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凡例 

 

・ 用語の省略については以下の通りである。 

ブレヴィス：B、ロンガ：L、ドゥプレクス・ロンガ：DL、セミブレヴィス：S、休符：

P、プリカ：p （例）ロンガ・プリカ：Lp、ブレヴィス休符：BP 

・ リガトゥーラは角括弧 []、テンプスは丸括弧 () およびアラビア数字、音の長さが不明な

音符は • 、継続は三点リーダ …で表すこととする。（例）[LBL (2:1:2)] [BL (1:2)]… BP (1) 

・ 文献・カタログ、写本の所蔵番号、ウェブサイトの省略については以下の通りである。 

 

(1)文献・カタログ 

CSIII: Edmond de Coussemaker, ed., Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina 

altera, vol. 3 (1st ed., Paris: Durand, 1864; reprint ed., Hildesheim: Olms, 1963). 

Herwagius 1563: Johannes Herwagius, Opera Bedae venerabilis presbyteri Anglosaxonis, 8 vols. (Basel: 

[s.n.], 1563).  

RISM: Répertoire international des sources musicales. 

RISM B/III/1: Joseph Smits van Waesberghe, ed., The Theory of Music from the Carolingian Era up to 

1400, Répertoire international des sources musicales, B, 3/1 (Munich: G. Henle Verlag, 1961). 

RISM B/III/2: Peter Fischer, ed., The Theory of Music from the Carolingian Era up to 1400. Volume 2: 

Italy, Répertoire international des sources musicales, B, 3/2 (Munich: G. Henle Verlag, 1968). 

RISM B/III/3: Michel Huglo and Christian Meyer, eds., The Theory of Music. Volume 3: Manuscripts 

from the Carolingian Era up to c. 1500 in the Federal Republic of Germany, Répertoire 

international des sources musicales, B, 3/3 (Munich: G. Henle Verlag, 1986). 

RISM B/III/4: Michel Huglo, Christian Meyer, and Nancy C. Phillips, eds., The Theory of Music. Volume 

4: Manuscripts from the Carolingian Era up to c. 1500 in Great Britain and in the United States 

of America: Descriptive Catalogue, Répertoire international des sources musicales, B, 3/4 

(Munich: G. Henle Verlag, 1992). 

RISM B/III/6: Christian Meyer, Giuliano Di Bacco, Pia Ernstbrunner, et al., eds., The Theory of 

Music. Volume 6: Manuscripts from the Carolingian Era up to c. 1500: 

Addenda, Corrigenda. Répertoire international des sources musicales, B, 3/6 (Munich: G. Henle 

Verlag, 2003). 
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RISM B/IV/1: Gilbert Reaney, ed., Manuscripts of Polyphonic Music (11th – Early 14th 

Century). Répertoire international des sources musicales, B, 4/1 (Munich: G. Henle Verlag, 1966). 

RISM B/IV/2: Gilbert Reaney, ed., Manuscripts of Polyphonic Music (c. 1320-1400), Répertoire 

international des sources musicales, B, 4/2 (Munich: G. Henle Verlag, 1970). 

 

(2) 写本の所蔵番号 

A-VOR 23: Vorau, Chorherrenstift, 23. 

A-WIL IX. 40: Wilhering, Stiftsbibliothek, IX. 40. 

A-Wn Cod. 5003: Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, Cod. 5003. 

B-Bc 56286: Brussels, Library Conservatoire royal de Bruxelles, Bibliothèque – Koninklijk 

Conservatorium Brussel, Bibliotheek, 56286 (olim FA54.525). 

B-BRs 528: Bruges, Stadsbibliotheek, 528. 

CH-Bu F.X.37: Basel, Universitätsbibliothek, Musiksammlung, F.X.37. 

CH-SGS 383: Saint Gall, Stiftsbibliothek, 383.  

D-BAs Lit. 115: Bamberg, Staatsbibliothek, Lit 115 (olim Ed. IV.6). 

D-DS 2663: Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulninliothek, 2663. 

D-DS 2777: Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulninliothek, 2777.  

D-DS 3471: Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulninliothek, 3471.  

