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シ ュ ー マ ン の ピ ア ノ 作 品 に お け る
「 時 代 的 特 徴 と 作 曲 技 法 」 へ の 考 察

徳 内 悠 子

シ ュ ー マ ン の 音 楽 的 背 景

ロ ー ペ ル ト ・ ア レ ク サ ン ダ ー ・ シ ュ ー マ ン (1 810 -1 8 5 6 ) R ob ert• A l ex and er· 
S chum annは ， 1 810 年 ド イ ツ の ザ ク セ ン の ツ ヴ ィ ッ カ ウ に 生 ま れた 。

父 は書 籍 商 を兼ね た 出 版 業で あ り ， 彼 は 父 親 よ り 文 学 的 趣味 を受 け 継 ぎ， そ の才能 は 後

年 の 彼 の 評論 活 動 の 源 と な っ た 。 母親 は 外科 医 の 娘 で 高 い 教養 を 身 に つ け て お り ， 音 楽 的

才能 は 彼 女 か ら の 影響 に よ る と い わ れ て い る 。

シ ュ ー マ ソ は 7 歳 の 時 よ り そ の 地 の オ ル ガ ニ ス ト に つ い て和声学 と 対位 法 の 勉 強 を 始 め

る が早 く か ら そ の オ能 を 現 わ し 合 唱 曲 や 管弦楽 曲 を作 っ て い た 。 父 親 は 早 く に 彼 の 音楽的

才能 を発 見 し ， 1 1 歳 の 頃 に ヴ ェ ー バ ー の も と で作 曲 を 正式 に 学ばせ よ う と し た が こ れは 失

敗 に 終 っ て い る 。 母親 の ほ う は 音 楽 家 と して の生 活が経済的 に 恵 ま れな い と い う 理 由 で音

楽 の道 に 進 む こ と に 反対 し た 。

1 826年 父 親 が 死亡 し， 結 局 ・ン ュ ー マ ン は 母親 の 進 め に 従 っ て 法 律 の 勉 強 を す る た め に

ラ イ プ ツ ィ ヒ 大 学 へ入学 し た 。 し か し法律の 勉強 は シ ュ ー マ ン に と っ て大 変 無味乾燥 に 感 じ

ら れ， そ れ に は 興味 を 示 さ ず哲学や文学へ と 没頭す る こ と と な る。 バ イ ロ ン を 初 め 多 く の

ロ マ ン 主 義 文学 者 の作 品 を 愛 読 し， 中 で も ジ ャ ン ・ パ ウ ル ( J eanPaul ) の 幻 想 的 な 作

品 に 対 し て 深 く 感 銘 を 受 け ， 後 に 彼 の 作 品 に対 し て 強 い 影響 を 与 え る こ と に な る の で あ る。

こ の よ う に 彼 が音楽 と 共 に 文学 を 深 く 愛 した と い う こ と は ， 彼 の 作 曲 や 音 楽 活 動に 対 し て

非常 に 大 き な 意 味 を持 っ て い る の で あ る 。

そ の後彼 は ハ イ デ ン ペ ル ク 大 学へ と 進 ん だ の で あ る が， や は り 音楽へ の道 は あ き ら め き

れず20 歳 の 時 に バ ガ ニ ー ニ の 演 奏 を 聞い て 感 動 し ， 自 分 に は 音 楽 以 外 の道 は な い と い う こ

と を 痛 感 す る の で あ る 。
1 83 0 年 に 彼 は 母親 の 承諾 を 得 て ， 音 楽 家 に な る 決 心 を し， ラ イ プ ツ ィ ヒ ヘ 舞い戻 る の

であ る 。 そ の地 に お い て シ ュ ー マ ソ は フ リ ー ド リ ヒ ・ ヴ ィ ー ク の も と で ピ ア ノ の レ ッ ス ‘ノ

を 受 け る こ と に な っ た。 こ こ に 音楽家 、ンュ ー マ ン が誕生す る わ け で あ る 。 そ の 時彼 は20 歳

に な っ て い た 。 し か し 彼 は 指 の 独立 性 を 求 め る た め に 右 手 の く す り 指 を釣 革 で く く り つ け

る と い う 練 習 を 重 ね た 結 果 右 手 を痛 め て し ま い ピ ア ニ ス ト と し て の 道 を継 念せ ざ る を 得 な

か っ た 。 こ れ を 機 に 作 曲 家 へ と 転進す る の であ る 。

ビ ア ニ ス ト と し て の道 は あ き ら め た と は い え 彼 の 興味 の 中心は ピ ア ノ であ り ， シ ュ ー マ

ン に と っ て 音 楽表 現 に ピ ア ノ は 無 く て は な ら な い 存在 で あ っ た。 彼 の 作 品 中 Op.1 - 0 p.
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23までがすべて ピアノ 曲 であることからもそのことがよく察せられる。
1 834年には彼は評論家としての仕事にのりだし 「音楽 新時報」 ( N eu e Z e i t 

