
和
音
を
挿

入
し
な
が
ら
新
し
い
調
へ
進
ん
で
い
く
方
法
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、「
賢
明

な
裏
切
り
」
と
称
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
特
有
の
転
調
部
分
で
は
、
故
意
に
和
音

や
バ
ス
音
を
省
く
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
七
九
七
年
版
に

加
え
ら
れ
た
新
し
い
記
述
で
は
、
初
版
と
は
異
な
る
転
調
概
念
が
次
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
る
。

２
―
３　

増
補
さ
れ
た
第
十
二
節
と
新
し
い
転
調
論
に
つ
い
て

「
和
声
を
正
し
く
知
っ
て
大
胆
に
用
い
る
と
、
す
べ
て
の
調
を
自
分
の
思
う

ま
ま
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
。
作
曲
家
な
ら
こ
う
し
て
、
ギ
ャ
ラ
ン
ト

様
式
に
お
い
て
も
、
以
前
に
は
な
か
っ
た
音
進
行
〔
転
調
〕M

odulation

を

考
案
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
自
分
の
行
き
た
い
所
は
何
処
へ
で
も
転
調

し
て
い
く
。」

転
調
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て
、
初
版
で
は
、 A

usw
eichung

が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
のM

odulation

を
転
調
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い

る
の
は
、
こ
の
新
し
く
書
か
れ
た
第
十
二
節
に
限
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

M
odulation

が
従
来
の
転
調
で
は
な
く
、
新
し
い
転
調
を
指
し
て
い
る
こ
と

（
16
）

（
17
）

の
理
由
か
ら
、
こ
の
種
の
曲
で
は
き
ま
っ
て
小
節
区
分
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。」

曲
の
冒
頭
に
は
、
四
分
の
四
拍
子
の
記
号
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
ま
っ
た

く
自
由
に
、
拍
節
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に
」
演
奏
す
る
こ
と
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

特
徴
で
あ
る
と
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
特
有
の
転
調
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
の
中
で
重

点
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
、
主
調
か
ら
転
調
後
の
調
関
係
を
、

「
近
親
調
」「
遠
隔
な
調
」「
最
も
遠
隔
な
調
」
と
い
う
三
段
階
に
分
類
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
転
調
方
法
を
多
く
の
譜
例
を
用
い
な
が
ら
解
説
し
て
い

る
。
中
で
も
、
遠
隔
調
へ
の
転
調
で
は
、
導
音
を
用
い
る
だ
け
で
な
く
、「
別

の
和
声
進
行
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
耳
を
少
し
ず
つ
新
し
い
調
に
馴
れ

さ
せ
て
い
っ
て
、
耳
を
不
快
な
方
法
で
び
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
自
然
な
転
調
を
行
う
よ
う
に
注
意
を
促

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
当
時
の
転
調
が
、
厳
し
い
規
則
に
縛
ら
れ
た

調
概
念
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
ア
フ
ェ
ク
テ
ン
レ
ー
レ
に
基

づ
く
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、「
多
様
性
の
美
し
さ
」
が
必
要
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。「
い
つ
も
自
然
す
ぎ
る
和
声
進
行
を
使
う
の
で
は
な
く
て
、
と

き
に
は
聴
衆
の
耳
を
あ
ざ
む
く
と
よ
い
。」
ま
た
、
演
奏
時
間
が
十
分
に
あ

る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
、
正
式
な
転
調
か
ら
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
方
向
へ
逸

れ
て
い
く
方
法
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
賢
明
な
裏
切
りvernünftige 

Betrügereyen

」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
魅
力
的
に
す

（
14
）

（
15
）
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が
、
次
の
記
述
で
明
ら
か
と
な
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
が
規
定
し
た
よ
う
な

狭
い
範
囲
内
の
転
調A

usw
eichungen

に
は
我
慢
し
な
い
。」「［
転
調
と
い

う
領
野
］M

odulationsfeld

も
当
時
は
ま
だ
、
今
日
ほ
ど
に
は
耕
作
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」（
日
本
語
訳
は
東
川
、
二
〇
〇
三
、
三
七
九
に

基
づ
く
。［
…
…
］
内
は
執
筆
者
に
よ
る
補
遺
）
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
転
調

M
odulation

を
、
自
身
が
作
曲
し
た
ソ
ナ
タ
や
ロ
ン
ド
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な

ど
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
作
品
や
合
唱
曲
《
聖
な
る
か
な
》
と
《
イ
エ
ス
の
復
活
》

の
デ
ュ
エ
ッ
ト
で
も
用
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
一
七
七
〇
年
以
降
の
作
品
で
あ
り
、
彼
の
転
調
概
念
の
変
容
が
作
品
に
反

映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
新
し
い
転
調
の
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
説
明

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
通
常
の
近
親
調
、
い
く
ら
か
遠
隔
な
調
、
ま
っ
た

く
遠
隔
な
調
に
む
か
っ
て
、
斬
新
か
つ
快
適
に
、
そ
し
て
意
表
を
つ
い
た
形
で

転
調
で
き
る
よ
う
に
な
る
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
転
調
の
範
囲
が
従
来

よ
り
も
広
が
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
今
ま
で
の
転
調
方
法
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、

調
関
係
に
よ
る
制
約
か
ら
解
か
れ
た
新
し
い
転
調
方
法
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
転
調
に
は
、「
特
別
な
表
情
を
与
え
る
た
め
に
、
あ
る
種
の

手
段
が
援
用
さ
れ
る
。」
と
述
べ
、
そ
の
手
段
が
、「
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
、
休
符
、

高
音
域
と
低
音
域
と
の
交
替
、
強
と
弱
、
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ン
ポ
と
音
符
の

時
価
、
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
声
や
楽
器
の
使
用
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

（
18
）

（
19
）

（
20
）

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
般
的
に
「
多
感
様
式
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
の
「
多
感
様
式
」
は
単
に
偶
発
的
な

感
情
表
現
で
は
な
く
、
理
論
的
な
転
調
概
念
に
裏
付
け
ら
れ
た
必
要
不
可
欠
な

手
段
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
転
調
概
念
が
、
後
期
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
ど
の
よ

う
に
変
え
た
の
か
、
次
項
で
は
、《
識
者
と
愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア

曲
集
》
か
ら
一
曲
を
取
り
上
げ
、
初
期
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ーW

q117/14

に
対
し

て
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
自
身
が
行
っ
た
分
析
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
解
明
し
た
い
。

３　

後
期
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
の
分
析

３
―
１　

�《
識
者
と
愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
》
と
フ
ラ
イ
エ
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て

《
識
者
と
愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
》（
全
六
巻
）
は
一
七
七
九

年
か
ら
一
七
八
七
年
ま
で
の
年
月
を
費
や
し
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
生
涯
最
後
の
曲

集
と
し
て
自
費
出
版
さ
れ
た
。
曲
集
に
は
、
ソ
ナ
タ
、
ロ
ン
ド
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
と
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
六
巻
の
う
ち
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
後
半
の
第
四
巻
（
一
七
八
三
年
初
版
出

版
）、
第
五
巻
（
一
七
八
五
年
初
版
出
版
）、
第
六
巻
（
一
七
八
七
年
初
版
出

版
）
に
限
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、『
奏
法
』
へ
の
補
筆
以
降
に
作
曲
さ
れ

た
新
し
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
る
。
三
冊
の
曲
集
の
表
紙
に
は
『
識
者
と

（
21
）
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第
一
部
（
１
―
35
小
節
）（
譜
例
１
）

冒
頭
Ａ
（
１
―
６
小
節
）
で
は
、
変
ロ
長
調
の
和
音
を
分
散
し
な
が
ら
主
調

を
印
象
づ
け
、
最
後
に
属
音
で
あ
る
ヘ
音
を
バ
ス
音
と
す
る
四
六
の
和
音
と
属

七
の
和
音
を
強
く
鳴
ら
し
、
Ｂ
の
部
分
へ
入
る
。
Ｂ
（
７
―
14
小
節
）
は
、
変

ロ
長
調
の
下
行

音
階
に
半
音
を

加
え
た
バ
ス
声

部
か
ら
成
り
、

最
後
の
バ
ス
音

（
ヘ
音
）
に
テ

ヌ
ー
ト
を
つ
け

て
強
調
し
、
属

和
音
で
終
止
す

る
。
続
く
Ｂ 

（
15
―
21
小
節
）

は
、
バ
ス
声
部

が
ト
音
か
ら
導

音
を
用
い
て
ヘ

音
、変
ホ
音
と
、

二
小
節
の
パ

タ
ー
ン
で
調
を

1

2

愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
・
ソ
ナ
タ
と
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な

ら
び
に
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
ロ
ン
ド
』
と
記
さ
れ
、
曲
集

に
含
ま
れ
て
い
る
六
曲
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
、「
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

六
曲
の
中
で
も
、『
遺
産
目
録
』
の
最
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
ン
タ

ジ
ーW

q61/3

は
、
ほ
ぼ
全
体
を
通
し
て
、
拍
節
分
割
さ
れ
た
楽
譜
に
書

か
れ
て
お
り
、
初
版
の
『
奏
法
』
に
示
さ
れ
て
い
る

W
q117/14

の
楽
譜
と
の
差
異
が
大
き
い
。
初
期
の
作

品
と
の
比
較
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
こ
のW

q61/3

を

研
究
対
象
と
し
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
『
奏
法
』
に
記
し
た