D-GOl CA. 2° 169: Gotha, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, CA. 2° 169 (olim Folio 

169). 

D-GOl CA. 8° 94: Gotha, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, CA. 8° 94. 

D-HEu 2588: Heidelberg, Universitätsbibliothek, 2588. 

D-KA St. Peter perg. 29a: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek St. Peter perg. 29a. 

D-Mbs Clm. 5539: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 5539. 

D-Mbs Clm. 14523: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 14523. 

D-Mbs Clm. 16444: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 16444. 

D-Mbs Mus. ms. 4775: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. ms. 4775 (olim Cod. gall. 42). 

D-TRp 44: Trier, Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars, 44. 

D-W Cod. Guelf. 1099 Helmst: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1099 Helmst. 

D-W Cod. Guelf. 628 Helmst: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 628 Helmst. 



 iii 

E-BUlh s/n: Burgos, Monasterio de Las Huelgas, s/n. 

E-E T. I. 12: El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, T. I. 12. 

E-Mn 192: Madrid, Biblioteca Nacional, 192. 

E-Mn 20486: Madrid, Biblioteca Nacional, 20486. 

E-TO Cód. 97: Tortosa, Biblioteca de la Catedral, Cód. 97.  

F-BSM 119 (148) V: Boulogne-sur-mer, Bibliothèque municipale, 119 (148) V. 

F-CA A 410: Cambrai, Le Labo, A 410. 

F-CA B 1328: Cambrai, Le Labo, B 1328. 

F-CV 78: Charleville-Mézières, Médiathèque Voyelles, 78. 

F-Lm 397 (316): Lille, Bibliothèque Municipale, 397 (316).  

F-MOf H 196: Montpellier, Faculé de médicine, H 196. 

F-Pa 135: Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 135.  

F-Pa 3517: Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3517. 

F-Pm 307: Paris, Bibliothèque Mazarine, 307.   

F-Pn fr. 146: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 146.  

F-Pn fr. 844: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 844. 

F-Pn fr. 846: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 846.  

F-Pn fr. 12615: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 12615. 

F-Pn fr. 25532: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 25532. 

F-Pn fr. 25566: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 25566.  

F-Pn lat. 6286: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 6286. 

F-Pn lat. 6755.1: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 6755.1. 

F-Pn lat. 6755.2: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 6755.2. 

F-Pn lat. 6755.3: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 6755.3. 

F-Pn lat. 11266: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 11266.  

F-Pn lat. 11267: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 11267. 

F-Pn lat. 11411: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 11411.  

F-Pn lat. 14741: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 14741. 

F-Pn lat. 15128: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 15128. 

F-Pn lat. 15129: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 15129. 



 iv 

F-Pn lat. 15139: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 15129 

F-Pn lat. 16663: Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds latin 16663. 

F-Pn n. a. f. 13521: Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, nouvelles 

acquisitions françaises 13521. 

F-Pn n. a. f. 24541: Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, nouvelles 

acquisitions françaises 24541.  

F-SDI 42: Saint-Dié-des-Vosges, Bibliothèque municipale, 42. 

F-Sm 222 C22: Strasbourg, Bibliothèque municipal, C22. 

GB-A 2379/1; Aberdeen, The University Library, 2379/1. 

GB-CA Add. 128/2: Canterbury, The Archives and Library of Canterbury Cathedral, Add. 128/2. 

GB-Ccc 410 I: Cambridge, Corpus Christi College, 410 I.  

GB-Cgc 334/727: Cambridge, Gonville and Caius College, 334/727. 

GB-Cgc 512/543: Cambridge, Gonville and Caius College, 512/543. 

GB-Cgc 803/807: Cambridge, Gonville and Caius College, 803/807. 

GB-Cgc 820/810: Cambridge, Gonville and Caius College, 820/810. 

GB-Cjec QB1: Cambridge, Jesus College, QB 1.  

GB-Cjec QB5: Cambridge, Jesus College, QB 5.  

GB-Cpc 228: Cambridge, Pembroke College, 228.  

GB-Ctc O.2.1: Cambridge, Trinity College, O.2.1.  

