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■　
は
じ
め
に

　

一
九
五
〇
年
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
音
楽
の
地
勢
図
が
目
ま
ぐ
る
し
く
展
開
し

た
時
代
。
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
、
イ
タ
リ
ア
の

ル
イ
ジ・ノ
ー
ノ
、ベ
ル
ギ
ー
の
ア
ン
リ・プ
ス
ー
ル
、フ
ラ
ン
ス
の
ピ
エ
ー
ル・ブ
ー

レ
ー
ズ
、
そ
し
て
…
。
少
な
く
と
も
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
っ
た
。
古
典
的
な
音
世
界
を
表
象
し
て
い
た
調
性
の
重
力
は
失
わ
れ
、音
楽
は
、

そ
の
歴
史
が
か
っ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
緊
張
感
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
。セ
リ
ー

と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
価
値
を
ひ
と
つ
の
焦
点
と
し
た
、
音
楽
に
お
け
る
形

式
的
な
も
の
の
力
を
め
ぐ
る
闘
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
で
も

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
で
も
ラ
ヴ
ェ
ル
で
も
な
い
も
の
、あ
え
て
言
え
ば
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

の
よ
う
に
響
く
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
人
を
押
し
つ
ぶ
す
無
調
の
世
界
の
圧
倒
的
な
威

力
を
浴
び
な
が
ら
、
最
大
限
の
精
緻
さ
と
合
理
的
精
神
で
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
が
築
い

た
稜
堡
を
、
も
う
一
度
、
音
楽
の
形
式
の
力
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
よ
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
？　

ポ
ス
ト
・
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
す
な
わ
ち
セ
リ
ー
主
義
の
音
楽
家

た
ち
の
、
国
の
垣
根
を
越
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
の
突
き
合
わ
せ
か
ら
、
ヴ
ェ
ー

ベ
ル
ン
亡
き
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
再
編
が
開
始
さ
れ
た
の
だ
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
作
曲
家
と
し
て
の
野
心
は
、
こ
の
セ
リ
ー
概
念
の

彫
琢
に
向
け
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
一
九
五
五
年
の
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の

詩
に
よ
る
《
主
の
な
い
槌
》
の
成
功
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
、
セ
リ
ー
概
念
に
よ
っ

て
新
し
い
音
楽
世
界
を
切
り
開
い
た
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋

音
楽
の
合
理
的
精
神
が
た
ど
り
着
い
た
極
限
地
点
と
し
て
の
ト
ー
タ
ル
・
セ
リ
ア

リ
ズ
ム
が
、
良
く
も
悪
く
も
、
二
〇
世
紀
後
半
の
音
楽
文
化
の
軌
道
を
決
定
づ
け

る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
こ
と
は
現
代
音
楽
の
歴
史
が
伝
え
る
通
り
で
あ
る
。〝
シ
ス

テ
ム
と
し
て
の
作
品
〞
と
い
う
理
念
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可

能
性
や
限
界
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
手
探
り
で
試
さ
れ
て
き
た
の
だ
。

　

芸
術
の
発
展
と
い
う
信
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
演
繹
の
力
も
、
生
み
出
さ
れ
た
形

式
を
徐
々
に
高
め
て
い
く
手
探
り
の
推
敲
も
、
あ
る
ひ
と
つ
の
選
択
さ
れ
共
有
さ

れ
た
問
題
の
な
か
で
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
現
代
音
楽
は
そ
の
よ
う

な
意
識
に
貫
か
れ
て
い
た
。

　

だ
が
、
五
一
年
に
黎
明
期
の
ミ
ュ
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
に
加
担
し
、
五
三

年
に
は
歴
史
上
初
め
て
正
弦
波
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
シ
ュ
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ゼ

ン
の
《
習
作
Ⅰ
》
に
つ
い
て
プ
ス
ー
ル
を
交
え
て
議
論
し
、¹
五
五
年
に
は
論
文
「
豊

穣
な
国
の
果
て
で
」
の
な
か
で
極
め
て
先
駆
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
ひ
と
つ
の
〝
問
題
〞
を
あ
え
て
手
つ
か
ず
の
ま

ま
迂
回
し
て
い
た
と
す
れ
ば
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
と
は
、
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
音
楽
の
関
係
で
あ
る
。
音
楽
の

4

4

4

現
代
性

4

4

4

を
考
え
る
な
ら
ば
決
し
て

避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
問
題
は
、
常
に
そ
の
脳
裏
を
よ
ぎ
り
な
が
ら
、

寄稿

ブ
ー
レ
ー
ズ
と
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｍ
、
音
楽
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

福
岡
由
仁
郎
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彼
は
そ
れ
を
実
現
す
る
に
必
要
な
手
段
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
見
出
せ
ず
に
い
た
…
。

²　

そ
し
て
一
九
八
〇
年
代
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
音
楽
の
地
勢
図
に
ま
た
新
た
な〝
拠

点
〞
が
現
れ
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
や
は
り
駆
け
抜
け
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
芸
術
文

化
と
科
学
を
融
合
し
よ
う
と
す
るIRCA

M

の
設
立
理
念
、
そ
し
て
、
そ
の
最
先

端
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
フ
ル
に
使
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
八
〇
年

代
の
代
表
作
《
レ
ポ
ン
》
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
音
楽
に
も
た
ら
さ

れ
た
新
た
な
活
力
を
考
察
す
る
。

■　
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｍ

　

将
来
（
一
九
七
五
年
？
） ̶

̶
 

お
そ
ら
く
パ
リ
に ̶

̶
 

実
現
さ
れ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
、
私
は
ま
さ
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
ボ
ー
ブ
ー
ル
の
中
心
部
に
隣

接
し
た
、
音
楽
と
音
響
の
研
究
セ
ン
タ
ー
で
す
。
現
代
音
楽
は
、
と
き
に
は
科

学
的
な
、
技
術
的
で
理
論
的
な
い
く
つ
も
の
問
題
を
、
課
す
こ
と
も
解
く
こ
と

も
出
来
ず
、
停
滞
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。³

　

一
九
六
九
年
九
月
、
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
直
接

面
会
を
求
め
た
と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
る
。
当
時
ブ
ー
レ
ー

ズ
が
フ
ラ
ン
ス
文
化
行
政
と
非
常
に
険
悪
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
国
内
外
で
周

知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
文
化
相
時
代
の

文
化
政
策
と
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
間
に
摩
擦
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
ブ
ー
レ
ー

ズ
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
制
限
し
て
い
た
の
だ
。⁴　

会
見
の
な
か
、ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー

は
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
対
し
て
今
や
フ
ラ
ン
ス
へ
戻
っ
て
こ
な
い
か
と
問
い
か
け
る
。

一
方
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
の
た
め
で
あ
れ
ば
戻
る
気
な
ど
な

く
、
す
で
に
外
国
で
す
ば
ら
し
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
と
も
に
仕
事
を
し
て
い
る
と

答
え
る
。
す
る
と
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
は
、
新
し
い
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
立
構
想

を
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
打
ち
明
け
た
の
で
あ
っ
た
。
セ
ン
タ
ー
に
含
ま
れ
る
音
楽
施
設

に
つ
い
て
、
運
営
面
で
の
協
力
を
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
持
ち
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、省
庁
と
は
完
全
に「
独
立
」し
て
運
営
で
き
る
独
自
の
セ
ン
タ
ー

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
種
の
条
件
と
し
て
、
大
統
領
に
告
げ
た
。⁵　

こ

の
面
会
の
あ
と
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
に
い
る
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら

書
類
が
届
け
ら
れ
る
。
新
し
い
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
の
計
画
書
で
あ
る
。
だ
が
こ

の
段
階
で
は
、
音
楽
分
野
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
白
紙
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ

も
、
来
客
者
が
デ
ィ
ス
ク
を
見
つ
け
ら
れ
る
場
所
、
と
い
っ
た
案
で
し
か
な
か
っ
た
。

⁶　

そ
こ
で
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
計
画
書
を
自
分
で
策
定
し
な
お
し
、
七
一
年
に
政
府
に

提
出
す
る
。
こ
の
頃
の
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ

ク
音
楽
監
督 (

七
一 ̶

 

七
七)

、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
交
響
楽
団
首
席
指
揮
者 (

七
一 ̶

 

七
五)

、
ク

リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
管
弦
楽
団
主
席
客
演
指
揮
者 (

六
九 ̶

 

七
一)

を
兼
務
す
る
な
ど
、

指
揮
者
と
し
て
の
活
動
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
頃
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
新
し

い
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
た
め
に
、
い
ず
れ
そ
れ
ら
の
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
得
な

く
な
る
こ
と
に
、
彼
は
疑
い
を
も
た
な
か
っ
た
。

　

と
は
言
え
、
こ
の
構
想
は
「
賭
け
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
多
か
れ
少
な
か
れ
公

共
的
な
側
面
を
も
っ
た
、
し
か
も
単
な
る
音
楽
家
養
成
施
設
で
は
な
い
現
代
音
楽

専
門
の
機
関
な
ど
を
立
ち
上
げ
て
、
果
た
し
て
成
功
す
る
の
か
？　

電
子
音
楽
分

野
で
は
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
既
に
い
く
つ
か
の
研
究
所
が
存
在
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し
て
お
り
、
電
子
音
響
を
用
い
た
音
楽
作
品
の
可
能
性
も
限
界
も
あ
る
程
度
見
通

し
が
つ
い
た
時
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
電

子
音
楽
分
野
で
決
し
て
突
出
し
た
成
果
を
お
さ
め
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
あ
え
て
大
規
模
な
国
家
予
算
を
投
入
し
て
、̶

̶
 

た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
劇
場
で
な
く ̶

̶
 

科
学
技
術
と
音
楽
の
融
合
の
た
め
の
研
究

所
を
作
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
決
断
と
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
行
動
力
は
、
多
く
の

人
々
を
驚
か
せ
た
に
違
い
な
い
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
組
織
運
営
能
力
の
高
さ
は
、
あ

る
意
味
で
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
か
ら
実
証
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
科
学
と
音

楽
と
い
う
異
な
っ
た
領
域
の
専
門
家
の
そ
れ
ぞ
れ
を
調
整
し
、
彼
ら
の
交
流
の
成

果
を
把
握
あ
る
い
は
予
測
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
、
孤
立
し
た
研
究
所
と
し
て
で
な
く
、