W
q117/14

の
分
析
方
法
に
従
い
、W

q61/3
の
数
字
付

き
バ
ス
譜
を
作
成
し
、
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
。

３
―
２　

W
q61/3

の
バ
ス
譜
に
よ
る
分
析

W
q61/3

は
、
四
分
の
四
拍
子
が
記
さ
れ
た
部
分
Ａ
と
、

四
分
の
三
拍
子
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
Ｂ
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
Ａ
は
分
散
和
音
を
中
心
と
す
る
十
六
分
音
符
に

よ
る
走
句
か
ら
成
り
、
Ｂ
は
右
手
に
三
十
二
分
音
符
の
音

階
を
含
む
特
徴
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ

れ
ぞ
れ
中
心
と
な
る
調
を
も
と
に
、
下
記
の
よ
う
な
三
部

形
式
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
（
表
1
）。

（
22
）

（
23
）

表1　Wq61/3の調と構成
調 構成

第一部 変ロ長調 A－B1－B2－B3

第二部 ヘ長調 A－B1－B3（一部）
第三部 変ロ長調 B1－B2－B3－B1（一部）－B3（一部）－A

1 
 

 
 
譜例 1 第一部のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
 

 
 
譜例 2 第二部A 部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
 
譜例 3 第二部B1部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
                  

譜例 4 第二部B3（57-71 小節）部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
  
 

F: 

g: c: 

d: 

67※ 

45 47 

g: 

49 

a: 

53 

64 66 

41

 

42

 

21 

27 

F: 

F: 

バス声部なし 

譜例１　第一部のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）
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な
が
ら
、
右
手
は
属
七
の
和
音
と
六
の
和
音
を
繰
り
返
す
が
、
三
回
目
の
五
十

三
小
節
目
の
属
七
の
和
音
の
後
に
連
続
す
る
音
型
は
唐
突
に
打
ち
切
ら
れ
て
、

急
に
イ
短
調
に
転
調
し
、
属
和
音
で
終
止
す
る
。

続
く
Ｂ
（
57
―
71
小
節
）（
譜
例
４
）
で
は
、
第
一

部
に
登
場
し
た
前
半
の
モ
チ
ー
フ
は
省
か
れ
て
い
る
。

そ
の
代
わ
り
に
、

二
十
六
小
節
目
と

同
じ
音
型
を
用
い

な
が
ら
、
バ
ス
声

部
に
イ
短
調
の
上

行
す
る
音
階
を
用

い
て
、
第
一
部
よ

り
も
二
小
節
多
く

繰
り
返
し
が
行
わ

れ
る
。
休
符
を
挟

ん
で
、
六
十
四
小

節
か
ら
は
、
今
ま

で
に
な
い
新
し
い

音
型
が
現
れ
る
。

六
十
六
小
節
目
は

ニ
短
調
へ
の
終
止

3

移
り
変
わ
り
な
が
ら
下
行
し
、
減
七
の
和
音
（
21
小
節
目
）
を
経
て
、
変
ホ
短

調
の
属
和
音
で
終
止
す
る
。
こ
の
和
音
（
変
ロ
音
、
ニ
音
、
ヘ
音
）
を
読
み
か

え
て
、
変
ロ
長
調
で
始
ま
る
Ｂ
（
22
―
35
小
節
）
は
、
ハ
短
調
、
変
ロ
長
調
と

調
を
移
り
変
わ
っ
た
後
、
二
十
七
小
節
目
に
ヘ
長
調
に
転
調
し
、
属
七
の
和
音

で
第
一
部
を
終
え
る
。
三
十
二
小
節
三
拍
目
は
ユ
ニ
ゾ
ン
の
み
で
和
声
を
成
し

て
い
な
い
た
め
、
バ
ス
声
部
は
空
白
と
し
て
示
し
て
い
る
。

第
二
部
（
36
―
71
小
節
）

Ａ
（
36
―
42
小
節
）（
譜
例
２
）
は
ヘ
長
調
で

始
ま
る
が
、
四
十
一
小
節
三
拍
目
の
属
七
の
和
音

の
後
、
続
く
べ
き
主
和
音
は
省
略
さ
れ
、
四
十
二

小
節
目
の
ハ
音
上
の
二
の
和
音
に
よ
り
、
突
然
、

ト
短
調
へ
転
調
す
る
。

Ｂ
（
43
―
56
小
節
）（
譜
例
３
）
は
ト
短
調
で

始
ま
り
、
四
十
五
小
節
目
の
バ
ス
声
部
に
ロ
音
を

用
い
て
ハ
短
調
を
経
て
、
四
十
七
小
節
の
三
拍

目
、
四
六
の
和
音
か
ら
、
四
十
八
小
節
へ
向
か
っ

て
、
第
一
部
よ
り
も
拡
張
さ
れ
た
展
開
と
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
四
十
九
小
節
か
ら
五
十
三
小
節

ま
で
は
、
第
一
部
に
は
な
い
新
し
い
部
分
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
。
左
手
の
低
音
が
半
音
階
で
上
行
し

3

1

1 
 

 
 
譜例 1 第一部のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
 

 
 
譜例 2 第二部A 部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
 
譜例 3 第二部B1部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
                  

譜例 4 第二部B3（57-71 小節）部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
  
 

F: 

g: c: 

d: 

67※ 

45 47 

g: 

49 

a: 

53 

64 66 

41

 

42

 

21 

27 

F: 

F: 

バス声部なし 

譜例２ 　第二部A部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆
者が作成）

1 
 

 
 
譜例 1 第一部のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
 

 
 
譜例 2 第二部A 部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
 
譜例 3 第二部B1部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
                  

譜例 4 第二部B3（57-71 小節）部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
  
 

F: 

g: c: 

d: 

67※ 

45 47 

g: 

49 

a: 

53 

64 66 

41

 

42

 

21 

27 

F: 

F: 

バス声部なし 

譜例３ 　第二部B1部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆
者が作成）

1 
 

 
 
譜例 1 第一部のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
 

 
 
譜例 2 第二部A 部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
 
譜例 3 第二部B1部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
                  

譜例 4 第二部B3（57-71 小節）部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
  
  
 

F: 

g: c: 

d: 

67※ 

45 47 

g: 

49 

a: 

53 

64 66 

41

 

42

 

21 

27 

F: 

F: 

バス声部なし 
譜例４ 　第二部B3（57-71小節）部分のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに

執筆者が作成）
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形
で
あ
る
が
、
続
く
六
十
七
小
節
目
で
解
決
す
る
は
ず
の
主
和
音
は
省
略
さ
れ

て
、
ト
音
上
に
六
の
和
音
（
ト
・
変
ロ
・
変
ホ
）（
※
）
が
鳴
る
。
全
休
符
の

後
に
バ
ス
声
部
を
伴
わ
な
い
単
旋
律
が
二
小
節
続
い
た
後
、
第
三
部
へ
移
る
。

第
三
部
（
72
―
115
小
節
）（
譜
例
５
）

第
三
部
の
Ｂ
（
72
―
79
小
節
）
は
、
第
一
部
と
全
く
同
じ
変
ロ
長
調
で
再
現

さ
れ
、
七
十
八
小
節
目
か
ら
変
更
が
加
え
ら
れ
て
、
Ｂ
（
80
―
86
小
節
）、
Ｂ 

（
87
―
96
小
節
）
の
後
、
Ｂ
（
97
―
103
小
節
）
と
Ｂ
（
104
―
108
小
節
）
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
音
型
を
組
み
合
わ
せ
て
再
現
し
て
い
る
。
最
後
の
Ａ
で
は
、

属
七
の
和
音
か
ら
主
和
音
に
解
決
し
て
曲
を
終
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
部
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
主
要
モ
チ
ー
フ
と
部
分
的

な
音
型
を
絶
妙
に
組
み
合
わ
せ
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
項
で

は
、W

q61/3

の
特
徴
を
拍
節
と
転
調
に
関
す
る
視
点
に
分
け
て
整
理
し
、『
奏

法
』
の
記
述
やW

q117/14

の
楽
譜
と
も
比
較
し
な
が
ら
後
期
の
フ
ラ
イ
エ
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
特
性
を
捉
え
る
。

３
―
３　

W
q61/3

に
お
け
る
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
特
性

Ⅰ　

拍
節
に
関
す
る
視
点
か
ら

W
q61/3

の
楽
譜
は
、
全
く
小
節
線
を
用
い
て
い
な
いW

q117/14

と
は
異

な
り
、
全
体
的
に
拍
節
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が

1

2

3

1

3

『
奏
法
』
に
掲
げ
て
い
る
「
規
則
的
な
拍
節
分
割
を
含
ま
な
い
」
と
い
う
フ
ラ

イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
条
件
に
一
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
、W

q61/3

の
楽
譜
を
精
査
し
て
み
る
と
、
拍
節
分
割
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
次
に
示
す
よ
う
な
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
特
性
が
際
立
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

2 
 

 

 
譜例 5 第三部（72-115 小節）のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

  
譜例 6 四拍子から三拍子への移行部分（6-7 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 
A 部分（5 小節目）      6 拍 

 
 
B 部分（21 小節目）     15 拍 

 
譜例 7 拍数の多い部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 
 

78 

譜例５ 　第三部（72-115小節）のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに
執筆者が作成）