s c hrift fur M u  s i k) とい う音 楽雑誌を創 刊した。 シ ュ ー マ ンは， フ ロ レ ス ク ン
( F l ore s t a n) ， オイゼ ビ ウ ス ( Eu s e b i u s ) ， マイス ク ー ・ ラ ロ ( M e i s t er · R aro )

などのペ ン ネ ー ム を使 っ て書いていたが， フ ロ レ ス ク ソは情 熱的で烈しく， オイゼ ビ ウ
スは冥想的な性格を持ち， マイス タ ー ・ ラ ロ はその中間に位置しており， これらはいず
れも シ ュ ー マ ン 自身の性格を表わしているのである。 彼はこの雑誌の編 集を10年間続け
るわけであるが， ここでは保 守的な音 楽に対抗し， 自由で新しい芸術を支 持するのであ
る。 彼らは 自 分たちを ｀｀ ダ ヴ ィ ド 同盟 ” ( D av idsbtind) と名づけ，これに対して保守
的立場にあたる人達を フ ィ ルス テ ィ ソ ( P h i l ist i n e s)と呼んだ。 シ ョ パ ソの才能を最も
早く認めて世の中に紹介したり， プ ラ ー ム スについては ｀｀ 新しき道 ” とい う見出しで論
文を書いたり， その他 メ ソ デ ルス ゾ ー ソや ペ ル リ オ ー ズなどの音 楽を強力に支持したの
も「音 楽 新時報」であ っ た。 以上のような活 動は 彼の非常に鋭い知 性と高い批 判的精神
とを示 すものであり， 批評家としてのシ ュ ー マ ンも作曲 と同様に重要な位 置を示してい
る c

シ ュ ー マ ソは ヴ ィ ー ク に ピアノ を習 うようにな っ てからその娘 であり ピアニ ストであ

っ た ク ラ ラ と知り合い彼 女に対して深い愛情を感じるようになる。 と ころが ク ラ ラ の父
ヴ ィ ー ク は シ ュ ー マ ンとの結 婚には最初から反対であり ， やむなく シ ュ ー マ ソは これを
法律的手段によっ て解決するのである。 こ うして 1 840 年の 9 月 二人は結婚することに
なる。 ク ラ ラ は シ ュ ー マ ンの作品を広く世の中に紹介し ， 彼の曲 が名声を高めるために
大きな役割を果したのである。

1 840 年の結 婚 の年から後， 彼の創 作力は ピアノ 以 外に 向けられる® 最初は歌 曲に多
くの傑 作を残し， ハイネ の詩による 「 リ ー ダ ー ク ラ イス」 「詩人の恋」 ， シ ャ ミ ッ ソ ー

の「女の愛と生涯」， 種 々 の詩人による「 ミ ル テ の花」などの傑作を残し， この 1 年間
で 138 曲 が創作されている。 後年 1 840 年を歌 曲の年と呼ばれるようになる。 シ ュ ー マ

ンの歌 曲 は シ ュ ー ベ ル トの旋律性の美しさに比べさらにそれを推し進め彼特有の叙情を
加えている。 またこの分野においても ピアノ の伴奏に重要性を示し， シ ュ ー マ ンの創作
上の ピアノ とのつながりは一層深いものとなる。