公
共
的
な
機
関
と
し
て
、
現
代
音
楽
の
伝
播
や
活
性
化
の
た
め
の
活
動
を
社
会
の

な
か
で
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
周
到
な
組
織
運
営
能
力
が
必
要
と
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

　

も
し
彼
が
、
国
家
予
算
目
当
て
の
権
力
主
義
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
助

成
金
を
当
て
に
で
き
る
も
っ
と
容
易
な
施
設
の
建
築
は
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
か
っ
て
一
九
五
五
年
に
「
豊
穣
な
国
の
果
て
で
」
と
題
し
た
論
文
の
な
か

で
語
っ
た
電
子
音
響
の
未
来
に
つ
い
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
た
だ
の
絵
空
事
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、い
っ
た
ん
は
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
と
文
化
行
政
を
見
限
っ

た
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
そ
の
長
い
国
外
活
動
か
ら
帰
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
音
楽
文
化
の
一
大
的
な
再
生
計
画
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
音
響
・
音
楽
の

研
究
と
調
整
の
研
究
所
」　Institut de recherche et de coordination acoustique-

m
usique 

す
な
わ
ち IRCA

M

（
イ
ル
カ
ム
）
で
あ
る
。（
現
在
は l’Ircam

と
呼
ば
れ
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
。）

■　
開
設

　

こ
う
し
て IRCA

M
 

創
設
の
準
備
は
開
始
さ
れ
た
。
一
九
七
三
年
一
月
の
段
階

で
一
二
〇
〇
万
ド
ル
に
の
ぼ
る
経
費
が
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。⁷　

あ
の
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
で
す
ら
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
Ⅱ
世
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
資
金
を
受
け

て
い
な
い
と
音
楽
学
者
ジ
ャ
ム
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
頷
け
よ
う
。

　
﹇IRCA

M
 

を
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
バ
イ
ロ
イ
ト
と
比
較
す
る
こ
と
は
﹈
リ
ュ
リ
と
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
﹇
の
関
係
と
比
較
す
る
こ
と
﹈
よ
り
も
さ
ら
に
的
を
つ
い
て
い
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
音
楽
家
が
君
主
に
、
全
く
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
〈
事
業
〉
を
提
案

し
、
し
か
も
自
分
の
作
曲
上
の
意
図
と
も
つ
り
合
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
こ
こ

数
世
紀
で
み
て
も
二
度
目
で
あ
る
。
ボ
ー
ブ
ー
ル Beaubourg 

と
バ
イ
ロ
イ
ト 

Bayreuth 

は
畳
韻
法
を
な
す
の
で
あ
っ
た
。⁸

　

IRCA
M
 

の
施
設
は
、（
か
っ
て
中
央
市
場
の
あ
っ
た
）
ボ
ブ
ー
ル
地
区
に
建
て
ら
れ

る
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
建
物
の
な
か
で
は
な
く
、
南
に
隣
接
し
た

現
イ
ゴ
ー
ル
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
広
場
に
建
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
横

に
あ
る
サ
ン
・
メ
リ
教
会
と
の
景
観
を
配
慮
し
つ
つ
、
ま
た
静
寂
性
な
ど
の
観
点

か
ら
、
地
下
空
間
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
太
陽
光
を
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
天
井
が
（
地
上
の
広
場
に
向
け
て
）
開
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
建
物
の
な
か
に
は
、
研
究
室
、
ス
タ
ジ
オ
、
事
務
所
な
ど
の
他
に
、

壁
一
面
に
可
動
式
の
パ
ネ
ル
を
は
め
込
み
反
響
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
自
由
に
設

定
す
る
こ
と
が
出
来
る
ホ
ー
ル
「
エ
ス
パ
ス
・
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン （
投
射
空

間
）」Espace de Projection 

が
設
計
さ
れ
た
。⁹　

そ
の
他
に
も
特
筆
す
べ
き
は
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予 算 形 態 で あ る 。 文 化 省 か ら は 会 計 的 に 独 立 し 、 自 由 に 予 算 が 策 定 でき る う え 、 同 時 に 国 庫 か ら 多 額 の 助 成 を 受 け つ つ 、 さ ら に ほ か の 私 的な 援 助 を 自 由 に 受 け 取 る こ と が 出 来 る 。 ま た 、 ス タ ッ フ も 機 材 も 、 フラ ン ス 人 ／ 製 に 限 る 必 要 は な く 国 際 的 な も の と す る こ と な ど が 決 め られ た 。

I
R

C
A

M
の 建 物 お よ び エ ス パ ス ・ ド ・ プ ロ ジ ェ ク シ オ ン が 開 館 す

る の は 一 九 七 八 年 で あ る 。
　

こ の よ う に 、 組 織 の ハ ー ド な 部 分 が 固 ま る の と 平 行 し て 、 ソ フ ト な
部 分 、 す な わ ち 人 事 や 研 究 内 容 に 関 す る 計 画 も 次 第 に 煮 詰 め ら れ て いく 。 一 九 七 二 年 に ブ ー レ ー ズ が 正 式 に デ ィ レ ク タ ー に 任 命 さ れ た あと 、  フ ラ ン ス の 国 内 外 で 、  専 門 的 な も の か ら 非 専 門 的 な も の ま で を 含 む 、様 々 な コ ン フ ェ ラ ン ス が 開 か れ て い る 。

I R C A M　 （ 2 0 0 3  年 筆 者 撮 影 ）

　

こ う し て 正 式 オ ー プ ン ま で の あ い だ に 、

I
R

C
A

M は 次 第 に そ の コ ン

セ プ ト を 固 め 、 現 代 音 楽 を 活 性 化 さ せ る と い う 命 題 も ま た 徐 々 に 世間 に 浸 透 し て い く の で あ っ た 。 一 九 七 六 年 、 ブ ー レ ー ズ を 所 長 と し て

 

I
R

C
A

M は 正 式 に 活 動 を 開 始 し 、 現 代 音 楽 専 門 の 演 奏 家 集 団 「 ア ン サ

ン ブ ル ・ ア ン テ ル コ ン タ ン ポ ラ ン 」

E
ns

e
m
bl

e i
nt

er
c
o

nt
e

m
p
or

ai
n
 も 同 時

に 結 成 さ れ る 。 翌 七 七 年 に は さ っ そ く 、 二 〇 世 紀 音 楽 の こ れ ま で の 歴史 を 振 り 返 る 演 奏 会 シ リ ー ズ 「 二 〇 世 紀 の パ サ ー ジ ュ 」

P
ass

a
g
e 

d
u 

X
X
e 

si
è
c l

e が 開 催 さ れ る 。 こ れ は 、 第 一 部 が 一 月 か ら 七 月 、 第 二 部 は 九 月 か

ら 一 二 月 、 そ し て ト ー タ ル で 七 〇 の 行 事 、 コ ン サ ー ト は も ち ろ ん ワ ーク シ ョ ッ プ や さ ま ざ ま な 分 科 会 な ど が 催 さ れ る 一 大 イ ベ ン ト で あ っ た 。さ ら に 七 八 年 二 月 に は 、  「 音 楽 的 時 間 」 を テ ー マ に し た 演 奏 会 と シ ン ポジ ウ ム を 開 催 。 そ こ に は バ ル ト 、  フ ー コ ー 、  ド ゥ ル ー ズ の 面 々 も 参 加 し 、特 に ド ゥ ル ー ズ は ブ ー レ ー ズ の 音 楽 に お け る 時 間 の 問 題 に つ い て 踏 み込 ん だ 議 論 を 行 っ て い る 。

¹ ⁰　

こ の よ う に 科 学 と 芸 術 、 芸 術 と 哲 学 を

横 断 す る 活 動 が 積 極 的 に 展 開 さ れ 、

I
R

C
A

M を 起 点 に 、 現 代 音 楽 の 地 勢

図 は 確 か に 塗 り 替 え ら れ た の で あ っ た 。 ブ ー レ ー ズ が ア ン ド レ ・ マ ルロ ー と フ ラ ン ス 文 化 行 政 に 絶 縁 状 を 叩 き 付 け て か ら お よ そ 一 〇 年 後 のこ と で あ る 。■　

リ ア ル ・ タ イ ム

　

I
R

C
A

M の 活 動 は 、 音 響 そ の も の の 科 学 的 分 析 、 楽 器 の 音 響 学 的 解

析 、 音 響 合 成 、 音 楽 と 知 覚 と の 関 係 、 人 間 の 演 奏 と コ ン ピ ュ ー タ の 相
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互 作 用 、 そ れ ら の 研 究 結 果 の 伝 播 の た め の ペ ダ ゴ ジ ー

（ 教 育 法 ）

、 そ し て

演 奏 集 団 ア ン サ ン ブ ル ・ ア ン テ ル コ ン タ ン ポ ラ ン の 設 置 な ど を 軸 に して 進 め ら れ た 。 そ の 布 陣 は 次 の 通 り で あ る 。 所 長 ： ピ ー エ ル  ・  ブ ー レ ーズ 、 コ ン ピ ュ ー タ 部 門 ： ジ ャ ン ＝ ク ロ ー ド ・ リ セ

 J
e
a

n-
Cl

a
u
d
e 

Riss
et 、 電

子 音 響 部 門 ： ル チ ア ー ノ ・ ベ リ オ

 L
u
ci

a
n
o 

B
eri

o 、 器 楽 ／ 声 楽 部 門 ： ヴ ァ

ン コ ・ グ ロ ボ カ ー ル

 
Vi

n
k
o 

Gl
o
b
o
k
ar

、 教 育 部 門 ： ミ シ ェ ル ・ デ ク ー ス ト

 

Mi
c

h
el 

D
e
c
o
ust

、 そ し て 総 括 部 門

 (
Di

a
g
o

n
al)

： ジ ュ ラ ル ・ ベ ネ ッ ト

 G
er

al
d 

B
e

n
n
ett

 で あ る 。

　

I
R

C
A

M は ブ ー レ ー ズ の 私 的 な 組 織 で は な い し 、 わ れ わ れ は こ こ で

 

I
R

C
A

M の 活 動 の す べ て を 検 討 す る つ も り は な い 。 だ が 、 彼 が 科 学 者 と

と も に ど の よ う な 研 究 に 取 り 組 み 、 そ れ が 彼 の 音 楽 思 考 と ど の よ う な関 係 を も ち 、 そ し て ど の よ う に 新 た な 作 品 の 創 造 へ と 結 び つ い た か につ い て は 論 じ て お か な け れ ば な ら な い 。 ま ず は