Ｃ・Ｐｈ・Ｅ・バッハのフライエ・ファンタジーにおける演奏表現の可能性 ― 後期の作品Wq61/3に焦点を当てて ―

29

に
は
、
ス
ラ
ー
が
付
け
ら
れ
た
一
音
目
に
重
心
が
置
か
れ
る
た
め
、
拍
節
と
の

ず
れ
が
生
じ
る
。

①　

拍
子
の
交
替

W
q61/3

で
は
、
四
分
の
四
拍
子
と
四
分
の
三

拍
子
が
混
在
し
て
い
る
。
曲
中
に
お
け
る
拍
子
の

変
更
は
、
初
期
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー 

に
も
み
ら
れ
る
が
、
小
節
線
が
施
さ
れ
ず
、
全

体
の
拍
感
が
曖
昧
な
作
品
の
場
合
に
は
、
拍
子

の
変
更
を
聴
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
。

W
q61/3

で
は
、
譜
例
６
の
よ
う
に
四
拍
子
と
三

拍
子
の
強
拍
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
、
拍
の
変

更
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。

②　

拍
数
の
拡
張

W
q61/3

の
Ａ
部
分
と
Ｂ
部
分
に
は
、
記
さ
れ
て
い
る
拍
子
よ
り
も
一
小
節

内
の
拍
数
が
多
い
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
拍
節
分
割
さ
れ
て
い
な

い
作
品
の
場
合
に
は
拍
数
の
増
減
が
曖
昧
で
あ
る
が
、
規
則
的
に
拍
節
区
分
さ

れ
た
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
、
拍
数
が
増
や
さ
れ
た
部
分
を
明
確
に

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
譜
例
７
）。

③　

ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
分
散
和
音
の
拍
節
と
の
ず
れ

Ａ
の
冒
頭
部
分
（
譜
例
８
）
の
十
六
分
音
符
に
は
ス
ラ
ー
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
位
置
は
四
分
の
四
拍
子
の
拍
節
と
一
致
し
て
い
な
い
。
演
奏
の
際

（
24
）

2 
 

 

 
譜例 5 第三部（72-115 小節）のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

  
譜例 6 四拍子から三拍子への移行部分（6-7 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 
A 部分（5 小節目）      6 拍 

 
 
B 部分（21 小節目）     15 拍 

 
譜例 7 拍数の多い部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 
 

78 

譜例６ 　四拍子から三拍子への移行部分（6-7小
節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに
執筆者が作成）

3 
 

 

 
 
 

    
譜例 9 冒頭A（4-5 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
  

 
譜例 10 同じ音型の繰り返し（26-30 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
⑤⑤  主主要要モモチチーーフフのの異異ななるる特特徴徴  

B 部分の主要モチーフは、異なる三種類の音階と和音の組み合わせから成っている（譜例 11）。B1の

場合には、一拍目に重心が置かれ、一小節の中で規則的な三拍子を捉えることができる。しかし、B2で

は、強音を指示された音階を含む二拍と、小節線を越えて弱音で指示された四分音符による四拍という

二小節から成り立っており、耳には、六拍子、あるいは、二拍子と四拍子の組み合わせに聴こえる。さ

らに、B3では、二小節目の二拍目から音階の始まるため、一小節目と二小節目のパターンの相違が不規

則性を生じている。 
 
B1  

1 小節のパターン 1 拍目に重心 
 
 
B2  

         2 小節のパターン 2 拍子＋4 拍子 
 

譜例８　冒頭A（1-2小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

譜例７　拍数の多い部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

2 
 

 

 
譜例 5 第三部（72-115 小節）のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

  
譜例 6 四拍子から三拍子への移行部分（6-7 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 
A 部分（5 小節目）      6 拍 

 
 
B 部分（21 小節目）     15 拍 

 
譜例 7 拍数の多い部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 
 

78 

A部分（5小節目） 6拍

2 
 

 

 
譜例 5 第三部（72-115 小節）のバス譜（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

  
譜例 6 四拍子から三拍子への移行部分（6-7 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 
A 部分（5 小節目）      6 拍 

 
 
B 部分（21 小節目）     15 拍 

 
譜例 7 拍数の多い部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 
 

78 

15拍B部分（21小節目）
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続
く
四
、
五
小
節
目
で

も
、
拍
節
を
超
え
て
和

音
が
分
散
さ
れ
て
い
る
。

ten.

や
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
、

弱
音
記
号
が
つ
い
て
い
る

位
置
か
ら
み
て
も
、
こ
こ

で
は
、
拍
節
よ
り
も
分
散

和
音
の
ま
と
ま
り
が
優
先

さ
れ
る
（
譜
例
９
）。

④　

モ
チ
ー
フ
の
反
復

W
q61/3

で
は
、
譜
例

10
に
示
す
よ
う
に
、
同
じ

音
型
を
繰
り
返
し
な
が
ら

一
小
節
単
位
で
和
音
が
移

り
変
わ
る
部
分
が
多
く
み

ら
れ
る
。
初
期
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
定
型
の
モ
チ
ー
フ
を
持
た

な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
反
復
は
み
ら
れ
な
い
。

⑤　

主
要
モ
チ
ー
フ
の
異
な
る
特
徴

Ｂ
部
分
の
主
要
モ
チ
ー
フ
は
、
異
な
る
三
種
類
の
音
階
と
和
音
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
成
っ
て
い
る
（
譜
例
11
）。
Ｂ
の
場
合
に
は
、
一
拍
目
に
重
心
が
置
か

れ
、
一
小
節
の
中
で
規
則
的
な
三
拍
子
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、 

Ｂ
で
は
、
強
音
を
指
示
さ
れ
た
音
階
を
含
む
二
拍
と
、
小
節
線
を
越
え
て
弱
音

で
指
示
さ
れ
た
四
分
音
符
に
よ
る
四
拍
と
い
う
二
小
節
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、
耳
に
は
、
六
拍
子
、
あ
る
い
は
、
二
拍
子
と
四
拍
子
の
組
み
合
わ
せ
に
聴

こ
え
る
。
さ
ら
に
、
Ｂ
で
は
、
二
小
節
目
の
二
拍
目
か
ら
音
階
の
始
ま
る
た
め
、 

一
小
節
目
と
二
小
節
目
の
パ
タ
ー
ン
の
相
違
が
不
規
則
性
を
生
じ
て
い
る
。

1

2

3

3 
 

 

 
 
 

    
譜例 9 冒頭A（4-5 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
  

 
譜例 10 同じ音型の繰り返し（26-30 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
⑤⑤  主主要要モモチチーーフフのの異異ななるる特特徴徴  

B 部分の主要モチーフは、異なる三種類の音階と和音の組み合わせから成っている（譜例 11）。B1の

場合には、一拍目に重心が置かれ、一小節の中で規則的な三拍子を捉えることができる。しかし、B2で

は、強音を指示された音階を含む二拍と、小節線を越えて弱音で指示された四分音符による四拍という

二小節から成り立っており、耳には、六拍子、あるいは、二拍子と四拍子の組み合わせに聴こえる。さ

らに、B3では、二小節目の二拍目から音階の始まるため、一小節目と二小節目のパターンの相違が不規

則性を生じている。 
 
B1  

1 小節のパターン 1 拍目に重心 
 
 
B2  

         2 小節のパターン 2 拍子＋4 拍子 
 

譜例９　冒頭A（4-5小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

 
 
譜例 10  

譜例10 　同じ音型の繰り返し（26-30小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもと
に執筆者が作成）

譜例11 　B部分の三種類の主要モチーフ（論文末尾に示した参考楽
譜をもとに執筆者が作成）

3 
 

 

 
 
 

    
譜例 9 冒頭A（4-5 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
  

 
譜例 10 同じ音型の繰り返し（26-30 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
⑤⑤  主主要要モモチチーーフフのの異異ななるる特特徴徴  

B 部分の主要モチーフは、異なる三種類の音階と和音の組み合わせから成っている（譜例 11）。B1の

場合には、一拍目に重心が置かれ、一小節の中で規則的な三拍子を捉えることができる。しかし、B2で

は、強音を指示された音階を含む二拍と、小節線を越えて弱音で指示された四分音符による四拍という

二小節から成り立っており、耳には、六拍子、あるいは、二拍子と四拍子の組み合わせに聴こえる。さ

らに、B3では、二小節目の二拍目から音階の始まるため、一小節目と二小節目のパターンの相違が不規

則性を生じている。 
 
B1  

1 小節のパターン 1 拍目に重心 
 
 
B2  

         2 小節のパターン 2 拍子＋4 拍子 
 

B1

3 
 

 

 
 
 

    
譜例 9 冒頭A（4-5 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
  

 
譜例 10 同じ音型の繰り返し（26-30 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
⑤⑤  主主要要モモチチーーフフのの異異ななるる特特徴徴  

B 部分の主要モチーフは、異なる三種類の音階と和音の組み合わせから成っている（譜例 11）。B1の

場合には、一拍目に重心が置かれ、一小節の中で規則的な三拍子を捉えることができる。しかし、B2で

は、強音を指示された音階を含む二拍と、小節線を越えて弱音で指示された四分音符による四拍という

二小節から成り立っており、耳には、六拍子、あるいは、二拍子と四拍子の組み合わせに聴こえる。さ

らに、B3では、二小節目の二拍目から音階の始まるため、一小節目と二小節目のパターンの相違が不規

則性を生じている。 
 
B1  

1 小節のパターン 1 拍目に重心 
 
 
B2  

         2 小節のパターン 2 拍子＋4 拍子 
 

B2

4 
 

B3 

    2 小節のパターン 不規則な３拍子 
 
 

 
  
譜例 12 属和音を用いた転調（26-31 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
  
 
 