1 835年に メ ン デ ルス ゾ ー ンが ラ イプ ツ ィ ヒ に訪れ， 彼と シ ュ ー マ ンは親 密な友人と
なる。 シ ュ ー マ ソは メ ン デ ルス ゾ ー ンを非 常に高く評価し， 彼の教養の 高さと音 楽形式
の完 全無 欠さに対して敬服していた。 この時より二人の生涯には音 楽の上で密接な関係
が結ばれるのである。 1 843年 メ ン デ ルス ゾ ー ソが ラ イプ ツ ィ ヒ に音 楽学校を建てた折
シ ュ ー マ ンはそこの講師として招かれる。 しかしこの仕事は彼には不 適であり， また メ
ン デ ルス ゾ ー ンと シ ュ ー マ ゾの間では芸術的傾 向にかなりの隔たりがあ っ たため， メ ソ
デ ルス ゾ ー ンが彼の才能を十分に認めなか っ たこと を 理由にその職を辞して当 地を離れ
家族と共に ド レ ス デ ンヘと移り住むことになる。 ド レ スデ ソでは， 彼は個人教授や創 作
活動や指揮者としての仕事に精を出していた。 1 850年には最後の職場である デ ュ セ ル
ド ル フ 市の管弦楽団の合唱指揮者に就任するのである。 しかし 1 853年頃には若い頃か
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ら 兆候 を見 せ て い た精神錯乱 が激 し く な り 指揮者 と し て の地位 も 去 ら ね ばな ら な く な っ た。
病 状 も 日 増 し に 悪 化 し 1854 年 の 2 月 に は ラ イ ソ 川 に 投 身 し， そ の 後精神病 院 に 二 年 間入
院 し， 1856 年 の7 月46歳 の若 さ で こ の 世 を 去 っ た の であ る 。

ピ ア ノ 作 品 に お け る 時 代 的 特 徴

19世紀 ヨ ー ロ ッ パ 全 土 に 発 展 し た 国 民 主 義 と 個 人 主 義社会思想 は こ の 時代 の 音 楽 の 発 展
に 対 す る 強力 な 基盤 と な る 。 ま ず 国 民主義思想 は 母 国 語の 尊重 と い う 形 で音 楽 上 に 現わ れ
そ の 結果 音楽 と 文学 と の 強 い 結 びつ き が生 じ て く る 。 歌 曲 や オ ペ ラ ま た 標題音楽な どが全
盛 を き わ め ， 一方個 人 主 義思想 は 極 端 な 個 人 主 義 と い う 形 を と り ， 幻想性 の極め て 強 い 音
楽 を生 み 出す結果 と な る 。

青年 時代 よ り 音楽 と 文学 に 等 し く 興 味 を 示 し， バ イ ロ ソ を 初 め 多 く の ロ マ ン主義文学者
の作 品 を 愛読 し た シ ュ ー マ ン は ， 中 で も ジ ャ ン ・ パ ウ ル の 幻想的作 品 に 感銘 を受 け た。 こ
れは 単 に 彼 の文学様 式 のみ に と ど ま ら ず， シ ュ ー マ ン の 音楽 に お け る 目 的 そ の も の が ジ ャ
ン ・ バ ウ ル に よ っ て い る と い え る 。 音 楽 と 文学 を 結びつ け， 文学 的観 念 を 音 楽 の 構成 の 甚
礎 と し て い る シ ュ ー マ ソ の 作 品 の特 徴 は こ の よ う な 観点 か ら も 確立 して ゆ き ， ド イ ツ ロ マ

ソ派 に お け る 標題音 楽 の祖 と な る の であ る 。 こ の よ う に 標題 に よ っ て音 楽 と 文学 を 結びつ
け る 考 え は ， シ ュ ー ベ ル ト に 始 ま り ， メ ン デ ル ス ゾ ー ソ を経 て シ ュ ー マ ン が完成 し た も の
で あ り ， 音 楽 史 上 か ら も 重要 な 意 味 を持 っ て い る ので あ る 。

シ ュ ー マ ン の ピ ア ノ 曲 は 豊 か な 幻 想 に 満 ち て お り ， 激 し い 情熱 を秘め て い る 。 特 に 彼 の
初期 の作品 に お い て は， 彼 の個 性 は 最 も 自 然に 流 れ 出 し， 極 め て 独 自 性 に 富 ん でい る ので
あ る 。 し か し彼 は フ ソ メ ル ・ モ シ ュ レ ス な ど の 作 曲 家 を 尊数 し た と いわ れ 「 ア ベ ッ ク 変 奏
曲」 Op . 1 は 彼 らの 形式 に よ っ て い る と い わ れ， ま た 同 時に， シ ュ ー ベ ル ト を 好み， 中 で
も 彼 の 舞踏 曲 を 好 ん で演奏 し， そ の 作風は， 「 ち ょ う ち ょ う 」 Op . 2 に 現わ れて い る 。 が
し か し そ れ も 簡潔 な 楽 曲 形 式 と 詩 的 な 内 容 に お い て の 影響 であ り ， 楽 曲 そ れ 自 体 の 構成 に
お い て は シ ュ ー マ ン 自 身 の独 自 性 は決 し て 失 わ れ て い な い ので あ る 。