 I
R

C
A

M を 拠 点 と し て

開 始 さ れ た 研 究 の な か か ら 、 ブ ー レ ー ズ の 活 動 を 考 え る う え で 重 要 な項 目 を 拾 い だ そ う 。
　

＊　

＊　

＊

　

コ
ン ピ ュ ー タ お よ び 電 子 機 器 の 音 楽 へ の 応 用 に は 、 さ ま ざ ま な 分 野

が あ る 。 デ ー タ ベ ー ス を は じ め と す る 情 報 資 源 の 管 理 、 音 楽 構 造 の 数理 的 分 析 、 音 響 の 解 析 お よ び 合 成 、 自 動 演 奏 、 譜 面 の 読 み 取 り （ 認 識 ）や あ る い は 印 刷

（ 浄 写 支 援 ）

、 コ ン サ ー ト ・ ホ ー ル や ス タ ジ オ の 音 響 設

計 と 制 御 、 音 楽 教 育 支 援 、 作 曲 支 援 等 々 、 さ ま ざ ま な 分 野 で の 活 用 が可 能 で あ る 。 だ が 、

I
R

C
A

M の 存 在 を 他 の 音 楽 研 究 機 関 と 比 し て ユ ニ ー

ク な も の と し 、 な お か つ も っ と も 重 要 な 成 果 と な っ た も の が あ る 。 それ は 「 リ ア ル ・ タ イ ム 」 と い う コ ン セ プ ト に 基 づ い て 開 発 さ れ た 、 一連 の ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア 環 境 で あ る 。
　

こ の リ ア ル ・ タ イ ム と い う 考 え 方 は 、 ブ ー レ ー ズ

 
̶

̶ そ し て 多 く の

音 楽 家

 
̶

̶ の 電 子 音 楽 の 実 践 に と っ て 重 要 な 意 義 を も っ て い た 。 そ こ

に 二 つ の 側 面 を 見 て 取 る こ と が で き る 。 ひ と つ は 、 こ れ ま で の 「 ミ ュジ ッ ク ・ ミ ク ス ト 」

（ 電 子 音 と 楽 器 音 を 合 わ せ る 音 楽 様 式 ）

に た い す る 反 省 で

あ る 。 初 期 の 電 子 音 楽 作 品 に は 致 命 的 な 制 約 が あ っ た 。 コ ン サ ー ト にお い て 電 子 音 を 活 用 し よ う と し た と き 、 音 楽 家 は 、 あ ら か じ め 電 子 音響 機 器 に よ っ て 生 成 さ れ 、 磁 気 テ ー プ に 録 音 さ れ た 電 子 音 を 、 た だ 再生 す る し か な か っ た の で あ る 。 す な わ ち 、 楽 器 演 奏 に 電 子 音 を 「 ミ ック ス 」 す る 場 合 、 人 間 は 、 再 生 さ れ る 電 子 音 に 対 し て 「 合 わ せ る 」 しか な か っ た 。 し か も 、 あ ら か じ め 決 め ら れ た 速 度 と 音 量 に よ っ て 機 械的 に 進 行 す る テ ー プ は 、 当 然 の こ と な が ら 、 ホ ー ル の 音 環 境 に 合 わ せた 微 調 整 や 、 演 奏 者 に よ る 身 体 的 で 自 由 な 表 現 を ほ と ん ど 許 容 で き ない 以 上 、  演 奏 家 や 指 揮 者 に と っ て 望 ま し い と 思 え る 表 現 方 法 で は な か った の だ 。 よ っ て 、 電 子 音 楽 に お け る 身 体 性 の 問 題 を 解 決 す る た め に は 、音 響 処 理 が 何 ら か の か た ち で 演 奏 と  「 同 時 に 」

（ 現 実 時 間 ／ リ ア ル  ・  タ イ ム に ）

成 立 す る 必 要 が あ っ た 。
　

そ の た め に 必 要 な 装 置 の 物 理 的 条 件 は は っ き り と し て い る 。 コ ン
ピ ュ ー タ に よ っ て 電 子 音 が 生 成 ／ 加 工 さ れ る 処 理 過 程 が 、  演 奏 と  「 同 時 」と 思 え る ほ ど 高 速 に な さ れ る た め に 必 要 な 演 算 速 度 の 目 標 値 を 知 る こと は 難 し く な い 。 だ が 、 当 時 の 技 術 的 水 準 で は 、 そ の よ う な 高 速 な 演算 を 可 能 に す る シ ス テ ム は 実 現 不 可 能 で あ る か 、 あ る い は 非 リ ア ル ・
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タ
イ
ム
な
シ
ス
テ
ム
を
使
い
、
そ
の
ぶ
ん
潤
沢
に
演
算
時
間
を
使
う
方
が
む
し
ろ

有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。

　

リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
は
簡
略
な
結
果
し
か
え
ら
れ
ず
、
非
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム

﹇
で
な
さ
れ
た
処
理
﹈
の
洗
練
さ
や
精
巧
さ
に
は
達
し
な
い
と
い
う
の
が
、
当
初
の

議
論
で
し
た
。
自
分
の
作
品
で
あ
れ
一
九
五
八
年
以
来
指
揮
し
た
作
品
に
つ
い

て
で
あ
れ
、
指
揮
者
と
し
て
も
作
曲
者
と
し
て
も
活
動
す
る
私
に
と
っ
て
、﹇
…
﹈

あ
ら
か
じ
め
完
全
に
決
ま
っ
て
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
メ
デ
ィ
ア
を
使
う
と

い
う
の
は
、
つ
ね
に
責
め
苦
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
結
合
は
、
き
わ
め
て
簡
略

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
根
本
的
に
非
芸
術
的
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、

そ
の
メ
デ
ィ
ア
﹇
磁
気
テ
ー
プ
﹈
と
﹇
演
奏
を
﹈
合
わ
せ
る
こ
と
に
心
が
砕
か
れ
る

の
で
す
。﹇
…
﹈
も
し
非
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
﹇
で
な
さ
れ
た
処
理
﹈
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
結
果
が
、
実
際
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
チ
ュ

ア
ル
な
楽
譜
と
楽
器
の
楽
譜
の
あ
い
だ
に
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
行
わ
れ
る
結

合
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
音
楽
の
将
来
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
、

七
〇
年
代
に
か
け
て
私
に
は
思
え
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
方
向
で
働
き
ま
し
た

し
、
私
と
ま
さ
し
く
同
意
見
だ
っ
た
デ
ィ
・
ジ
ウ
ニ
ョ
と
協
力
す
る
こ
と
に
も

同
意
で
き
た
の
で
す
。¹¹

　
「
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
」
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
も
う
一
つ
の

側
面
を
考
え
て
み
よ
う
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
と
っ
て
音
の
流
動
性

4

4

4

4

4

は
つ
ね
に
重
要
な

問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
電
子
音
響
技
術
に
求
め
て
い
た
も
の

は
、
流
動
的
な
音
の
変
化
を
そ
の
刻
々
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
輪
郭
づ

け
る
演
繹
的
能
力
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
で
も
な
く
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
よ

る
音
響
処
理
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
譜
面
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
の
で
あ

る
。
も
し
、
音
楽
の
道
筋
が
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
譜
面
と
い
う
形
で
記
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
引
用
文
中

で
彼
が
述
べ
て
い
る
「
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
譜
面
」
と
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。¹²　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
は
、
ま
さ
に

譜
面
と
同
じ
く
、
作
品
の
「
設
計
図
」
を
示
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
岐
が
書
き
記
さ
れ
、
幾
通
り
も
の
方
向
で
読
む
こ
と
の
で
き
る
可
動
的
・
偶
然

的
な
譜
面
を
試
み
た
あ
の
一
九
五
七
年
の
《
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
Ⅲ
》
の
実
験
を
再

び
掘
り
起
こ
す
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
音
の
構
造
が
変
化
す
る
可
動
的
な
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出

す
た
め
に
必
要
な
技
術
的
要
因
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
…
。
人
間
と
一
体

と
な
っ
て
瞬
間
ご
と
に
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
よ
う
な
、
精
彩
あ
ふ
れ
る
音
楽
時

間
を
生
み
出
す
こ
と
と
、
最
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
可
能
性
は
こ
う
し
て
結
び
合

わ
さ
れ
る
。
電
子
音
響
の
領
域
で
得
た
も
っ
と
も
重
要
な
経
験
に
つ
い
て
尋
ね
ら

れ
た
と
き
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
こ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

私
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
最
後
の
瞬
間
に
確
定
す
る
自
由
の
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
、
総
合
的
な
譜
面
を
手
に
入
れ
た
い
の
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
些
細

な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
複
雑
な
状
況
で
も
と
っ
さ
に
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
譜
面
に
記
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
演
奏
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
は
じ

め
て
実
際
に
混
ざ
り
合
い
、
そ
の
結
果
、
あ
る
一
定
の
形
式
を
と
っ
た
ひ
と
つ

の
出
来
事
が
、
そ
れ
を
現
実
に
も
ち
た
い
と
思
う
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
生
じ
る
、

そ
ん
な
譜
面
を
私
は
思
い
描
い
て
い
ま
す
。﹇
…
﹈
そ
の
際
、
私
に
と
っ
て
重
要

な
の
は
、
構
成
に
関
わ
る
構
造
が
維
持
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
あ
ら
か
じ
め
固
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定 さ れ た 形 式 に 拘 束 さ れ な い と い う こ と で す 。

﹇ … ﹈

　

﹇ … ﹈

音 楽 に お け る 時 間 概 念 は 、 偶 然 、 つ ま り ひ と つ の 譜 面 を そ の

度 に 変 え る よ う な 些 細 な 事 柄 と も 関 係 づ け ら れ て い ま す 。

﹇ … ﹈

そ

れ は 、 柔 軟 に 加 工 で き る 生 地 み た い な も の で す 。 そ う し た 時 間 概念 、  そ う し た 時 間 の 生 き 生 き と し た 特 性 、  そ れ こ そ が 、  私 に と っ て は 、音 楽 に お け る も っ と も 大 切 な も の な の で す 。

¹³

　