 
F:    g: 

譜例 13  Wq61/3（41-42 小節）の転調（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

 
  g:              f:            
 
譜例14 反復による経過的な転調（15-18小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
譜例 15  Wq61/3（49-56 小節）の転調（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

26 ※ 

B: F: 

41 

※ 

B3

１小節のパターン　

１拍目に重心

２小節のパターン　

２拍子＋４拍子

２小節のパターン　

不規則な３拍子
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こ
の
よ
う
に
、W

q61/3

の
楽
譜
か
ら
拍
節
上
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
る
と
、

Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
『
奏
法
』
に
示
し
て
い
る
「
規
則
正
し
い
拍
節
分
割
を
含
ま
な

い
」
と
い
う
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
条
件
が
、
小
節
線
の
有
無
だ
け
を

指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
拍
節
区
分
さ
れ
た
楽
譜
で
は
、
拍

子
の
交
替
や
、
拍
節
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
部
分
、
ま
た
、
音
型
や
リ
ズ
ム
パ

タ
ー
ン
が
創
り
出
す
不
規
則
性
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

Ⅱ　

転
調
の
視
点
か
ら

W
q61/3

の
転
調
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
を
、『
奏
法
』
の
記
述
と

照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
整
理
す
る
。W

q117/14
と
比
較
し
、
初
期
の
フ
ラ
イ

エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
の
相
違
を
示
す
と
と
も
に
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
「
賢
明
な

裏
切
り
」
と
呼
ん
だ
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
独

自
の
転
調
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。

①　

導
音
に
よ
る
転
調
と
主
和
音
の
省
略

新
し
い
調
の
導
音
、
属
和
音
（
属
七
の
和
音
）
を

用
い
て
転
調
す
る
方
法
は
一
般
的
で
あ
り
、
Ｅ
・

バ
ッ
ハ
も
「
長
七
度
と
い
う
音
程
は
、
す
べ
て
の

自
然
的
な
転
調
の
た
め
の
鍵
で
あ
り
、
ま
た
そ
う

し
た
転
調
の
印
で
も
あ
る
。」
と
記
述
し
て
い
る
。

W
q61/3

に
お
い
て
も
、
譜
例
12
に
示
す
よ
う
に
、

（
25
）

変
ロ
長
調
か
ら
ヘ
長
調
の
導
音
で
あ
る
ホ
音
を
用
い
た
転
調
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
属
調
と
い
う
近
親
調
へ
の
転
調
で
あ
り
、
し
か
も
、
二
十
七
小
節

目
の
和
音
（
※
）
は
変
ロ
長
調
と
ヘ
長
調
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ご
く
自

然
に
聴
こ
え
る
転
調
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
四
十
二
小
節
目
（
譜
例
13
）

で
は
、
ヘ
長
調
の
終
止
形
の
主
和
音
が
来

る
べ
き
と
こ
ろ
へ
、
突
然
、
ト
短
調
の
属

七
の
和
音
が
挿
入
さ
れ
、
急
な
転
調
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が

「
正
式
な
終
結
カ
デ
ン
ツ
に
よ
っ
て
別
の

調
に
転
調
す
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
そ
の

後
に
そ
れ
と
は
違
っ
た
方
向
に
逸
れ
て
い

く
」
と
解
説
し
て
い
る
「
賢
明
な
裏
切
り
」
の
実
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
四
十

二
小
節
目
の
休
符
と
、
四
十
三
小
節
目
か
ら
の
急
な
三
拍
子
へ
の
変
更
も
、
こ

の
「
賢
明
な
裏
切
り
」
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

同
様
に
、
第
二
部
六
十
六
小
節
目
に
も
、
終
止
形
に
お
け
る
主
和
音
の
省
略

が
行
わ
れ
て
い
る
。
ニ
短
調
に
解
決
す
る
べ
き
主
和
音
が
省
略
さ
れ
、
ト
音
上

の
四
六
の
和
音
か
ら
変
ロ
長
調
に
転
調
す
る
。

②　

同
じ
音
型
の
反
復
に
よ
る
経
過
的
な
転
調
と
中
断

同
じ
音
型
や
和
声
進
行
を
繰
り
返
し
な
が
ら
調
を
移
り
変
わ
る
方
法
は
一
般
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譜例 12 属和音を用いた転調（26-31 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
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譜例 13  Wq61/3（41-42 小節）の転調（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
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譜例14 反復による経過的な転調（15-18小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 

 
譜例 15  Wq61/3（49-56 小節）の転調（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
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譜例13 　Wq61/3（41-42小節）の転
調（論文末尾に示した参考楽
譜をもとに執筆者が作成）
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で
は
、
四
十
九
小
節
目
か
ら
繰
り
返
さ
れ
る
音
型
と
バ
ス
声
部
の
半
音
階
に
よ

る
上
行
か
ら
、
五
十
四
小
節
目
（
※
）
で
は
、
変
イ
音
上
の
六
の
和
音
（
左
手

は
、
変
イ
音
と
ヘ
音
、
右
手
の
最
高
音
は
ハ
音
）
が
予
期
さ
れ
る
が
、
突
然
、

イ
短
調
の
属
七
の
和
音
が
挿
入
さ
れ
、
急
な
転
調
を
行
っ
て
い
る
。

③　

バ
ス
声
部
の
省
略

第
一
部
で
は
、
三
十
二
小
節
目
の
三
拍
目

（
※
）
に
変
ロ
音
が
オ
ク
タ
ー
ブ
で
鳴
り
、

バ
ス
音
や
和
声
が
記
さ
れ
て
い
な
い
（
譜
例

16
）。
仮
に
、
バ
ス
声
部
に
ハ
音
を
補
足
す

れ
ば
、
三
十
二
小
節
目
の
三
拍
目
は
ヘ
長
調

の
属
七
の
和
音
と
な
り
、
自
然
な
和
声
進

行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
Ｅ
・

バ
ッ
ハ
は
、
敢
え
て
、
こ
の
バ
ス
声
部
を
省

略
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
自
然
な
響
き
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
。
第
三
部
の
百
五
小
節
目
で

も
同
様
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
部
の
七
十
、
七
十
一
小
節
で
は
、
左
手
に
は
休
符
が
置
か
れ
、

右
手
の
単
旋
律
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
（
譜
例
17
）。
七
十
小
節
目
の
バ
ス
声

部
に
変
ホ
音
、
七
十
一
小
節
目
に
ヘ
音
を
想
定
し
て
み
る
と
、
変
ホ
音
上
の
六

の
和
音
、
ヘ
音
上
の
属
七
の
和
音
進
行
に
よ
り
、
変
ロ
長
調
で
あ
る
第
三
部
へ

的
で
は
あ
る
が
、
拍
節
さ
れ
な
い
初
期
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
、

規
則
的
な
反
復
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
転
調
方
法
は
み
ら
れ
な
い
。
一
方
、

W
q61/3

で
は
、
譜
例
14
に
示
す
よ
う
な
反
復
を
用
い
た
経
過
的
な
転
調
が
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、W

q61/3
で
は
こ
れ
ら

の
継
続
す
る
反
復
を
断
ち
切
り
、
突

然
、
転
調
す
る
方
法
が
フ
ラ
イ
エ
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
「
賢
明
な
裏
切

り
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
譜
例
15
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譜例14 　反復による経過的な転調（15-18小節）（論文末
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③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作
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譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 

譜例16 　Wq61/3バス声部の省略部分（31-33小
節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに
執筆者が作成）
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自
然
な
転
調
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
意
図
的
に
バ
ス
声
部
が
省
略
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
。
し
か
も
、
七
十
小
節
目
の

嬰
へ
音
、
七
十
一
小
節
目
の
ロ
音
と
い
う

非
和
声
音
の
挿
入
が
、
曖
昧
な
調
性
感
を

さ
ら
に
強
め
、
第
三
部
の
変
ロ
長
調
へ
の

意
外
な
移
行
を
印
象
付
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
和
音
や
バ
ス
声
部

を
省
略
す
る
方
法
は
、
初
期
の
フ
ラ
イ

エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
も
用
い
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
当
時
の
制
約
を
受
け
た
調

概
念
の
中
で
は
、
転
調
の
際
に
生
じ
る
聴

覚
的
な
刺
激
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
が
優
先

さ
れ
た
た
め
に
、
全
体
的
に
曖
昧
な
調
性

感
の
中
で
は
、
転
調
の
過
程
が
明
瞭
で
は

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
期
の
フ
ラ
イ

エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
、
調
関
係
の
縛

り
か
ら
解
放
さ
れ
、
属
七
の
和
音
に
よ
る

急
激
な
転
調
や
、
同
じ
音
型
と
和
声
進
行
の
反
復
に
よ
る
直
接
的
な
転
調
が
可

能
と
な
り
、
例
外
的
な
和
声
進
行
や
バ
ス
声
部
の
省
略
が
際
立
ち
、
フ
ラ
イ

エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
特
性
を
効
果
的
に
聴
衆
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

W
q61/3

の
演
奏
表
現
の
た
め
の
提
案

こ
こ
ま
で
の
分
析
を
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
作
曲
者
の
意
図
を
汲
ん
だ
フ
ラ

イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
演
奏
法
を
末
永
版
と
し
て
提
案
す
る
。
具
体
的
に

は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
楽
譜
に
記
し
て
い
る
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
拍
節