シ ュ ー マ ン は ピ ア ニ ス ト の 道 を あ き ら め 作 曲 家へ と 転進 した と は い え ， 興味 の 中心 は ヒ゜
ア ノ であ っ た 。 彼 は ピ ア ノ の 持 つ表 現能 力 を 最大 限 に 発 揮 さ せ， い ろ い ろ と 彼独 自 の 手 法
を用 い て 彼独 特 の 世界 を 創 造 し て ゆ く ので あ る 。

彼 は 初 期 の 作品 に お い て Op. I -Op. 23ま ですべ て ピ ア ノ 独 奏 曲 で 占 め て お り ， こ れ ら
の 作 品 は 彼 の 創 作 の 甚礎 と な っ て い る 。 （ 表 I 参照 ）

（ 表 I )
作 曲 年代 作 品 番 号 曲 名

1830 0 p. 1 ア ペ ッ ク 変 奏 曲
1832 Op. 2 ち ょ う ち ょ う
1832 Op. 3 パ ガ ニ ー ニ の 奇想 曲 に よ る 練 習 曲
1832 Op. 4 6 つ の 間奏 曲
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作 曲 年代 作 品 番号 曲 名

1 8 3 2  Op. 5 ク ラ ラ ・ ヴ ィ ー ク の 主題 に よ る 即 興 曲

1 8 3 7  Op. 6 ダ ヴ ィ ッ ド 同 盟 舞 曲 集

1 8 3 3  O p. 7 ト ッ カ ー ク

1 8 3 1  O p. 8 ア レ グ ロ

1 8 3 4 -- 3 5 Op. 9 謝 肉 祭

1 8 3 3  Op. IO パ ガ ニ ー ニ の 奇想 曲 に よ る 演奏 会用 練 習 曲

1 8 3 5 Op. 1 1  ソ ナ ク ・ ヘ 短調

1 8 3 7 O p. 1 2  幻 想 小 曲 集 9

1 8 3 4  O p. 1 3  交 響 的練 習 曲

1 8 3 6  O p. 1 4  ソ ナ ク ・ ヘ短調

1 8 3 8 Op. 15  こ ど も の情 景

1 8 3 8  O p. 1 6  ク ラ イ ス レ リ ア ー ナ

1 8 3 6 O p. 1 7  幻 想 曲
1 8 3 9 Op. 1 8  ア ラ ペ ス ク

1 8 3 9  Op. 1 9  花 の 曲
1 8 3 9  Op. 20 ユ モ レ ス ク

1 8 3 8  O p. 2 1  ノ ヴ ェ レ ッ テ 8

1 8 3 8 O p. 2 2  ソ ナ ク ・ ト 短調

1 8 3 9 O p. 23 夜想 曲 集

上 の 表 に あ る よ う に Op. 23 ま で に 書 か れ た 作 品 の 中 で は 3 つ の ピ ア ノ ソ ナ ク を含 ん でい

る 他 は ほ と ん ど 標題 音 楽 で あ り ， 標 題 に よ っ て 自 分 の幻 想 を ま と め こ れ を 自 由 に音 楽 的表

現 を し よ う と し た の で あ る 。 ま た ソ ナ ク に 関 し て も 古典 的 な ソ ナ ク に 比較 し て 自 由 と 幻想
を 含ん でお り ， シ ュ ー マ ン と し て の ソ ナ ク の 独創 性 が極 め て 高 い も の で あ る 。 そ れ だけ に
情 熱 と 幻 想 が先 行 す る あ ま り ソ ナ ク と し ては 他 の ピ ア ノ 曲 に 比 べ て 傑作 を 生 み得な か っ た