ブ ー レ ー ズ は 、 現 代 の 音 楽

44444

と は 始 め か ら 終 わ り ま で 決 め ら れ た ひ と

つ の 道 筋 ＝ 時 間 に 沿 っ て 進 む 「 物 語 」 で は な い こ と を 繰 り 返 し 主 張 して き た 。 ブ ー レ ー ズ の 論 じ る 「 音 楽 時 間 」 の 理 念 は 、 か っ て の 「 開 かれ た 作 品 」 の 理 念 と 呼 応 し な が ら 、 コ ン ピ ュ ー タ を 介 し た リ ア ル ・ タイ ム に よ る 電 子 的 変 容 の な か に 、 そ れ を 実 現 さ せ る 新 た な 葉 脈 を 探 し当 て る の で あ る 。 な ら ば 、 リ ア ル ・ タ イ ム に 変 化 さ せ る こ と の で き る音 楽 プ ロ グ ラ ミ ン グ と は 何 か 。 そ れ は 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 作 業 と そ の 結果

 
̶

̶ つ ま り ス コ ア を 書 く こ と と そ の 音 が 鳴 る こ と

 
̶

̶ が 同 時 に 進

行 す る 「 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 」 性 と い う 考 え 方 に よ っ て 実 現 さ れ る こ とに な る だ ろ う 。 以 上 の 二 点 、 リ ア ル ・ タ イ ム に よ る 音 響 処 理 技 術 と イン タ ラ ク テ ィ ブ な 音 楽 プ ロ グ ラ ミ ン グ 環 境 に つ い て

 I
R

C
A

M で な さ れ

た 研 究 を 順 に 見 て い こ う 。■　

４
Ｘ 、 Ｉ

Ｓ Ｐ Ｗ

　

イ タ リ ア の 原 子 物 理 学 者 ジ ュ ゼ ッ ペ ・ デ ィ ＝ ジ ュ ニ オ

 
Gi

us
e
p
p
e 

Di 

Gi
u
g

n
o

 は 、 核 物 理 学 で 学 位 論 文 を 出 し た 後 、 ナ ポ リ 大 学 で 働 い て い た 。

ウ ォ ル タ ー  ・  カ ー ロ ス

 
Walt

er 
C
arl

os が 発 表 し た レ コ ー ド  《 ス ウ ィ ッ チ ト  ・

オ ン ・ バ ッ ハ 》

S
wit

c
h
e

d-
o

n 
B
a
c

h (
1
9

6
8) で の 電 子 音 響 や 、 音 響 工 学 の 第

一 人 者 ロ バ ー ト ・ ム ー グ

 R
o
b
ert 

M
o
o
g
 が 開 発 し た シ ン セ サ イ ザ ー に 触 発

さ れ て 、 自 ら も ム ー グ 式 の 電 子 楽 器 の 製 作 を 始 め る 。 だ が 楽 器 奏 者 でな か っ た 彼 は 、 鍵 盤 以 外 の 方 法 で 電 子 音 響 を 制 御 す る 方 法 の ほ う が 有効 で あ る と 考 え 、 コ ン ピ ュ ー タ ー に よ っ て 直 接 制 御 さ れ た シ ン セ サ イザ ー 、 ひ い て は デ ジ タ ル で コ ン ト ロ ー ル す る オ シ レ ー タ ー と い う ア イデ ア を 考 え る こ と に な る 。

¹⁴　

結 果 的 に 言 え ば 、 音 楽 家 が 自 分 の 演 奏

に リ ア ル ・ タ イ ム に 追 従 す る 電 子 音 響 シ ス テ ム を 求 め た こ と と 言 わ ば反 対 の 道 筋 で 、 物 理 学 者 で あ っ た 彼 は 非 音 楽 家 に で も 電 子 音 響 を リ アル ・ タ イ ム で 操 作 で き る シ ス テ ム の 開 発 と い う 着 想 に 行 き 着 い た の だ 。一 九 七 二 年 、 彼 は 核 物 理 学 の 研 究 と は ま っ た く 別 に 、 独 力 で

 
P

D
P-

5
0 

を ホ ス ト に し た 一 六 オ シ レ ー タ の シ ス テ ム を 制 作 す る 。
　

こ う し て 、 さ ら に 電 子 音 楽 シ ス テ ム の 制 作 に の め り 込 ん だ 彼 は 、 イ
タ リ ア 原 子 物 理 学 研 究 所 を 辞 め て 独 力 で 研 究 を 進 め て い た 。 だ が

 

I
R

C
A

M が 始 動 を 目 前 に ひ か え た 一 九 七 五 年 、 電 子 音 響 部 門 デ ィ レ ク

タ ー の ベ リ オ が 彼 に 声 を か け る 。  「 私 の 仕 事 が ル チ ア ー ノ ・ ベ リ オ の 耳に 届 い た の で し た 。 彼 は
 I

R
C

A
M の 電 子 音 響 部 門 の デ ィ レ ク タ ー に 就

い た ば か り の 頃 で 、 と あ る 重 要 な シ ン セ サ イ ザ ー 開 発 の た め の 人 間 を捜 し て い た の で す 。 七 五 年 の 春 に ベ リ オ は マ ッ ク ス ・ マ シ ュ ー ズ

 
M
a
x 

M
at

h
e

ws

（ 当 時 は

 I
R

C
A

M の 学 術 顧 問 ）

を 紹 介 し て く れ て 、  そ の 彼 が 私 に 『 コ

ン ピ ュ ー タ ・ ミ ュ ー ジ ッ ク の テ ク ノ ロ ジ ー 』

T
h
e 

T
e
c

h
n
ol

o
g
y 

of 
C

o
m
p
ut

er 
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M
usic (1969) 

を
く
れ
た
の
で
す
。
フ
ル
・
デ
ジ
タ
ル
な
音
楽
マ
シ
ン
を
作
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
マ
シ
ン
の
な
か
で
〈
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
〉
で
情
報
が
や
り
取
り
で
き

る
こ
と
の
重
要
性
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
み
て
初
め
て
分
か
り
ま
し
た
。」¹⁵

　

一
九
七
〇
年
代
後
半
、
世
界
で
初
め
て
商
用
化
さ
れ
た D

SP (D
igital Signal 

Processor) 

シ
ス
テ
ム D

M
X-1000 

が
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、

D
SP 

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
作
曲
家
や
研
究
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要

な
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
と
な
る
。
ジ
ュ
ニ
オ
が IRCA

M
 

に
来
た
の
は
七
七
年
。
彼
を

は
じ
め
と
す
る
チ
ー
ム
に
よ
っ
て VA

X 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
ホ
ス
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
と
す
る
新
た
な D

SP 

シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
開
始
さ
れ
る
。4A 4B 4C1 4C2 

と
試
作
マ
シ
ン
が
開
発
さ
れ
る
に
つ
れ
、
巨
大
な
オ
シ
レ
ー
タ
ー
群
の
製
作
と
し

て
始
ま
っ
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
（4A 
は
一
二
八
オ
シ
レ
ー
タ
、4X 

は
一
〇
〇
〇
オ
シ

レ
ー
タ
）、
徐
々
に
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
を
実
現
す
る
マ
シ
ン

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
八
一
年
に 4X

（
カ
ト
ル
・
イ

ク
ス
）
が
誕
生
す
る
。4X 

に
よ
っ
て
歴
史
上
初
め
て
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
よ
る

音
響
合
成
や
楽
器
音
の
変
形
と
い
っ
た
演
算
が
、
実
用
レ
ベ
ル
で
可
能
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
、4X 

の
能
力
を
存
分
に
活
用
し
て
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
電
子

音
響
音
楽
の
傑
作
《
レ
ポ
ン
》
が
発
表
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

4X 

は
そ
の
後
も
改
良
を
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
大
型
の
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
基
盤
シ
ス
テ
ム
と
し
て
い
た 4X 

は
次
第
に
小
型
化
の
方
向
へ
と
向
か
い
、

八
九
年
か
ら
は
、
よ
り
パ
ワ
フ
ル
な
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て

九
一
年
に N
eX
T 

社
の
マ
イ
ク
ロ
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
ホ
ス
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

と
し
た
、
新
型
の
シ
ス
テ
ム ISPW

 (IRCA
M
 Signal Processing W

orkstation) 

が

完
成
す
る
。¹⁶　

こ
う
し
て 4X 

は
そ
の
歴
史
的
役
目
を
終
え
た
の
で
あ
っ
た
。

■　

M
A
X

　

さ
て
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
・
デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
マ
シ
ン 4X 

に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
そ
の 4X 

を
制
御
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
も
ま
た
、4X 

と
と
も
に
発
展

し
て
い
た
。（
実
際
の
と
こ
ろ
、4X 

の
よ
う
な
大
規
模
な
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
へ
と IRCA

M
 

は
研
究
の
比
重
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る
。）　

そ

こ
で
核
と
な
っ
た
の
が 4X 

を
制
御
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
る
。

　

 

一
九
八
〇
年
代
中
頃
の IRCA

M
 

に
は
、「
エ
ス
キ
ス
」
や
「
パ
ッ
チ
・
ワ
ー

ク
」
と
い
っ
た
、
作
曲
支
援
目
的
で
使
わ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
活
用
さ
れ
始
め
て

い
た
。
な
か
で
も
数
学
者
ミ
ラ
ー
・
パ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
「
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
」
は
、

リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
可
能
と
し
、
ま
た
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向

に
よ
る
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
操
作
を
可
能
と
す
る
、
斬
新
な
音
楽
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

言
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
改
良
し
た
も
の
が
「M

A
X

（
マ
ッ
ク
ス
）」
で
あ
る
。

M
A
X 

は
当
初
、4X 

を
リ
ア
ル・タ
イ
ム
で
制
御
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
マ
ヌ
リ
と
ミ
ラ
ー
・
パ
ケ
ッ
ト
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
そ

の
後 N

eX
T+ISPW

 

と M
acintosh 

の
環
境
に
向
け
て
も
開
発
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。¹⁷

　

M
A
X 

の
特
徴
を
言
葉
で
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
ず
、
作
曲
や
音
響
合
成

な
ど
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
細
か
な
機

能
単
位
に
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ
れ ̶

̶

「
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ば
れ
る ̶

̶
 

コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
上
で
は
矩
形
の
小
さ
な
ア
イ
コ
ン
で
視
覚
化
さ
れ
る
。
こ
れ

を
マ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、
部
品
の
よ
う
に
並
べ
、
さ
ら
に
は
そ
の
配
線
な
ど
を
設
計