と
転
調
に
関
す
る
特
徴
を
生
か
し
、
強
弱
、
休
符
、
音
域
や
拍
子
の
交
替
を
よ

り
効
果
的
に
演
奏
す
る
た
め
に
必
要
な
ス
ラ
ー
、
速
度
、
デ
ュ
ナ
ー
ミ
ク
に
関

す
る
記
号
を
追
加
す
る
。
特
に
、
速
度
変
化
に
関
し
て
は
、
正
確
な
拍
節
に

従
っ
て
規
則
的
に
演
奏
す
る
部
分
と
、
拍
節
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
演
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 

自由な速度と音価を用い、緩急をつけ
ながら演奏する。

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 
休符や音符を強調して演奏する。

前の部分とは異なる速度で演奏する。

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 

僅かに速度を緩めて演奏する。

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 

僅かに速度を上げて演奏する。

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 

規則的な速度を保って演奏する。

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 

音のまとまりを表す。（レガート等の
演奏方法を指定するものではない。）

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 適切なタイミングを計り、間を取る。

5 
 

③③  ババスス声声部部のの省省略略  
第一部では、三十二小節目の三拍目（※）に変ロ音がオクターブで鳴り、バス音や和声が記されてい

ない（譜例 16）。仮に、バス声部にハ音を補足すれば、三十二小節目の三拍目はヘ長調の属七の和音と

なり、自然な和声進行を行うことができる。しかし、E・バッハは、敢えて、このバス声部を省略する

ことにより、不自然な響きを生じさせている。第三部の百五小節目でも同様の方法が用いられている。 
 

 
譜例 16 Wq61/3 バス声部の省略部分（31-33 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作

成） 
 
 
 

 

 
 

  
譜例 17 第二部終わりから第三部への導入部分（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 

 

         自由な速度と音価を用い、緩急をつけながら演奏する。 

         前の部分とは異なる速度で演奏する。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰      僅かに速度を緩めて演奏する。 

         僅かに速度を上げて演奏する。 

         規則的な速度を保って演奏する。 

         音のまとまりを表す。（レガート等の演奏方法を指定するものではない。） 

 

         休符や音符を強調して演奏する。 

適切なタイミングを計り、間を取る。 

 
 
 

※ 

70 71 
第三部 

※ ※ 

バス声部の省略  B: 

， 
末永版（譜例18〜27）に加えた記号
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奏
す
る
部
分
を
明
示
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
追
記
が
、
奏
者
の
自
由
な
表

現
方
法
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
し
、
前
頁
に
示
し
た
記

号
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
選
択
の
余
地
を
与
え
る
表
示
に
し
た
。
ま
た
、

執
筆
者
が
追
加
し
た
強
弱
な
ど
の
記
号
に
は
括
弧
付
け
を
し
て
い
る
。

一
小
節
目
か
ら
四
小

節
目
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ

が
記
し
て
い
る
ア
ー

テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
活
か
し
た
上
で
、
和

声
の
ま
と
ま
り
を
捉

え
る
よ
う
に
、
ま
た
、

四
、
五
小
節
目
に
は
、

拍
節
を
超
え
る
分
散
和

音
を
明
確
に
す
る
た
め

に
、
ス
ラ
ー
と
休
符
を

強
調
す
る
記
号
を
記
し

た
（
譜
例
18
）。
こ
の

よ
う
に
、
拍
節
と
の
ず

れ
を
生
じ
る
よ
う
に
記

譜
さ
れ
た
部
分
で
は
、

拍
節
に
縛
ら
れ
な
い
緩
急
の
変
化
を
加
え
た
演
奏
表
現
が
求
め
ら
れ
る
。
一
小

節
目
か
ら
五
小
節
目
前
半
は
自
由
な
速
度
で
、
ま
た
、
五
小
節
目
後
半
で
は
、

弱
音
を
明
確
に
表
現
す
る
た
め
に
速
度
を
変
え
る
。
前
の
部
分
よ
り
も
さ
ら
に

6 
 

第一部 
A（1-6） 
 

 
 
譜例 18 末永版（1-6 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

 
一小節目から四小節目は、E・バッハが記しているアーティキュレーションを活かした上で、和声の

まとまりを捉えるように、また、四、五小節目には、拍節を超える分散和音を明確にするために、スラ

ーと休符を強調する記号を記した。このように、拍節とのずれを生じるように記譜された部分では、拍

節に縛られない緩急の変化を加えた演奏表現が求められる。一小節目から五小節目前半は自由な速度で、

また、五小節目後半では、弱音を明確に表現するために速度を変える。前の部分よりもさらに遅く、あ

るいは、速く弾くことも効果的である。四拍子から三拍子への交替を強調するために、六小節目では厳

格な拍節と速度で演奏する。冒頭の五小節との相違を明確にするために、五小節目の休符は長めに取る

ように記号を付けた。 
 
B1（7-14） 

 
 
譜例 19 末永版（7-14 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

正確な速度と音価で 

前とは異なる速度で 

速度と音価は自由に、緩急をつけて 

自由な速度で緩急をつけて 正確な速度と音価で 

譜例18　末永版（1-6小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

6 
 

第一部 
A（1-6） 
 

 
 
譜例 18 末永版（1-6 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

 
一小節目から四小節目は、E・バッハが記しているアーティキュレーションを活かした上で、和声の

まとまりを捉えるように、また、四、五小節目には、拍節を超える分散和音を明確にするために、スラ

ーと休符を強調する記号を記した。このように、拍節とのずれを生じるように記譜された部分では、拍

節に縛られない緩急の変化を加えた演奏表現が求められる。一小節目から五小節目前半は自由な速度で、

また、五小節目後半では、弱音を明確に表現するために速度を変える。前の部分よりもさらに遅く、あ

るいは、速く弾くことも効果的である。四拍子から三拍子への交替を強調するために、六小節目では厳

格な拍節と速度で演奏する。冒頭の五小節との相違を明確にするために、五小節目の休符は長めに取る

ように記号を付けた。 
 
B1（7-14） 

 
 
譜例 19 末永版（7-14 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

正確な速度と音価で 

前とは異なる速度で 

速度と音価は自由に、緩急をつけて 

自由な速度で緩急をつけて 正確な速度と音価で 

譜例19　末永版（7-14小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

第一部
A（1-6）

B1（7-14）

速度と音価は自由に、緩急をつけて

正確な速度と音価で 自由な速度で緩急をつけて

正確な速度と音価で

前とは異なる速度で
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7 
 

 
B2（15-21） 

 

 
譜例 20 末永版（15-21 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 
B3（22-35） 

 
譜例 21 末永版（22-35 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
譜例 22 末永版 参考楽譜（32-33 小節） 

 

自由な速度で緩急をつけて 

間を空ける 

反復は、異なる速度で 

譜例21　末永版（22-35小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

遅
く
、
あ
る
い
は
、
速
く
弾
く
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
四
拍
子
か
ら
三
拍
子

へ
の
交
替
を
強
調
す
る
た
め
に
、
六
小
節
目
で
は
厳
格
な
拍
節
と
速
度
で
演
奏

す
る
。
冒
頭
の
五
小
節
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
五
小
節
目
の
休
符

は
長
め
に
取
る
よ
う
に
記
号
を
付
け
た
。

Ｂ
の
モ
チ
ー
フ
は
一
小
節
ご
と
の
パ
タ
ー
ン
を
強
調
す
る
た
め
に
、
ス
ラ
ー

と
強
弱
記
号
を
加
え
、
正

確
な
速
度
と
音
価
で
演
奏

す
る
よ
う
に
示
し
た
。
一

方
、
九
小
節
目
以
降
は
、

強
弱
や
音
域
の
差
、
テ

ヌ
ー
ト
、
終
止
形
を
強
調

す
る
た
め
に
細
か
な
速
度

指
示
と
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン

ド
、
休
符
を
強
調
す
る
記

号
を
加
え
た
（
譜
例
19
）。

Ｂ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
音

階
と
和
音
と
を
分
け
る
ス

ラ
ー
と
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド

を
追
加
し
、
二
小
節
パ

タ
ー
ン
の
特
徴
を
強
調
す

る
。
十
九
小
節
か
ら
二
十

12

一
小
節
目
の
拍
節
に
縛
ら
れ
な
い
部
分
と
Ｂ
の
モ
チ
ー
フ
を
明
確
に
分
け
る
た

め
に
、
十
八
小
節
の
終
わ
り
に
ブ
レ
ス
記
号
を
追
加
し
た
。
二
十
一
小
節
は
自

由
に
緩
急
を
つ
け
て
演
奏
し
、
最
後
に
向
け
て
終
止
す
る
よ
う
に
ス
ラ
ー
と

デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
記
号
を
記
し
た
（
譜
例
20
）。

2

7 
 

 
B2（15-21） 

 

 
譜例 20 末永版（15-21 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 
B3（22-35） 

 
譜例 21 末永版（22-35 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
譜例 22 末永版 参考楽譜（32-33 小節） 

 

自由な速度で緩急をつけて 

間を空ける 

反復は、異なる速度で 

譜例20　末永版（15-21小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

7 
 

 
B2（15-21） 

 

 
譜例 20 末永版（15-21 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 
B3（22-35） 

 
譜例 21 末永版（22-35 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
譜例 22 末永版 参考楽譜（32-33 小節） 

 

自由な速度で緩急をつけて 

間を空ける 

反復は、異なる速度で 

自由な速度で緩急をつけて

反復は、異なる速度で

B2（15-21）

B3（22-35）

間を空ける
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的
な
演
奏
で
あ
る
と
考
え
、
十
分
な
長
さ
で
強
調
す
る
よ
う
に
記
号
を
つ
け