と い わ れ る 。

こ の 時 代 の シ ュ ー マ ン の ピ ア ノ 曲 にお い て は 形式 的 に は小 規 模 な形 を と っ て い る がそ れ

は シ ュ ー ペ ル ト の 即 興 曲 や メ ソ デ ル ス ゾ ー ン の 無言歌 の よ う な 小 品 に よ る ピ ア ノ 音 楽 に 標

題 をつ け， さ ら に 彼 独 自 の 拒情 と 幻想 を 加 え て 新 し い 音 楽 を開拓 し て ゆ く の で あ る 。 さ ら

に そ れ を 大 き な 曲 と し て ま と め る た め に は 必然 的 に組 曲 形 式 を と る よ う に な り ， そ れが ま

た シ ュ ーー マ ン の ピ ア ノ 音 楽 の 重要 な 形式 的特 徴 と な っ て お り ， 彼特 有 の 夢幻 の 世界 が く り

広げ ら れ る の で あ る 。 極 端 な ま で の 個 人 的 ， 主 観 的 な 彼 の ロ マ ン 性 は 大 規 模 な 構成 を要求

さ れ る 作 品 に は 向 い て い な か っ た よ う で あ る 。
「 ち ょ う ち ょ う 」 Op . 2 は 彼 が 青年時 代 に 感 銘 を受 け た ロ マ ン派 の 作家 ジ ャ ン ・ パ ウ ル

の 作品 「生 意 気 盛 り の 年 頃」 の 仮面舞踏会 の 情 景 を読ん だ時 に 楽想 を 得 た と い わ れる し，

そ の 他 「 ク ラ イ ス リ ア ー ナ」 や 「 ダ ヴ ィ ッ ド 同 盟舞 曲 集」 は 完 全 に文学的 ・ 叙 事的 な も の

と の つ な が り を持 っ て い る 作 品 で あ る 。 ま た ， 「 子供 の た め の ア ルバ ム 」 ( 1 8 3 9 年 に 作
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曲） 「幻 想 小曲集 」「こ ど も の情景 」な ど の 標 題 は 作曲さ れた後 につけ ら れた も の であ り
その 内 容 を 作 品 の 中 に 表現 し よ う と い う 意 図 を 持 っ て 作曲さ れ た わ けでは な く ， ＇シ ュ ー マ
ソ の 作 品 におい て 標 題 は ， 作 品 その も の の価値 と は関係 が な く ， 標 題 に よ る 説 明 が な く と
も 音 楽 は理解 さ れ得る も の であ り ， 標題 は 聴 く 者 に 対 す る 想 像 へ の 一つの手助 けに過 ぎな
い の であ る 。

1 840 年 の結婚 を 境 と し て ， 彼 の 創 作 活動は 円 熟 期 に 入 り ， ピ ア ノ曲以外の さ ら に 大 き
な 範囲 に ま で進展 して ゆ く 。 1 840 年の 「歌曲の 年 」の 後 は 室 内 楽曲や 交響曲な ど も 手 が
ける よ う に な り ， 作 風 も 初 期 の 作 品 におい て は 敬遠 し てい た保 守 的 な 手法 に 意 義 と 価値 を
認 め ， 楽 想 は 拡 大 さ れ大規模 な形式 に発展 し て ゆ く の で あ る 。

1 84 5 年 に は 第二 の ピ ア ノ 創 作 期 に 入 る の であ る が， こ の 時期 は 厳密 な対位法 研 究 の年
で も あ り ， それ ま での 和 声 的 な 色 と 音量 での 効果 よ り も ， 対位法 的 · 線的 な ス タ イ ル に よ
る 表現へ と 変 わ っ て ゆ く の であ る 。 従 来， シ ュ ー マ ン の ピ ア ノ 独奏曲におい て は， 和 声 的
な 構造 の 中 に ポ リ フ ォ ニ ー ス タ イ ル を織 り 込 ん でい る の が最大 の特徴 であ る が， こ の 時期
におい て は， さ ら に 徹底 し た フ ー ガ の 研究 の年 と い う こ と が言 え る 。 その後書 か れた ピ ア
ノ 作 品 に は 「森 の情景 」Op. 82 (1 84 8 .....,49 ) や 「 三つの幻想曲」Op.111 (1 8 51 ) な
ど が あ る が， こ の 時期 の 作 品 におい て は 著 し い分 裂 的 傾 向 が認 め ら れ， 作 品 に対 し て十分