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、目
的
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
形
作
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
う
い
っ
た
「
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
」
お
よ
び
そ
の
配
線
状
況
は
、
接
続
さ
れ
た
ハ
ー
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ド ウ ェ ア と 連 動 し て リ ア ル ・ タ イ ム に 動 作 し て お り 、 そ の 結 果 の い ちい ち を 同 時 に 確 認 し な が ら 、 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ に 作 曲 作 業 を 進 め る こと が で き る 。
　

M
A

X 

が 、 た ん に

 
4

X や

 I
S

P
W の 制 御 に と ど ま ら な い 可 能 性 を も つ

こ と を 簡 単 に 述 べ て お こ う 。 ま ず 、

M
A

X 

は 、 視 覚 的 な オ ブ ジ ェ ク ト

の 操 作 に よ っ て 音 楽 的 な 構 築 を 可 能 に し て い る こ と か ら 、 こ れ ま で は楽 譜 を 前 提 と し た 音 楽 の エ ク リ チ ュ ー ル が 変 わ る と い う 点 を 指 摘 で きる 。 楽 譜 は 、 作 曲 者 が 五 線 譜 と い う グ リ ッ ド に 情 報 を 書 き 込 み 、 演 奏者 が 読 む も の で あ る 。 だ が 、

M
A

X 

に お い て は 、 オ ブ ジ ェ ク ト と い う 部

品 と そ の 接 続

 
̶

̶ す な わ ち プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ る 関 数 の 視 覚 的 な マ ト

リ ク ス

 
̶

̶ が 、 実 質 的 に そ の 音 楽 作 品 の 譜 面 の 役 割 を 担 っ て い る 。 つ

ま り 確 定 し た 音 符 を 楽 譜 に 書 き 込 む の で は な く 、 コ ン ピ ュ ー タ の 画 面に オ ブ ジ ェ ク ト の 回 路 を 設 計 す る こ と が 、 楽 譜 を 書 く こ と と 同 義 に なる の で あ る 。 こ れ は ア ル ゴ リ ズ ム 作 曲 の 手 段 と し て 特 に 有 効 な 方 法 であ る 。 ま た 別 の 可 能 性 は 、 プ ロ グ ラ ム 環 境 の な か で 、 あ ら ゆ る 機 能 がオ ブ ジ ェ ク ト と し て 部 品 化 さ れ て い る こ と か ら 、 ま っ た く 別 の 機 能 を持 っ た 部 品 を 後 か ら 柔 軟 に 付 け 足 す こ と が で き る こ と で あ る 。 そ れ は音 楽 や 音 響 に 関 す る 機 能 や パ ラ メ ー タ に 限 ら れ な い 。 た と え ば 映 像 を操 作 す る 機 能 を 持 っ た オ ブ ジ ェ ク ト 、 照 明 を 操 作 す る 機 能 を 持 っ た オブ ジ ェ ク ト 、 こ う し た も の を 部 品 と し て 組 み 込 め ば 、 す べ て

M
A

X

の

環 境 の な か で 接 続 し 、 そ れ ら を 統 一 し て 処 理 す る こ と が で き る 。 す なわ ち 、 音 楽 に 限 ら な い さ ま ざ ま な 要 素 を 組 み 合 わ せ て 、 複 合 的 な 作 品（ ミ ッ ク ス ト  ・  メ デ ィ ア ）

を

 
̶

̶ オ ブ ジ ェ ク ト へ の 操 作 を 一 貫 し た ま ま

 
̶

̶ 

構 築 す る こ と と が 可 能 で あ る の だ 。  か っ て ブ ー レ ー ズ が  「 セ リ ー 」  に よ っ

て 音 楽 の あ ら ゆ る 要 素 を パ ラ メ ー タ と し て コ ン ト ロ ー ル し よ う と し たこ と か ら 三 〇 年 が 経 ち 、  今 や コ ン ピ ュ ー タ の 中 の  「 オ ブ ジ ェ ク ト 」  に よ って あ ら ゆ る パ ラ メ ー タ を 処 理 す る 試 み が 生 ま れ た の だ 。
　

こ の よ う に 、 音 楽 と コ ン ピ ュ ー タ の 間 の 緊 密 な 相 互 作 用 の 探 究 は 、
ブ ー レ ー ズ の 取 り 組 み を 先 便 と し つ つ 、

I
R

C
A

M の な か で 広 が り を 見 せ

て い る 。 ジ ャ ン ＝ ク ロ ー ド  ・  リ セ 、  フ ィ リ ッ プ  ・  マ ヌ リ 、  ト リ ス タ ン  ・  ミ ュラ イ ユ 、 ユ グ ・ デ ュ フ ー ル 、 ジ ラ ー ル ・ グ リ ゼ ー 、 マ ル ク ＝ ア ン ド レ ・ダ ル バ ヴ ィ 、 ヴ ィ ン コ  ・  グ ロ ボ カ ー ル 、 カ イ ヤ  ・  サ ー リ ア ホ と い っ た

（ 日

本 で は ま ず 紹 介 さ れ る こ と の な い ）

音 楽 家 た ち の 存 在 は 、 も は や フ ラ ン ス 現

代 音 楽 の 矜 持 を な す 一 つ の 層 を な し て い る と 言 え る だ ろ う 。 彼 ら の よう に

I
R

C
A

M

を 活 動 の 拠 点 と し た 作 曲 家 だ け で は な い 。 た と え ば

 
M

A
X 

は 、 パ ー ソ ナ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ と ネ ッ ト ワ ー ク の 普 及 と と も に 世 界 中の 実 験 的 な 音 楽 活 動 の 現 場 に 浸 透 し て い る 。 こ の よ う に 、

I
R

C
A

M の 音

楽 科 学 で の 成 果 が 未 来 の 音 楽 文 化 に と っ て 欠 か せ な い も の と な っ た こと は 、 疑 い を 得 な い と 言 え る だ ろ う 。 そ し て ブ ー レ ー ズ は 、 こ の 新 しい 研 究 所 が 軌 道 に 乗 っ た と 判 断 す る 一 九 九 一 年 に 辞 任 す る ま で 、 所 長と し て

 I
R

C
A

M 運 営 を 任 を 果 た し 続 け た の で あ っ た 。
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MAX (+MSP)

■　
《
レ
ポ
ン
》

　

ブ
ー
レ
ー
ズ
の
《
レ
ポ
ン
》Répons (1981-84-88) 

は
、4X 
と
と
も
に
生
ま
れ
、

ま
た
八
〇
年
代
の IRCA

M
 

と 4X 

を
象
徴
す
る
作
品
で
も
あ
る
。
こ
の
「
レ
ポ

ン
」
と
は
、中
世
の
音
楽
形
式
で
あ
る
「
応
唱
」
を
意
味
し
て
い
る
。
ソ
ロ
が
歌
っ

た
あ
と
合
唱
が
応
え
て
歌
う
と
い
う
元
来
の
意
味
を
敷
衍
し
て
、
個
人
と
し
て
の

ソ
リ
ス
ト
と
ソ
リ
ス
ト
、
ソ
リ
ス
ト
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ソ
リ
ス
ト
と
電
子
音
響
、

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
応
唱
」
の
関
係
性
が
《
レ
ポ
ン
》
の
な
か
で
構
築
さ
れ

て
い
く
。
さ
ら
に
は
音
楽
的
素
材
も
、
そ
の
相
互
作
用
の
な
か
に
複
雑
な
変
容
を

展
開
す
る
。
と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
こ
の
作
品
の
空
間
的
な
形
態
か
ら
確
認
し
、
ど

の
よ
う
な
「
応
唱
」
が
、
ソ
リ
ス
ト
お
よ
び
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
そ
し
て
電
子
音
響
の

あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
の
か
を
考
え
よ
う
。
そ
の
後
で
音
楽
的
素
材
内
部
に
お
け

る
「
応
唱
」
に
つ
い
て
も
分
析
す
る
。

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
ホ
ー
ル
の
中
央
の
舞
台
に
設
置
さ
れ
る
。
こ
れ
は
電
子
的
な

加
工
を
受
け
な
い
生
の
音
で
あ
る
。
こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
取
り
囲
ん
で
観
客
が

位
置
し
、
観
客
の
外
周
、
す
な
わ
ち
ホ
ー
ル
の
隅
に
六
人
の
ソ
リ
ス
ト
が
配
置
す

る
。
ソ
リ
ス
ト
の
内
訳
は
、
ピ
ア
ノ
、
ピ
ア
ノ
＋
電
子
オ
ル
ガ
ン
、
ハ
ー
プ
、
ツ
ィ

ン
バ
ロ
ン
、
ヴ
ィ
ブ
ラ
フ
ォ
ン
、
シ
ロ
フ
ォ
ン
＋
グ
ロ
ッ
ケ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ル
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
も
《
プ
リ
・
ス
ロ
ン
・
プ
リ
》
や
《
エ
ク
ラ
》
で
使
わ
れ
た
、̶

̶

い
か
に
も
ブ
ー
レ
ー
ズ
好
み
の ̶

̶
 

共
鳴
性
が
強
く
、
豊
か
な
残
響
を
引
き
起

こ
す
楽
器
で
あ
る
。
彼
ら
ソ
リ
ス
ト
の
音
は 4X

（
後
に
は ISPW

）
に
よ
っ
て
リ
ア

ル
・
タ
イ
ム
に
加
工
変
形
さ
れ
、
ホ
ー
ル
内
の
各
所
に
置
か
れ
た
ス
ピ
ー
カ
か
ら

発
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
も
っ
て
合
成
さ
れ
録
音
さ
れ
た
音
も
同
時
に
使
わ
れ
て
い

る
。
録
音
さ
れ
た
電
子
音
は
、ソ
リ
ス
ト
の
演
奏
す
る
音
が
一
定
の
強
さ
満
た
す
と
、

自
動
的
に
発
せ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
観

客
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
、
ホ
ー
ル
の
外
周
部
や
中
央
部
に
数
多
く
配
置
さ
れ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
各
ス
ピ
ー
カ
ー
を
飛
び
交
う
音
は
、
そ
の
空
間
的
な
運
動

性
が
き
わ
め
て
強
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
楽
器
の
反
響
が
電
子
的

に
加
工
さ
れ
、
さ
ら
に
反
響
を
深
め
な
が
ら
ホ
ー
ル
内
の
ス
ピ
ー
カ
ー
を
駆
け
巡

る
さ
ま
が
想
像
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、そ
の
電
子
的
変
形
の
内
容
そ
の
も
の
は
、