た
。
さ
ら
に
、
三
十
二
小
節
目
と
三
十
三
小
節
目
の
速
さ
に
変
化
を
加
え
、
こ

の
変
ロ
音
と
嬰
ハ
音
を
分
岐
点
と
し
て
、
全
く
表
現
を
変
え
る
よ
う
に
試
み

た
。
続
く
、
ヘ
長
調

の
終
止
形
は
第
一
部

の
終
わ
り
を
明
確
に

す
る
た
め
に
、
ス

ラ
ー
と
デ
ィ
ミ
ヌ
エ

ン
ド
記
号
を
付
し
て

速
度
を
緩
め
る
よ
う

に
示
し
た
。

譜
例
23
の
四
十
一

小
節
目
ま
で
は
第
一

部
と
同
じ
で
あ
る

が
、
突
然
、
転
調
す

る
四
十
二
小
節
目
ト

短
調
の
属
七
の
和
音

に
は
、
強
弱
、
休
符

に
記
号
を
付
け
、
四

十
一
小
節
目
と
は
異

な
る
速
度
、
音
価
を

8 
 

第第二二部部  
A（36-42） 
 

 
 
 
譜例 23 末永版（36-42 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

 
B1（43-56） 
 

 

 
譜例 24 末永版（43-56 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

自由な速度で緩急をつけて 

正確な速度

と音価で 
 

分散する速度・ 
長さは自由 

速度と音価は自由に、緩急をつけて 
 
 
 

正確な速度と音価で 

間を空ける 

譜例23　末永版（36-42小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

Ｂ
の
モ
チ
ー
フ
で
は
、
音
階
に
ス
ラ
ー
と
、
二
十
三
、
二
十
五
小
節
目
の
三

拍
目
に
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
、
二
十
四
小
節
目
に
強
音
記
号
を
加
え
、
複
雑
な
拍
感

と
二
小
節
の
反
復
を
強
調
し
た
。
二
十
八
、
二
十
九
小
節
目
の
反
復
は
、
左
手

の
和
音
と
強
弱
の
相
違
を
異
な
る
速
度
で
表
現
す
る
よ
う
に
記
し
た
。
ま
た
、

三
十
小
節
目
の
全
休
符
は
十
分
な
長
さ
を
取
り
、
次
に
来
る
バ
ス
声
部
の
省

略
、
減
七
の
和
音
の
挿
入
、
音
域
と
強
弱
の
差
を
効
果
的
に
際
立
た
せ
る
よ
う

に
示
し
た
（
譜
例
21
）。

三
十
二
小
節
目
か
ら
三
十
四
小
節
目
の
演
奏
表
現
の

参
考
楽
譜
と
し
て
譜
例
22
を
付
載
す
る
。
三
十
二
小
節

目
の
三
拍
目
に
想
定
さ
れ
る
一
例
と
し
て
バ
ス
音
と
和

声
を
補
い
、
三
十
三
小
節
目
の
左
手
も
順
次
進
行
と
な

る
よ
う
に
書
き
換
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
三
十
二
小
節

目
の
三
拍
目
は
ヘ
長
調
の
属
七
の
和
音
と
な
り
、
バ
ス

声
部
は
ハ
音
か
ら
嬰
ハ
音
へ
、
三
十
三
小
節
目
の
減
七

の
和
音
を
経
て
、
ヘ
長
調
の
主
和
音
へ
円
滑
に
進
む
こ

と
が
で
き
る
。

譜
例
22
を
対
極
的
な
例
と
し
て
、W

q61/3

の
楽
譜
に
目
を
向
け
る
と
、
三

十
二
小
節
目
の
変
ロ
音
に
は
、
強
音
記
号
と
テ
ヌ
ー
ト
が
つ
け
ら
れ
て
強
調
さ

れ
て
お
り
、
続
く
、
三
十
三
小
節
目
の
嬰
ハ
音
の
オ
ク
タ
ー
ブ
と
の
音
域
の
隔

た
り
も
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
音
域
の
異
な
る
二
つ
の
オ
ク

タ
ー
ブ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
作
曲
上
の
意
図
に
沿
う
効
果

3

7 
 

 
B2（15-21） 

 

 
譜例 20 末永版（15-21 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
 
B3（22-35） 

 
譜例 21 末永版（22-35 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 
譜例 22 末永版 参考楽譜（32-33 小節） 

 

自由な速度で緩急をつけて 

間を空ける 

反復は、異なる速度で 

譜例22　末永版　参考楽譜（32-33小節）

第二部
A（36-42） 速度と音価は自由に、緩急をつけて

分散する速度・
長さは自由

正確な速度と
音価で
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レ
ス
記
号
を
つ
け
て
流
れ
を
分
断
す
る
よ
う
に
し
た
。
五
十
六
小
節
目
の
終
止

形
は
、
速
度
と
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
記
号
を
記
し
た
（
譜
例
24
）。

五
十
七
小
節
か
ら
の
反
復
に
よ
る
経
過
的
な
転
調
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、

Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
記
譜
し
た
細
か
い
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
重
ね
て
ス

8 
 

第第二二部部  
A（36-42） 
 

 
 
 
譜例 23 末永版（36-42 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

 
B1（43-56） 
 

 

 
譜例 24 末永版（43-56 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

自由な速度で緩急をつけて 

正確な速度

と音価で 
 

分散する速度・ 
長さは自由 

速度と音価は自由に、緩急をつけて 
 
 
 

正確な速度と音価で 

間を空ける 

譜例24 　末永版（43-56小節）（論文
末尾に示した参考楽譜をもと
に執筆者が作成）

8 
 

第第二二部部  
A（36-42） 
 

 
 
 
譜例 23 末永版（36-42 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

 
B1（43-56） 
 

 

 
譜例 24 末永版（43-56 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 

自由な速度で緩急をつけて 

正確な速度

と音価で 
 

分散する速度・ 
長さは自由 

速度と音価は自由に、緩急をつけて 
 
 
 

正確な速度と音価で 

間を空ける 

指
示
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
分
散
す
る
、
あ
る
い
は
、
速
く
、
短

く
分
散
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
突
然
の
転
調
を
示
す
効
果
的
な

表
現
で
あ
る
。

第
一
部
と
は
異
な
る
四
十
八
小
節
目
に
は
、
音
型
を
繰
り
返
し
な
が
ら
下
行

す
る
細
か
い
変
化
が
鮮
明
に
な
る
よ
う
に
ス
ラ
ー
を
つ
け
た
。
五
十
四
小
節
目

の
転
調
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
四
十
九
小
節
目
か
ら
の
交
替
す
る
強
弱
に

速
度
の
変
化
を
加
え
て
連
続
性
を
強
調
し
、
五
十
四
小
節
目
に
入
る
直
前
に
ブ

B1（43-56）

B3（57-71）

正確な速度と音価で
自由な速度で緩急をつけて

一小節ごとの段階的なクレッシェンド

間を空ける

9 
 

 
B3（57-71） 

 

 
譜例 25 末永版（56-71 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 

 
 
譜例 26 末永版 参考楽譜（70-71 小節） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ 

一小節ごとの段階的なクレッシェンド 

譜例25　末永版（56-71小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）

9 
 

 
B3（57-71） 

 

 
譜例 25 末永版（56-71 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 

 
 
譜例 26 末永版 参考楽譜（70-71 小節） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ 

一小節ごとの段階的なクレッシェンド 

※
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ラ
ー
を
つ
け
、
一
小
節
ご
と
の
段
階
的
な
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
を
示
し
た
。
六
十

一
、
六
十
二
小
節
目
は
第
一
部
と
は
異
な
る
和
声
に
差
の
大
き
い
強
弱
が
記
さ

れ
て
い
る
た
め
、
六
十
二
小
節
目
を
遅
く
弾
く
よ
う
に
変
化
を
つ
け
た
。
ま

た
、
六
十
六
小
節
目
ニ
短
調
の
終
止
か
ら
六
十
七
小
節
目
変
ロ
長
調
へ
の
急
激

な
転
調
を
強
調
す
る
た
め
に
、
和
音
進
行
を
明
確
に
す
る
た
め
の
ス
ラ
ー
、
急

激
な
速
度
変
化
を
追
加
し
た
（
譜
例
25
）。

バ
ス
声
部
が
省
略
さ
れ
た
七
十
、
七
十
一
小
節
目

に
、
想
定
さ
れ
る
一
例
と
し
て
、
譜
例
26
の
よ
う
に

音
を
補
っ
て
み
る
と
、
属
七
の
和
音
を
経
て
、
ヘ

長
調
へ
の
転
調
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、
Ｅ
・

バ
ッ
ハ
は
バ
ス
声
部
を
省
い
た
だ
け
で
な
く
、
六
十

九
小
節
目
に
変
イ
音
、
七
十
小
節
目
に
嬰
へ
音
、
七

十
一
小
節
目
に
ロ
音
と
い
う
調
に
属
さ
な
い
音
を
加

え
て
、
こ
の
部
分
の
調
を
曖
昧
に
し
て
い
る
。
特

に
、
七
十
、
七
十
一
小
節
目
に
つ
け
ら
れ
た
強
弱
と

細
か
い
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
不
協

和
な
音
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
意
図
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
末
永
版
（
譜
例
25
）
で
は
、
変
イ
音
を
含
む
六
十
九
小
節
目
を