な 様式 的 統一 を与 え な い も の が 多 い。

ピ ア ノ 曲 に お け る 独 創的な手法に つ い て

1 . ア ル フ ァ ベ ッ ト の使 用

シ ュ ー マ ソ は ア ル フ ァ ベ ッ ト を 音に 書 き か え る と い う 楽 しみ を しば しば行 っ て い る が ，
こ の発想 は 彼独 自 の も の では な く ， バ ッ ハ が " B A C H " と い う 自 分の 名 の ア ル フ ァ ペ ッ
ト を曲中 に 織 り 込 ん だ こ と の 模倣 と い わ れる 。 「 こ ど も の た め の ア ル バ ム」 の 中 の 「北欧

の 歌」 におい て は， デ ソ マ ー ク の 作曲家であ る G ad eの ア ル フ ァ ベ ッ ト " G A D E " を音
の 中 に 織 り 込 ん でおり （ 譜例1 ) それを曲中 4 回 に わ た り 繰 り 返 え し て い る 。 ま た「ア ペ
ッ ク 変 奏曲」におい て は " A B E G G " と い う 音 が使わ れて い る が， こ れは 彼 の 友 人 が当
時夢 中 に な っ て い た 高 官 の 娘M eta Ab eg g と い う 人物 か ら思いつい た と さ れ て い る 。 こ
の文字 は曲の 最 初 の テ ー マ におい て2 回繰 り 返 え さ れて い る 。

譜 例 l

召ゴ
舎
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譜例2
G
 

ア ル フ ァ ベ ッ ト を曲の 中 に 入 れる 最 も 顕 著 な 例 は 「 謝 肉 祭 」で あ る が こ れは シ ュ ー マ ン
の 初恋 の 人 で あ る ヱ ル ネ ス テ ィ ー ネ の生 ま れ故 郷の " A S C H " ま た は ｀｀ A s C H " の つ

づ り か ら 採 ら れ た も の で あ り ， ま た こ の 文字 は A を 除 けば S chu mann 自身の 名 前 に も
共 通 す る 文字であ り ， 彼 に と っ て こ の音 の 響 は 快 よ い も の であ っ た の だろ う 。 「謝 肉 祭」

に お い て は ， こ の4 つ の音 が曲全 体 を 構成 し て お り ， 20 曲中 ほ と ん ど 全 部 の曲の 冒 頭 に か
く さ れ て い る 。 ま た その 文字は4 曲目 V als e n o bl eの よ う に 時 に は 置 き か え ら れて 現 わ
れる 。 8曲目 R epl iq u eに お い て Sph inx es の 部 分 は 全 く の文 字 の 遊 び であ り ，
分 は 演 奏 さ れな い 。 （ 譜例3 )

譜例 3

こ の 部

A Es=S C H 

匹訊戸
色ヂ た

2. Pi er r o t  
3. Ari equ i n  

A S C H 

． 

4. Va l s e  noble 

麗· ▲＿＿

●ブ

5. Eu s eb i u s  
A S H  C 

6. F l o r e s t a n  

A S  C H  
7. Coque t t e 

R S C H 

8. Sph i nxes 

N9 1 S C H NQ2 As  C H NQ 3 A  S C H 

芙□戸こデ
ー

至呈�I[
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9. Pap i I Ions  

A S C H 
1 0. Le t t r es dan san t e s  

Rs C H 

1 1. Ch i ar i na 

As C H 

， ．  

1 3. Es t re l la 

靱
三 c H

 

1 4. Roconna i ssance  

As C H rrn 15. Pan talon e t Co lomb i ne 

As C H  

1 8. Promenad e 
17. Av e u  

As C H 
As C H 

． 
I 

2 0. Ma r che des Dav i dl�ndl e r  

網 h 
2. 旋 律 の特徴

旋律 の 処理 に お い て は ， 彼 は 和声的 な 動 き の 中 に ボ リ フ ォ ニ ッ ク な ス ク イ ル を織 り 込み

非常 に 巧妙 に 交錯す る 。 こ の声部 の 自 由 な 動 き と い う 意 味 での線的 ス ク イ ル は， 「 6 つの

間奏 曲」 O p. 4 （ 譜例 4 ) に 見 ら れ る よ う に ， リ ズ ム の 巧妙 な 使用 を交 え る こ と に よ っ て

簡単 な 手 法 の 中 に も 豊 か な 多 声的 な 効果 を 生 み 出 し て お り ， こ れは シ ュ ー マ ン の 全 創 作 期

を通 じ て の 最 大 の 特 徴 と な る 。
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譜 例 4.
I n t erme zzo Op. 4 ffo. 5  

旋律 に お い て の も う 一 つ の 特 徴 は ， あ る 決 っ た 音型 の 中 に 旋 律 が 溶 け こ ん でい る 点であ
る 。 こ れ も 彼 の作 品 の 中 に は 幾 ら で も 見 つ け 出 せ る が 「 ク ラ イ ス レ リ ア ー ナ」 の 冒 頭 も 明
ら か に こ の 形 を と っ て い る 。 （ 譜 例 5 )

譜例 5.