け
っ
し
て
斬
新
な
も
の
で
は
な
い
。
リ
ン
グ・モ
ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、デ
ィ
レ
イ
（
延

滞
さ
せ
た
音
を
付
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
リ
ズ
ム
や
残
響
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
）、
あ
ら
か
じ

め
録
音
さ
れ
た
音
の
再
生
、
こ
う
し
た
項
目
そ
れ
自
体
が
目
新
し
い
の
で
は
な
く
、

そ
の
規
模
と
緻
密
さ
が
、《
レ
ポ
ン
》
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
規
模
の
大
き
さ
、
そ
し
て
錯
綜
し
た
「
応
唱
」
と
い
う
特
質

は
、
こ
の
作
品
の
指
揮
法
を
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
に
し
て
い
る
。
指
揮
者
（
で
あ
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る
ブ
ー
レ
ー
ズ
）
は
、
ホ
ー
ル
の
中
心
に
立
ち
、
近
く
に
陣
取
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
、

遠
く
に
い
る
ソ
リ
ス
ト
た
ち
の
双
方
に
独
立
し
て
指
揮
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
《
レ
ポ
ン
》
の
指
揮
法
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
た
い
し
て
は
通
常
通
り
に
拍
を
与
え
て
指
揮
を
と
る
が
、
ソ
リ

ス
ト
た
ち
に
は
、あ
る
種
の
キ
ュ
ー
の
み
を
送
る
。
か
っ
て《
エ
ク
ラ
》や《
リ
テ
ュ

エ
ル
》
で
行
わ
れ
た
手
法 ̶

̶
 

複
数
の
時
間
的
マ
ト
リ
ク
ス
の
共
存 ̶

̶
 

と
同

様
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ソ
リ
ス
ト
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
テ
ン
ポ
で
演
奏
し
、

中
央
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
並
立
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
指
揮
者
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
側
面
と
、
演
奏
家
が
自

由
に
振
る
舞
う
側
面
の
、
二
つ
の
側
面
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
複
数

の
持
続
の
層
を
堆
積
さ
せ
る
空
間
的
・
時
間
的
概
念
は
こ
れ
ま
で
の
ブ
ー
レ
ー
ズ

の
思
想
か
ら
も
指
摘
で
き
る
が
、《
レ
ポ
ン
》
で
は
「
応
唱
」
の
名
の
下
に
、
そ
れ

が
徹
底
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ソ
リ
ス
ト
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
電
子

機
器
、
そ
し
て
指
揮
者
の
、
四
者
の
錯
綜
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
機
能

さ
せ
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
も
っ
と
も
興
味
深
い
特
徴
を
な
し
て
い
る
。ブ
ー
レ
ー

ズ
は
《
レ
ポ
ン
》
に
お
け
る
指
揮
者
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

　

演
奏
家
と
指
揮
者
の
つ
な
が
り
を
よ
り
し
な
や
か
に
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ

れ
を
よ
り
創
造
的
な
も
の
に
す
る
。
こ
れ
が
私
の
こ
だ
わ
り
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

ひ
と
つ
の
指
揮
が
あ
っ
て
そ
れ
が
た
え
ず
グ
ル
ー
プ
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
、
そ

れ
は
必
要
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
は
無
限
に
は
変
化
し
な
い
。
そ

れ
よ
り
も
私
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
秩
序
を
与
え
た
り
無
く
さ
せ
た
り
、

緩
め
た
り
再
び
捕
え
た
り
、
そ
れ
を
好
む
よ
う
に
で
き
る
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う

に
し
て
集
合
的
な
時
間
の
構
築
が
で
き
る
し
、
そ
れ
は
個
人
的
に
も
な
る
し
、

ま
た
集
合
的
に
も
な
る
。
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
集
合
的
な
も
の
と
個
人
的
な
も

の
と
の
関
係
性
が
可
変
的
な
こ
と
は
、
音
楽
の
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
を
と
て
も
豊

か
に
す
る
。¹⁸

　

結
果
と
し
て
、
音
楽
の
ど
の
よ
う
な
次
元
が
活
性
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
リ
ズ
ム
の
不
均
衡
性
で
あ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ソ
リ
ス
ト
、
電
子
音
の

あ
い
だ
で
重
ね
合
わ
さ
れ
る
リ
ズ
ム
は
、
と
く
に
音
楽
の
速
度
が
上
が
る
と
、
一

方
か
ら
他
方
を
区
別
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
添
加
さ
れ
る
電
子
的
な
変
調

と
も
相
ま
っ
て
、
そ
こ
に
は
特
有
の
光
沢
、
モ
ア
レ
の
よ
う
な
現
象
が
ひ
き
お
こ

さ
れ
、全
体
が
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
知
覚
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、

個
々
の
リ
ズ
ム
の
形
態
と
い
う
次
元
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ひ
と
つ
の
巨
大
な
音

色
の
運
動
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
が
多
数
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
の
連
動
に

よ
っ
て
、
空
間
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
音
色
と
溶
け
合
う
…
、
こ
れ
が
《
レ
ポ
ン
》

の
狙
い
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
個
々
の
音
は
ひ
と
つ
の
音
色
へ
と
結
び
つ

き
、
し
か
も
、
そ
の
内
部
に
は
つ
ね
に
無
数
の
音
の
差
異
が
展
開
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
未
分
化
で
総
体
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
音
と
、
分
化
し
て
微
細
な
差
異

の
飛
沫
を
発
散
さ
せ
る
音
の
双
方
が
、
空
間
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
運
動
の
な
か

に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ま
る
で
、
か
っ
て
ト
ー
タ
ル
・
セ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
嚆
矢
と
な
る
べ
き
で

4

4

4

4

4

あ
っ
た

4

4

4

一
九
五
一
年
の
《
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
Ｘ
》
が
試
み
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
を
、
電
子
音
響
の
手
を
借
り
て
再
び
行
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

¹⁹　

す
べ
て
の
音
楽
要
素
を
セ
リ
ー
に
還
元
し
、
そ
の
セ
リ
ー
を
網
の
目
の
よ
う

に
複
雑
に
絡
み
合
わ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
差
異
が
ま
た
新
た
な
差
異
を
引
き
起
こ
し

て
い
く
よ
う
な
変
化
に
つ
ぐ
変
化
を
組
織
す
る
こ
と
。
か
っ
て
の
ア
イ
デ
ア
が
こ
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こ
で
電
子
的
変
容
の
助
け
を
借
り
て
意
気
揚
々
と
盛
り
込
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
音
楽

的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
が
、「
爆
発
的
」
に
拡
大
す
る
形
式
の
た
ま
さ
か
の
成
分
と
し
て

組
織
化
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ス
ピ
ー
カ
ー
や
演
奏
者
の
空
間
的
配
置
が
問
題
と
な
る
た
め
、
ホ
ー
ル

の
設
計
や
設
備
は
《
レ
ポ
ン
》
の
演
奏
の
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
り
、
ま
た
エ

ン
ジ
ニ
ア
の
存
在
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
因
と
な
る
。
ス
テ
ー
ジ
の
背
後

に
は
、
数
百
本
の
ケ
ー
ブ
ル
に
よ
っ
て
配
線
さ
れ
た
機
器
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
操

作
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
た
ち
が
控
え
、
機
器
の
改
良
（M

ID
I

ピ
ア
ノ
の
導
入
な
ど
）
に

よ
っ
て
次
第
に
シ
ス
テ
ム
は
簡
素
化
さ
れ
て
い
く
に
せ
よ
、
こ
の
作
品
は
ま
さ
に
、

IRCA
M

の
技
術
陣
と
の
共
同
作
業
の
結
晶
な
の
で
あ
っ
た
。

　
＊　
＊　
＊

　

こ
こ
ま
で IRCA

M
 

に
お
け
る
先
端
研
究
と
《
レ
ポ
ン
》
の
関
係
に
つ
い
て
外

面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
つ
ぎ
に
音
楽
的
な
内
面
に
つ
い
て
検
証
し
よ
う
。
第
一

楽
章
〈
序
奏
〉
と
第
二
楽
章
〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
は
、《
レ
ポ
ン
》
を
特
徴
づ
け
る

新
機
軸
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
興
味
深
い
楽
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
冒
頭

部
の
こ
の
二
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
《
レ
ポ
ン
》
の
音
素
材
の
内
容
に
つ
い
て
分

析
し
、
そ
れ
が
作
品
の
内
部
で
ど
の
よ
う
な
「
応
唱
」
を
交
わ
し
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
。

　

ま
ず
第
一
楽
章
を
と
り
あ
げ
よ
う
。《
レ
ポ
ン
》
で
は
、
五
つ
の
基
本
的
な
和
音

が
存
在
し
て
い
る
。(Fig.1)　

こ
の
五
つ
の
和
音
が
、
冒
頭
の
た
っ
た
二
小
節
の
な

か
に
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
の
順
番
で
登
場
す
る
。
こ
こ
で
「
素
材
」
を
一
挙
に
提
示
し
て

し
ま
お
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
和
音
は
、
そ
の
後
、
順
番

を
変
え
な
が
ら
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。²⁰　

こ
の
和
音
が
、
い
わ
ば
《
レ

ポ
ン
》
の
音
響
の
推
移
に
類
型
性
を
与
え
る
「
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
（
外
皮
）」
と
な
る
。

²¹　

こ
の
五
つ
の
和
音
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
和
音
Ⅰ
お
よ
び

Ⅳ
は
、と
も
に
短
三
度
（
半
音
三
つ
）
の
音
程
差 (

移
高 transposition) 

の
二
つ
の
ピ
ッ

チ
・
ク
ラ
ス
（
音
高
の
集
合
）
が
重
な
っ
た
も
の (

併
置 juxtaposition) 

で
あ
り
、
和

音
Ⅱ
お
よ
び
Ⅲ
は
、
と
も
に
長
二
度
（
半
音
二
つ
）
の
音
程
差
を
持
っ
た
ピ
ッ
チ
・

ク
ラ
ス
が
重
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。²²　

　

○Fig.1　
《
レ
ポ
ン
》　
基
本
和
音

　
　
　

和音：　I II III IV V

　
　
　