ゆ
っ
く
り
演
奏
し
、
七
十
、
七
十
一
小
節
目
に
は
、
和
声
の
ま
と
ま
り
に
沿
っ

た
ス
ラ
ー
を
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
表
現
を
行
う
よ
う
に
記
し
た
。
中
で

も
、
譜
例
26
の
七
十
一
小
節
目
の
三
拍
目
に
は
、
一
オ
ク
タ
ー
ブ
低
い
へ
音
を

バ
ス
声
部
に
想
定
し
、
属
七
の
和
音
か
ら
主
和
音
へ
の
解
決
を
際
立
た
せ
る
た

め
に
、
譜
例
25
の
（
※
）
で
は
別
の
ス
ラ
ー
を
書
き
入
れ
た
。

第
三
部
（
譜
例
27
、
39
―
40
頁
に
掲
載
）
は
、
大
部
分
が
第
一
部
の
再
現
で

は
あ
る
が
、
第
一
部
と
は
異
な
る
七
十
八
、
七
十
九
小
節
目
と
、
九
十
八
か
ら

一
〇
三
小
節
目
に
強
弱
と
速
度
の
変
更
を
加
え
た
。
特
に
、
一
〇
二
か
ら
一
〇

三
小
節
目
で
は
、
第
一
部
の
よ
う
に
突
然
の
転
調
の
た
め
に
中
断
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
連
続
し
た
反
復
を
強
調
す
る
た
め
に
、
二
小
節
に
わ
た
る
緩
急
の
変

化
を
付
け
た
。

バ
ス
声
部
が
省
略
さ
れ
て
い
る
一
〇
五
、
一
〇

六
節
目
に
想
定
さ
れ
る
一
例
と
し
て
和
音
を
補
う

と
、
一
〇
五
小
節
目
三
拍
目
の
変
ロ
長
調
の
属
七

の
和
音
か
ら
減
七
の
和
音
を
経
て
、
一
〇
七
小
節

目
に
主
和
音
へ
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
譜
例

28
）。
こ
の
和
声
進
行
を
対
極
な
例
と
し
て
照
ら

し
合
わ
せ
て
演
奏
表
現
を
検
討
し
、
一
〇
五
小
節

目
の
変
ホ
音
の
オ
ク
タ
ー
ブ
を
十
分
な
長
さ
で
強

調
し
、
譜
例
27
で
は
一
〇
五
、
一
〇
六
節
目
の
速

度
を
変
え
る
よ
う
に
記
号
を
つ
け
た
。

最
後
の
終
止
形
（
114
―
115
）
は
、
第
一
部
の
半
終
止
（
６
）、
第
二
部
の
急

激
な
転
調
（
41
―
42
）
と
は
異
な
り
、
完
全
終
止
と
な
っ
て
い
る
。
分
散
す
る

速
度
と
速
さ
は
自
由
に
選
択
可
能
で
あ
る
こ
と
を
書
き
加
え
た
。

9 
 

 
B3（57-71） 

 

 
譜例 25 末永版（56-71 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 
 
 

 
 
譜例 26 末永版 参考楽譜（70-71 小節） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ 

一小節ごとの段階的なクレッシェンド 

譜例26　末永版　参考楽譜（70-71小節）

11 
 

   
譜例 27 末永版（70-115 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 

  
譜例 28 末永版 参考楽譜（105-106 小節） 

速度を上げて最後に緩め、2 小節の連続を強調する 

分散する速さ・ 
強さは自由 

105 

譜例28　末永版　参考楽譜（105-106小節）
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10 
 

第第三三部部（（7722--111155））  

 
 

 

異なる速度で反復 

第三部（72-115）

異なる速度で反復
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11 
 

   
譜例 27 末永版（70-115 小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成） 
 

 

  
譜例 28 末永版 参考楽譜（105-106 小節） 

速度を上げて最後に緩め、2 小節の連続を強調する 

分散する速さ・ 
強さは自由 

105 

速度を上げて最後に緩め、2小節の連続を強調する

分散する
速さ・強さ
は自由

譜例27　末永版（70-115小節）（論文末尾に示した参考楽譜をもとに執筆者が作成）
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５　

お
わ
り
に

後
期
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ーW

q61/3

の
楽
譜
で
は
、W

q117/14

の
よ
う
に
、

奏
者
が
音
や
音
価
を
補
足
し
な
が
ら
演
奏
す
る
必
要
は
な
く
、
初
期
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
よ
り
も
奏
者
に
委
ね
ら
れ
た
即
興
的
な
範
囲
が
縮
小
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
し
か
し
、
楽
譜
に
音
や
音
価
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
が
故
意
に
省
い
た
音
や
小
節
線
、
拍
子
の
交
替
や
モ
チ
ー
フ

の
不
規
則
な
音
型
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

即
興
的
な
要
素
を
聴
衆
に
聴
か
せ
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
作
曲
上
の
仕
掛
け
で

あ
り
、
奏
者
は
、
楽
譜
か
ら
作
曲
者
の
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
晩
年
の
転
調
概
念
は
、
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
転
調
範
囲
を

広
げ
る
と
と
も
に
、
調
関
係
に
よ
る
制
約
を
取
り
除
い
た
。W

q61/3

は
、
主

調
と
属
調
を
中
心
と
す
る
一
般
的
な
調
関
係
で
構
成
さ
れ
た
三
部
形
式
で
は
あ

る
が
、
そ
の
規
則
性
が
か
え
っ
て
、
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
特
異
な
転
調
を
浮
き

彫
り
に
し
、
聴
衆
に
与
え
る
違
和
感
や
不
自
然
さ
を
増
長
さ
せ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
、
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
形
式
と
い
う
型
の

中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
自
由
」
と
い
う
特
性
を
さ
ら
に
際
立
た

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
、
実
際
の
演
奏
が
独
特
な
転
調
と
拍
節
が
聴
衆
に
不
自
然
さ
と
違
和

感
を
与
え
る
だ
け
で
は
、「
聴
衆
の
心
を
動
か
す
」
と
い
う
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
奏
者
は
、
単
に
楽
譜

に
書
か
れ
た
も
の
を
音
に
す
る
の
で
は
な
く
、
作
曲
家
が
書
か
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
も
そ
の
意
図
を
汲
み
取
り
、
自
ら
音
価
や
速
度
、
強
弱
や
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
変
更
を
加
え
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
音
楽
と
し
て
成
り
立
た
せ
る

た
め
に
必
要
な
演
奏
表
現
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
奏
者

の
創
造
性
と
即
興
性
に
委
ね
ら
れ
た
自
由
な
領
域
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
。
一

見
、
全
て
が
記
譜
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
後
期
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
に
お
い
て
も
、
奏
者
が
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
行
うfantasiren

」
こ
と
の

重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
考
察
を
も

と
に
、
古
典
派
以
降
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
の
演
奏
表
現
に
つ
い
て
研
究
を
繋

げ
て
い
き
た
い
。

 

（
す
え
な
が
・
ま
さ
こ
／
広
島
文
化
学
園
大
学
）

註（１
）　

邦
訳
で
は
、
鍵
盤
楽
器
。
ド
イ
ツ
語
で
は
鍵
盤
楽
器
の
総
称
で
あ
り
、
特
定
の

楽
器
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
礒
山
雅
、「
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
」『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー

ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』
第
五
巻
、
東
京
：
講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
五
五
八
。

（
２
）　

バ
ッ
ハ
、
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
（
東
川
清
一
訳
）、『
正
し
い

ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
』
第
一
部
、
東
京
：
全
音
楽
譜
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

 
　

Bach, C. Ph. E. V
ersu

ch
 ü

ber d
ie w

ah
re A

rt d
as C

lavier zu
 spielen

 

I (L
eipzig, 1787), Ed. T

. Plebuch, Los A
ltos: T

he Packard H
um

anities 
Institute, 2011.

 

　

バ
ッ
ハ
、
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
（
東
川
清
一
訳
）『
正
し
い
ク
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ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
』
第
二
部
、
東
京
：
全
音
楽
譜
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

 
　

Bach, C. Ph. E. V
ersu

ch
 ü

ber d
ie w

ah
re A

rt d
as C

lavier zu
 spielen

 

II (Leipzig, 1797), Ed. T
. Plebuch, Los A

ltos: T
he Packard H

um
anities 

Institute, 2011.

（
３
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
一
部
、
四
。Bach, op.cit., I, 4.

（
４
）　Gooley, D

ana. F
a

n
ta

sies of im
p

rovisa
tion, N

ew
 Y

ork: O
xford 

U
niversity Press, 2018, 4-6.

（
５
）　Sorge, A

ndreas Georg. A
n

leitu
n

g zu
r F

an
tasie, Lobenstein: 1767.

 

　

Sulzer, Johann Georg. A
llgem

ein
e, T

h
eorie d

er sch
ön

en
 K

ü
n

ste, 
Fantasiren; Fantasie. (M

usike.), 1771-1774, 205-207.
 

　

T
ürk, D

aniel G
ottlob. K

la
v

iersch
u

le od
er A

n
w

eisu
n

g
 zu

m
 

K
la

v
iersp

ielen
 fü

r L
eh

rer u
n

d
 L

ern
en

d
e, m

it k
ritisch

en
 

A
n

m
erku

n
gen, Leipzig und H

alle: 1789, 395-396.
 