3. リ ズ ム の特 徴

Kr e i s l e·r i ana Op .  1 6 
> 3  

リ ズ ム に つ い て は， 彼 は 付点 リ ズ ム （ ） を好ん で用い， こ れに よ っ て 律動 的 な
生 き 生 き と し た 感 じ を 出 し て い る 。 （ 譜 例 6 )

譜 例 6. -� S ymphon i s che E t � d en Op . 1 3  

N ov el l e t t en Op . 2 1  
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ま た も う 一つ の 特 色 と し て は， シ ン コ ペ ー シ ョ ン が あ る が， こ れは か な り た びた び と し
か も 膨大 に 使 用 した よ う で あ る 。 「謝 肉 祭」 の 中 の 「パ ガ ニ ー ニ 」 ， 「 ア ペ ッ ク バ リ エ ー

シ ョ ン」 な どに おい て も 徹底 的 に 使 わ れて い る 。 （ 譜例 7 )

譜 例 7. Cannaval Op . 9 

Ab egg Var i a t ionen Op . l  

こ の シ ン コ ペ ー シ ョ ンの 重用 に も ま し て ， シ ュ ー マ ン が用 い た 新 し い 手法 と して， 異 っ

た リ ズ ム の 同 時的 使用 が あ げ ら れ る 。 「 ダ ヴ ィ ッ ド 同 盟舞 曲 集」 の 中 の第1 0 曲 や 「幻想小

曲 集」 の 第 1 曲 な ど も こ の 手法 を 用 い て い る 。 （ 譜 例 8 )
譜例 8. F ant asie s tuck 

メ ロ デ ィ ー を 弱 拍 部 に 現 わ し， 弱 拍部 を強調す る 手法 も シ ュ ー マ ン の リ ズ ム の 大 き な 特

徴 と い え る 。 「 ソ ナ タ 」 へ 短 調 O p. 1 1 の 中 間部 に も そ の よ い例 が見 い 出 せ る 。 （ 譜例

9 )  

ま た， こ の 場 合 の よ う に 小 節 線 を 乗 り 越 え て 音符 を 継 ぐや り 方 も シ ュ ー マ ン の 大 胆 な 書

法 の 一 つ であ ろ う 。
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譜 例 9. Sona t e  Op. 1 1  

> ＞ 

4. そ の 他 の 特 徴

シ ュ ー マ ン が ピ ア ノ の 響 き の 効果 を ね ら っ て 用 い た 手法に次 の よ う な 例 が あ る 。 こ れは

一 見 無 意 味 の よ う に 感 じ ら れ る が， ー音 ー音 静 か に 指 を 離す こ と に よ り ， バ ス の 音 が 順次

に 少 し 浮 き 立 っ て 聞 え ， ア ル ペ ジ オ の 響 き を も う 一 度繰 り 返 え す効果 を ね ら っ た も の と 思

わ れ る 。 こ れは ， 「 ア ベ ッ ク 変 奏 曲 」 の途 中 と 「 ち ょ う ち ょ う 」 の終結 部 に 使わ れて い る 。

（ 譜 例 1 0 )

譜 例 10
8- - - �  . '  Abegg Var i a t ionen Op . I  ＾ ^  

Papi l ions Op . 2  

戸戸 ワ 7
以 上 の よ う な 種 々 の 工夫 を こ ら す こ と に よ っ て ピ ア ノ の 表 現 で き る 可 能性 を 最 大 限 ま で

拡 大 し， シ ュ ー マ ン独 自 の 自 由 で幻想 的 な ロ マ ン派 の 音 楽 を 生 み 出 し， ピ ア ノ 音 楽 史 の 上

か ら も 重要 な 位 置 を示 す こ と に な る の であ る 。