和音Ⅰ ［G# A D F G Bb E］：
　　　　　　　［G# D G E］̶短三度音程→［A F Bb G］
和音Ⅱ ［G E F# G# D F Bb］：
　　　　　　　［E F# G# D F］̶長二度音程→［G# G# Bb E G］
和音Ⅲ　［B G# C# E Bb C F#］：
　　　　　　　［B E Bb F#］̶長二度音程→［C# F# C G#］
和音Ⅳ　［G# B C# Bb C E A］：
　　　　　　　［G# C# Bb A］̶短三度音程→［C E C# C］
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一
方
で
和
音
Ⅴ
は
、上
述
し
た
二
種
類
の
音
程
を
包
括
し
て
い
る
。
順
に
長
二
度
、

短
三
度
、
完
全
四
度
（
長
二
度
＋
短
三
度
）
の
音
程
を
も
つ
セ
リ
ー
﹇G

 A C F

﹈
を

基
準
と
し
て
見
立
て
て
、
さ
ら
に
そ
の
音
程
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
最
低
音
を G

 
A C F 

と
順
に
ず
ら
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
る
四
つ
の
和
音
を
合
計
す
る

と
得
ら
れ
る
の
が
和
音
Ⅴ
な
の
で
あ
る
。²³　

和
音
Ⅴ
に
は
強
い
演
繹
性
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

○Fig.2　
《
レ
ポ
ン
》　
和
音
Ⅴ
の
構
図

　
　
　
　

（　　）

　

こ
う
し
た
点
か
ら
、《
レ
ポ
ン
》
は
、
音
程
関
係
に
強
い
一
貫
性
を
も
た
せ
た
和

音
構
造
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。²⁴　

基
本
と
な
る
素
材
を
演

繹
的
に
形
成
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を
作
品
の
な
か
で
発
展
さ
せ
て
活
用
す
る
方
法

は
、ブ
ー
レ
ー
ズ
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
見
ら
れ
る
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、そ
れ
が
《
レ

ポ
ン
》
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
音
素
材
の
発
展 

̶
̶
 

あ
る
い
は
応
唱
関
係 ̶

̶
 

が
さ
ら
に
興
味
深
い
展
開
を
み
せ
る
の
は
、
電

子
的
介
入
を
受
け
る
第
二
楽
章
で
あ
る
。

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
み
が
演
奏
す
る
〈
序
奏
〉
か
ら
、次
に
第
二
楽
章
〈
セ
ク
シ
ョ

ン
Ⅰ
〉
に
視
点
を
移
そ
う
。
こ
の
〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
は
、《
レ
ポ
ン
》
の
最
大
の

特
徴
で
あ
る
ソ
リ
ス
ト
と
電
子
機
器
の
「
応
唱
」
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。

　

六
人
の
ソ
リ
ス
ト
た
ち
が
和
音
を
ア
ル
ペ
ジ
オ
で
奏
し
な
が
ら
一
挙
に
登
場
す

る〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉の
冒
頭
部
は
、《
レ
ポ
ン
》の
な
か
で
も
っ
と
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
瞬
間
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。こ
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
に
起
因
す
る
反
響
は
ホ
ー

ル
を
お
よ
そ
八
秒
間
駆
け
巡
る
。
こ
れ
が 4X 

と M
ATRIX32 

が
初
め
て
使
わ

れ
る
瞬
間
で
あ
る
。M

ATRIX32 

は
ソ
リ
ス
ト
の
音
を
ス
ピ
ー
カ
ー
に
配
信
し
て

い
く
マ
シ
ン
で
、
こ
う
し
た
音
の
拡
散
は
「
空
間
化
」spatialisation 

と
呼
ば
れ
て

い
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、ひ
と
つ
の
音
は
、

そ
の
減
衰
の
段
階
を
四
つ
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
四
つ
の
ス
ピ
ー
カ
に
配

信
さ
れ
る
。²⁵　

マ
シ
ン
か
ら
発
す
る
音
は
、
ソ
リ
ス
ト
の
放
つ
音
の
立
ち
上
が

り
の
強
さ
に
応
じ
て
、
そ
の
速
度
が
変
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
音

が
強
い
ほ
ど
、そ
の
音
は
速
く
反
響
さ
せ
ら
れ
る
。
と
う
ぜ
ん
楽
器
の
種
類
に
よ
っ

て
音
の
減
衰
の
速
度
は
異
な
る
の
で
、
そ
れ
に
相
応
し
て
、
加
工
さ
れ
る
反
響
の

音
も
変
化
す
る
。²⁶　

こ
う
し
た
複
合
的
な
音
響
処
理
に
よ
る
音
の
変
形
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
空
間
と
一
体
化
し
な
が
ら
、
楽
器
音
と
電
子
音
は
融
合
し
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
音
が
一
挙
に
拡
散
し
た
あ
と
、
指
揮
者
は
お
お
よ
そ
等
間
隔
に
ソ
リ

ス
ト
に
「
入
り
」
を
指
定
し
て
、
別
の
和
音
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
が
演
奏
さ
れ
始
め
る
。

こ
の
和
音
は
ま
た
別
の
電
子
的
変
形
の
対
象
と
な
る
。
い
く
つ
か
の
和
音
が 4X 

に
メ
モ
リ
さ
れ
、4X 

の
な
か
で
変
調
を
加
え
ら
れ
、
そ
し
て
時
間
を
ズ
ラ
さ
れ
て
、
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ス
ピ
ー
カ
に
配
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
の
冒
頭
か
ら
こ
こ
ま

で
、
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
役
割
の
大
き
さ
が
目
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
電
子
的
変
形
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
ア
ル
ペ
ジ
オ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

各
ソ
リ
ス
ト
が
演
奏
す
る
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
み
な
ら
ず
、4X 

で
の
変
調
（
リ
ン
グ
・
モ

ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）、
デ
ィ
レ
イ
（
延
滞
さ
せ
て
発
す
る
こ
と
）、
空
間
へ
の
配
信
に
よ
っ
て

巻
き
起
こ
さ
れ
る
音
の
空
間
的
・
時
間
的
拡
散
全
体
を
ア
ル
ペ
ジ
オ
は
意
味
し
て

い
る
の
だ
。
こ
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
に
つ
い
て
ジ
ェ
ル
ゾ
ー
は
述
べ
る
。「
音
の
デ
ィ
レ

イ
や
周
波
数
変
調
に
よ
っ
て
、
実
際
、
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
概
念
（
音
高
と
い
う
音
楽
素
材

を
時
間
的
に
ず
ら
す
と
い
う
こ
と
）
は
、
楽
器
に
た
い
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
、
電

子
的
に
行
な
う
構
築 com

position 
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」²⁷　

音

の
「
応
唱
」
が
、
電
子
的
な
ア
ル
ペ
ジ
オ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

以
上
、《
レ
ポ
ン
》
に
お
い
て
電
子
音
響
技
術
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
の
よ
う
な
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
の
音
響
加
工
の
た
め
、

4X 

の
な
か
で
は
い
く
つ
も
の
機
能
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
作
動
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム

の
開
発
者
で
あ
る
ジ
ェ
ル
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
冒
頭
の
約
三
〇
秒

間
に
、
六
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
空
間
化
機
能
、
五
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
延
滞
（
デ
ィ
レ
イ
）
機

能
、
三
〇
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
周
波
数
変
調
機
能
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
が

組
み
合
わ
さ
り
、
そ
れ
ら
が
特
定
の
機
能
布
置
に
お
か
れ
て
作
動
し
て
い
る
と
い

う
。
ま
た
、そ
う
し
た
機
能
布
置
は
、全
体
と
し
て
五
〇
パ
タ
ー
ン
ほ
ど
《
レ
ポ
ン
》

に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。²⁸　

　

以
上
の
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
楽
器
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム

が
組
み
合
わ
さ
れ
た
《
レ
ポ
ン
》
で
は
、「
素
材
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
「
応

唱
」し
合
う
濃
密
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
シ
ス
テ
ム
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ジ
ェ

ル
ゾ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。
音
高
、
リ
ズ
ム
、
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
音
色
…
、「
音
楽
の

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
、
こ
の
応
唱
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
な
か
に
あ
る
。」

²⁹　

そ
れ
は
機
械
と
身
体
の
時
間
・
空
間
的
な
ぶ
つ
か
り
合
い
の
中
で
交
わ
し
合

わ
さ
れ
る
「
応
唱
」
な
の
で
あ
る
。

　

＊　

＊　

＊

　

ブ
ー
レ
ー
ズ
は
現
代
音
楽
の
大
き
な
ル
ー
ツ
（
セ
リ
ー
技
法
、
電
子
音
響
、
可
動
性
）

で
あ
り
、
ま
た
、
未
来
の
音
楽
文
化
を
窺
う
上
で
も
い
ま
だ
重
要
な
位
置
を
占
め

る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、IRCA

M
 

の
活
動
と
《
レ
ポ
ン
》

と
い
う
作
品
を
軸
に
考
察
し
て
き
た
。《
レ
ポ
ン
》
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
こ
れ
ま
で

に
示
し
て
き
た
多
く
の
実
験
を
集
約
し
て
い
る
。
セ
リ
エ
ル
な
構
成
法
、
音
楽
構

造
の
可
動
性
や
流
動
性
、
指
揮
者
と
ソ
リ
ス
ト
の
身
体
性
、
科
学
技
術
と
の
融
合
…
。

こ
れ
ま
で
の
作
品
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、《
レ
ポ
ン
》
に
お
い
て
表
さ
れ
る
も

の
も
ま
た
、
音
楽
の
発
展
に
向
け
た
一
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
示
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
現
代
の
音
楽
文
化
の
多
様
性
は
一
つ
の
軸
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
。
だ

が
、
一
貫
し
た
思
考
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
美
学
と
、
想
像
力
が
刺
激
を
与
え
続
け

る
技
術
の
、
そ
の
両
者
の
永
遠
の
往
復
運
動
が
あ
ら
ゆ
る
芸
術
表
現
に
活
力
を
与

え
る
こ
と
が
、こ
れ
ま
で
も
、そ
し
て
こ
の
先
も
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、ブ
ー

レ
ー
ズ
の
軌
跡
を
た
ど
る
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
。
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a

m
b
e
a
u, 

n
o.

3
0　

東 京 外 国 語 大 学 フ ラ ン ス 語 研 究 室

　

2
0
0
4.

( 1 1)
　

C
é
cil

e  Gill
y:  L’écrit

ure  d
u  geste  :  e

ntretie
ns  a

vec  Cécile  Gill
y  s

ur 

l
a 

directi
o

n 
d’

orc
hestre, 

C
hristi

a
n 

B
o
ur

g
ois, 

2
0
0
2. 