　

テ
ュ
ル
ク
（
東
川
清
一
訳
）、『
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
教
本
』、
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇

〇
〇
年
、
四
六
二
―
四
六
三
。

 

　

Löhlein, Georg Sim
on. C

lavier-S
ch

u
le, od

er ku
rze u

n
d

 grü
n

d
lich

e 

A
n

w
eisu

n
g

 zu
r M

elod
ie u

n
d

 H
a

rm
on

ie: d
u

rch
g

eh
en

d
s m

it 

p
ra

ctisch
en

 B
eysp

ielen
 erkla

ret, D
ritte u

n
d

 verbesserte A
u

fla
ge,  

Leipzig &
 Zullichau: 1779, 179-190.

（
６
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
末
永
雅
子
、「
Ｃ
・
Ｐ
ｈ
・
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ラ
イ
エ
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
演
奏
表
現
の
可
能
性
―
初
期
のFreye Fantasie 

W
q117/14

と
そ
の
演
奏
表
現
を
例
に
―
」、『
藝
術
研
究
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
二

二
年
、
十
七
―
三
十
五
を
参
照
の
こ
と
。

（
７
）　

増
補
部
分
の
明
確
な
執
筆
時
期
に
関
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ク
レ

イ
マ
ー
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
自
身
が
新
し
い
転
調
方
法
を
用
い
て
い
る
と
示
し
た
作

品
の
創
作
時
期
か
ら
、
新
し
い
転
調
概
念
へ
の
転
換
が
一
七
七
〇
年
代
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
資
料
調
査
に
基
づ
い
て
、
増
補
部
分
の
執
筆
時
期
を
一
七
七

八
年
か
ら
一
七
八
〇
年
ま
で
の
間
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。K

ram
er, Richard.

T
he N

ew
 M

odulation of the 1770s: C. P. E. Bach in T
heory, Criticism

, 
and Practice, J

ou
rn

a
l of th

e A
m

erica
n

 M
u

sicologica
l S

ociety 38, 
D

enver: 1985, 577.

（
８
）　

加
田
萬
里
子
、「
Ｃ
・
Ｐ
ｈ
・
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お

け
る
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
的
旋
律
法
」『
音
楽
学
』
第
三
十
巻
、
一
九
八
四
、
一
一

七
―
一
九
八
。

 

　

M
itchell, W

illiam
 J. M

odulation in C. P. E. Bach's V
ersuch, S

tu
d

ies 

in
 E

igh
teen

th
-C

en
tu

ry M
u

sic, ed. H
. C. Robbins Landon and Roger 

Chapm
an, London: 1970, 551-592.

 

　

K
ram

er, Richard. op. cit.
 

　

Ferris, D
avid. C. P. E. Bach and the A

rt of Strange M
odulation, 

M
u

sic T
h

eory S
pectru

m
 22 (1), 2000, 60-88.

 

　

Beverburg, H
aley. D

issolving M
onotonality: Expressive M

odulation 
in T

w
o W

orks by C. P. E.
 

　

Bach, In
tégral, vol. 27, 2013, 53-105.

 

　

H
ead, M

atthew
 W

. Fantasy in the Instrum
ental M

usic of C. P. E. 
Bach, Ph. D

. diss., Y
ale U

niversity, 1995. (X
erox Copy. A

nn A
rbor, 

U
niversity M

icrofilm
s)

 

　

Richards, A
nnette, Fantasy and Fantasia: A

 T
heory of the M

usical 
Picturesque, Ph. D

. diss.,  A
nn A

rbor : Stanford U
niversity, 1995.

（
９
）　

邦
訳
で
は
、
情
念
。
古
代
の
理
論
家
た
ち
に
よ
る
「
情
念
論
（
ア
フ
ェ
ク
テ
ン

レ
ー
レ
）」
に
お
い
て
は
、
合
理
化
さ
れ
た
感
情
の
様
態
で
あ
る
。
礒
山
雅
、「
ア

フ
ェ
ク
テ
ン
レ
ー
レ
」『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
第
八
巻
』、
東
京
：

講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
五
〇
四
。

（
10
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
一
部
、
一
七
八
―
一
七
九
。Bach, op. cit., I, 144-145.

（
11
）　

ア
フ
ェ
ク
テ
ン
レ
ー
レ
は
、
修
辞
学
、
弁
論
術
と
音
楽
の
関
係
に
基
づ
い
て
、

話
し
手
（
作
曲
家
、
時
に
は
、
奏
者
）
が
聴
衆
の
「
情
念
（
感
情
）」
を
動
か
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
十
九
世
紀
初
め
ま
で
続
い
た
美

学
的
理
論
で
あ
る
。
邦
訳
で
は
、
情
念
論
。

 
　

Serausky, W
alter. “A

ffektenlehre. ” in D
ie M

u
sik in

 G
esch

ich
te u

n
d

 

G
egen

w
art, B

d
. 1, H

rsg. v. Friedrich Blum
e, M

ünchen: D
eutschen 

T
aschenbuch V

erlag; K
assel: Bärenreiter, 1989, 113-121. 

礒
山
、
前
出

（
註
９
参
照
）。

（
12
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
〇
。Bach, op. cit., II, 323.
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“Eine Fantasie nennet m
an frey[ sic], w

enn sie keine abgem
essene 

T
acteintheilung enthält, und in m

ehrere T
onarten ausw

eichet, 
als bey andern Stücken zu geschehen pfleget, w

elche nach einer 
T

acteintheilung gesetzet sind, oder aus dem
 Stegreif erfunden 

w
erden. ” （

綴
り
は
原
文
の
通
り
）

（
13
）　

プ
ロ
ー
ベ
シ
ュ
テ
ュ
ッ
ク
（
邦
訳
は
、
見
本
曲
）W

q63

は
、『
奏
法
』
第
一
部

の
練
習
曲
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
六
曲
の
ソ
ナ
タ
の
う
ち
、
第
六
番
の
第
三
楽

章
の
冒
頭
に
は
、“Fantasia ” 

と
記
さ
れ
て
お
り
、『
奏
法
』
に
は
、
こ
の
曲
が

「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
の
短
い
手
引
き
」
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
バ
ッ
ハ
、
同
書
、

第
一
部
、
一
八
〇
。Bach, op. cit., I, 146.

（
14
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
一
部
、
一
八
〇
―
一
八
一
。Bach, op. cit., I, 145-146.

（
15
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
一
―
三
八
一
。Bach, op. cit., II, 324-334.

（
16
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
八
―
三
八
〇
。Bach, op. cit., II, 332-333.

（
17
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
八
―
三
八
〇
。Bach, op. cit., II, 332.

（
18
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
九
。Bach, op. cit., II, 332.

（
19
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
九
。Bach, op. cit., II, 332.

（
20
）　

バ
ッ
ハ
、
同
書
、
第
二
部
、
三
七
九
。Bach, op. cit., II, 333.

（
21
）　

十
八
世
紀
の
多
感
様
式
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
の
研
究
が
あ
る
。
久
保
田
慶
一
、

「
美
的
・
作
曲
技
法
的
原
理
と
し
て
の
〈
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
〉」、『
音
楽
と
音
楽
学
―

服
部
幸
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
―
』、
東
京
：
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
六
年
、
二
五

五
―
二
七
七
。

（
22
）　
《
識
者
と
愛
好
家
の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
》
第
６
巻
の
表
紙
に
は
、

“CLA
V

IER-SO
N

A
T

EN
 U

N
D

 FREY
E FA

N
T

A
SIEN

 N
EBST

 EIN
IGEN

 
RO

N
D

O
S FÜ

RS FO
RT

EPIA
N

O
 FÜ

R K
EN

N
ER U

N
D

 LIEBH
A

BER
” 

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
論
旨
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
渡
邊
順
生
、『
チ
ェ
ン
バ

ロ
・
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
』、
東
京
：
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
九
年
、
五
〇
七
。

（
23
）　
『
遺
産
目
録
』
は
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
自
身
が
生
前
か
ら
作
成
し
て
い
た
リ
ス
ト
を
基

に
、
未
亡
人
ヨ
ン
ナ
・
マ
リ
ア
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
、
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
の
没
後
、
一

七
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
。W

q61/3

は
、
二
〇
八
番
と
し
て
、《
識
者
と
愛
好
家

の
た
め
の
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
》
の
最
後
の
フ
ラ
イ
エ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
登
録

さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　
『
奏
法
』
第
一
部
の
プ
ロ
ー
ベ
シ
ュ
テ
ュ
ッ
クW

q63/6

（
一
七
五
三
年
作
曲
）

は
、
拍
節
分
割
さ
れ
て
い
な
い
四
分
の
四
拍
子
と
拍
節
分
割
さ
れ
た
四
分
の
三
拍

子
の
中
間
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　

Ｅ
・
バ
ッ
ハ
は
、sem

itonium
 m

odi

（
文
字
ど
お
り
に
は
「
旋
法
の
半
音
」
と

い
う
意
味
）
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
の
「
導
音
」
に
当
た
る
。
バ
ッ
ハ
、

同
書
、
第
二
部
、
三
七
四
。Bach, op. cit., II, 326-327.

参
考
楽
譜

 

　

C. Ph. E. Bach, M
iscellan

eou
s K

eyboard
 W

orks I, ed. Peter W
ollny, 

Los A
ltos: 2006.

 

　

C
. Ph. E

. B
ach, “K

en
n

er u
n

d
 L

ieb
h

a
b

er” C
ollection

s II, ed. 
Christopher H

ogw
ood, Los A

ltos: T
he Packard H

um
anities Institute, 

2009.