9
8.

( 1 2)
　

「 ヴ ァ ー チ ャ ル な 譜 面 」

P
artiti

o
n  virt

u
ell

e 

と い う 言 葉 は フ ィ リ ッ プ ・

マ ヌ リ

  P
hili

p
p
e 

 M
a

n
o
ur

y  (
1
9
5
2-  ) に よ る 。 彼 は セ リ ア リ ズ ム お よ び

電 子 音 響 の 分 野 で 養 成 を 受 け た 音 楽 家 で 、 八 四 年 に

  I
R

C
A

M を 訪 れ た

数 学 者 ミ ラ ー ・ パ ケ ッ ト と の 共 同 作 業 に よ っ て 、 コ ン ピ ュ ー タ と 作 曲と い う 新 た な 分 野 に 大 き な 成 果 を 残 し て い る 。 そ れ は 、 も と も と 八 〇年 代 の 初 頭 か ら 試 み ら れ て い た 、 フ ル ー ト の 生 演 奏 に 電 子 音 響 シ ス テム を 追 従 さ せ る 実 験 を 発 展 さ せ る か た ち で 、 生 演 奏 と 電 子 的 変 調 が リア ル ・ タ イ ム で 対 応 し 合 え る シ ス テ ム を 構 築 し た こ と に よ る 。 こ の 試み か ら 生 み 出 さ れ た の が 《 機 械 仕 掛 ケ ノ 音 》

S
o

n
us  e

x 
 m

a
c

hi
n
a 

を 構

成 す る 一 連 の 作 品 、  《 ジ ュ ピ タ ー 》

J
u
pit

er  (
1
9
8
7) 、  《 プ ル ト ン 》

Pl
ut

o
n 
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(1988)

、《
天
と
地
の
分
割
》 La Partition du ciel et de l’enfer (1989)

、《
ネ

プ
チ
ュ
ー
ン
》N

eptune (1991) 

で
あ
る
。
人
間
の
演
奏
に
追
従
し
て
動
作
す

る
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
は
、
演
奏
家
が
譜
面
を
「
解
釈
」
し
て
演
奏
す
る
こ

と
と
同
じ
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
そ
の
状
況
に
対
応
し
た
動
作
を
判
断
で
き
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
演
奏
家
が
譜
面
を
読
む
行
為
に
相
当
す
る
よ
う
に
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
譜
面
」
に
よ
っ
て
、
音
を
生
成
す
る
プ
ロ

セ
ス
を
自
ら
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
環
境 M

AX 

に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

(13)　

“G
espräch m

it Josef H
äusler”, Pierre Boulez in Salzbourg (1992). 

108-113.

(14)　

G
iuseppe D

i G
iugno: “Entretien avec G

iuseppe di G
iugno”, Q

uoi? 
Q
uand? Com

m
ent?, Christian Bourgois - IRCAM

, 1985.189.

(15)　

Lire L’ircam
, op.cit. 65.

(16)　

cf. C
ort Lippe: “R

eal-tim
e C
om
puter M

usic at IR
C
A
M
”, 

Contem
porary M

usic Review
, vol.6 part 1, 1991.

(17)　

cf., M
iller Pukette: “Com

bining Event and Signal Processing in 
the M

ax G
raphical Program

m
ing Environm

ent”, Com
puter M

usic 
Journal, 15(3), 1991.

(18)　

G
illy, op.cit. 119-120.

(19)　

音
高
列
操
作
と
リ
ズ
ム
列
操
作
を
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
発

想
は
、
一
二
音
技
法
か
ら
セ
リ
ー
技
法
へ
と
音
楽
の
歴
史
が
移
り
変
わ
る
時
期
に

生
ま
れ
た
。
だ
が
、
二
つ
の
無
調
的
な
操
作
が
重
な
っ
た
と
き
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
は
極
度
に
複
雑
化
し
、
知
覚
に
強
烈
な
不
安
定
感
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
知
覚
と

理
論
の
分
裂
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
、
芸
術
の
歴
史
に
お
い
て
幾
度
も
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
現
象
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
グ
的
な
音
高
列
操
作
と
メ
シ
ア
ン
的
な
リ
ズ
ム
列
操
作
を
統
合
し
た
と
き
、

西
洋
音
楽
は
再
び
そ
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。「
抽
象
の
力
に

よ
っ
て
得
た
も
の
は
、
知
覚
の
レ
ベ
ル
で
失
わ
れ
る
。」cf., Célestin D

eliège: 
Cinquante ans de m

odernité m
usicale : de D

arm
stadt à l’Ircam

, 
M
ardaga, 2003. 66.　

そ
の
意
味
で
《
レ
ポ
ン
》
は
、《
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
Ｘ
》
以

降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
前
衛
音
楽
が
問
い
続
け
て
い
き
た
問
題
「
知
覚
の
複
雑
さ
」
へ
の
、

新
た
な
「
解
答
」
な
の
で
あ
る
。

(20)　

ナ
テ
ィ
エ
は
、《
レ
ポ
ン
》
第
一
楽
章
〈
序
奏
〉
の
お
よ
そ
七
分
間
の
和
音
の
動

き
を
分
析
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
で
の
提
示
の
あ
と
、（
冒
頭
二
小
節
が
終
わ
っ

て
か
ら
譜
面
番
号
四
ま
で
の
あ
い
だ
に
）
今
度
は
逆
の
Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
の
順
番
で
和

音
が
連
結
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。cf., Jean-Jacques N

attiez: “Répons et 
la crise de la «com

m
unication» m

usicale contem
poraine”, Répons 

Boulez, IRCAM
, Fondations Louis Vuitton, Actes sud-papiers, 1988. 

30-31.

(21)　

音
楽
的
素
材
の
一
定
の
振
幅
変
化
を
示
す
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
用
語
。
音
楽
的
特
徴

に
一
種
の
展
開
類
型
を
与
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
素
材
の
形
成
そ
の
も
の
に
恒
常

性
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
。cf., Pierre Boulez: Jalons (pour une 

D
écennie), Christian Bourgois, 1989.

﹇ 

邦
訳
『
標
柱
：
現
代
音
楽
の
道
し

る
べ
』  

笠
羽
映
子
訳　

青
土
社　

2002.

﹈  386 [430].

(22)　

cf., Célestin D
eliège: “M

om
ent de Pierre Boulez : sur l‘introduction 

orchestrale de Répons”, Répons Boulez, IRCAM
, Fondations Louis 

Vuitton, Actes sud-papiers, 1988. 48.　

な
お
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
エ
ン

ジ
ニ
ア
と
し
て
《
レ
ポ
ン
》
の
制
作
に
関
わ
っ
た
ジ
ェ
ル
ゾ
ー
自
身
も
、
移
高 

transposition 

と
併
置 juxtaposition 

に
言
及
し
て
い
る
。cf., Andrew

 
G
erzso: “L’ordinateur et l’écriture m

usicale”, Répons Boulez, 
IRCAM

, Fondations Louis Vuitton, Actes sud-papiers, 1988. 79. 

欄

外
註.
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(23)　

cf., D
eliège, op.cit. 47.　

た
だ
し
、
こ
の
演
繹
に
よ
っ
て
一
番
最
後
に
登
場

す
る
べ
きEb

音
は
、
こ
の
和
音
Ⅴ
に
は
実
際
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、

Eb
は
和
音
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
す
べ
て
の
和
音
の
な
か
で
一
度
も
登
場
し
な
い
一
二
音
高
の

な
か
の
唯
一
の
音
な
の
で
あ
る
。Eb

は
演
繹
の
鍵
を
隠
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

よ
う
に
基
本
的
な
セ
リ
ー
同
士
を
「
掛
け
合
わ
せ
」
て
新
た
な
音
集
合
を
生
み
出

す
技
法
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
セ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
本
的
な
技
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

《
主
の
な
い
槌
》
以
降
の
多
く
の
作
品
構
造
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

(24)　

そ
の
点
に
関
し
て
ナ
テ
ィ
エ
は
「《
レ
ポ
ン
》
と
現
代
音
楽
に
お
け
る
〈
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉
の
危
機
」Répons et la crise de la «com

m
unication» 

m
usicale contem

poraine 
の
な
か
で
興
味
深
い
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
彼

は
作
品
制
作
に
お
い
て
理
論
的
な
側
面
と
、
そ
の
知
覚
的
な
側
面
が
分
離
さ
れ
、

理
論
的
な
側
面
（
あ
る
い
は
書
法
の
複
雑
さ
）
が
知
覚
的
な
側
面
を
追
い
越
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
現
代
音
楽
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
問
題
を
も
た
ら
し

て
い
る
と
す
る
。cf., N

attiez, op.cit.  24.　

重
要
な
の
は
そ
の
先
で
あ
る
。《
レ

ポ
ン
》
に
お
け
る
、
基
本
と
な
る
和
音
素
材
の
一
貫
し
た
運
用
は
、
作
品
の
大
局

的
な
知
覚
と
局
所
的
な
知
覚
の
双
方
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
ナ
テ
ィ
エ
は
指

摘
す
る
。cf., N

attiez, op.cit. 29 et al.　

結
果
と
し
て
《
レ
ポ
ン
》
は
、
き
わ

め
て
理
論
的
な
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
知
覚
の
多
層
性
を
う
ま
く
引
き
出
し
て
い

る
と
彼
は
結
論
づ
け
て
い
る
。cf., N

attiez, op.cit. 41.　

た
だ
し
、
も
と
よ
り

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
や
エ
ー
コ
に
反
し
て
「
記
号
論
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
科
学
で

は
な
い
」
と
主
張
し
て
き
た
音
楽
記
号
論
学
者
ナ
テ
ィ
エ
が
、
こ
こ
で
、
音
楽
に

お
け
る
理
論
と
知
覚
の
分
離
が
解
消
さ
れ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
が
生
ま

れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
《
レ
ポ
ン
》
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
作
品
の
な
か
で
も
っ
と
も

成
功
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
ナ
テ
ィ
エ
が
「
理
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
と
い
う
関
係
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
作
品
の
理
論
的

分
析
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
で
あ
る
と
言
え
る
。

(25)　

cf., G
erzso, op.cit. 77.

(26)　

cf., G
erzso, op.cit. 78.

(27)　

ibid.

(28)　

cf., G
erzso, op.cit. 80.

(29)　

G
erzso, op.cit. 76.