GB-Cu Ff. ii. 29: Cambridge, University Library, Ff. ii. 29. 

GB-DOdhc PE/NBY/MI 1: Dorchester, Dorset History Centre, PE/NBY/MI 1. 

GB-DRu Bamburgh Collection, Sel. 13: Durham, Cathedral Library, Bamburgh Collection, Sel. 13.  

GB-Lbl Add. 4909: London, British Library, Additional 4909. 

GB-Lbl Add. 27630: London, British Library, Additional 27630. 

GB-Lbl Add. 28550: London, British Library, Additional 28550.  

GB-Lbl Add. 30091: London, British Library, Additional 30091.  

GB-Lbl Add. 56486: London, British Library, Additional 56486. 

GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX: B: London, British Library, Cotton Tiberius B. IX. 

GB-Lbl Egerton 274: London, British Library, Egerton 274.  

GB-Lbl Egerton 2615: London, British Library, Egerton 2615. 
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GB-Lbl Harley 281: London, British Library, Harley 281. 

GB-Lbl Harley 5393: London, British Library, Harley 5394.   

GB-Lbl Harley 5958: London, British Library, Harley 5958.   

GB-Lbl Royal 12 C VI: London, British Library, Royal 12 C VI. 

GB-Llp 457: London, Lambeth Palace Library, 457. 

GB-Llp 752: London, Lambeth Palace Library, 752. 

GB-Lwa W.A.M. 12185: London, Westminster Abbey, W.A.M. 12185. 

GB-Lwa W.A.M. 33327: London, Westminster Abbey, W.A.M. 33327.  

GB-Ob Arch. Selden B. 14: Oxford, Bodleian Library, Arch. Selden B. 14. 
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 1 

序論  
 

I. 研究の背景と目的  

 

 13 世紀はヨーロッパの音楽文化が大きな変化を迎えた時期である。一つは計量音楽  

musica mensurabilis の隆盛である。計量音楽とは音価やテンプス tempus（拍）でリズムを

計量することのできる音楽のことで、特に初期の計量音楽は教会で演奏されるポリフォ

ニー音楽を指した1。一方、それ以前に成立したグレゴリオ聖歌（単旋律聖歌）や純粋オル

ガヌム等の初期のポリフォニー音楽は、具体的な拍を持たずフリーリズムで演奏されたと

考えられている。計量音楽の理論、すなわち計量音楽論は 13 世紀半ばに登場するが、第 4

無名者（1280 年頃活躍）によれば、計量音楽の演奏はすでに 12 世紀後半にはパリのノー

トル・ダム大聖堂を中心に行われており、代表的な音楽家としてオルガヌムを作曲したレ

オニヌス  Leoninus（12 世紀前半活躍）やディスカントゥス 2を作曲したペロティヌス 

Perotinus（12 世紀末〜13 世紀前半活躍）が挙げられる。そして、このようなノートル・ダ

ムの計量音楽が栄えた 1160〜1330 年頃は、アルス・アンティクァ ars antiqua（旧技芸）と

呼ばれるが、これは 1330 年頃にヤコブス・デ・イスパニア Jacobus de Ispania3が『音楽の

鏡 Speculum musicae』の中で、当代の新しい音楽技芸（アルス・ノヴァ ars nova）は古い

音楽技芸に劣っている、と批判したことに由来する4。  

 アルス・アンティクァの計量音楽の最大の特徴は、モドゥス modus（あるいはリズム・

                                                        
1 計量音楽の三大レパートリーとしてはオルガヌム  organum、コンドゥクトゥス conductus、
モテット motellus/motetus が挙げられ、これらはパリのノートル・ダム大聖堂を中心にヨー

ロッパ各地で演奏されたことから、ノートル・ダム・ポリフォニーとも呼ばれる。この時代

のオルガヌムは、テノル（最下声部）でグレゴリオ聖歌の旋律と歌詞がドローンのように長

く引き伸ばされ、それに合わせて上声部がメリスマ唱法（1 音節に対して複数の音を歌う方

法）でリズムを伴って細かく動く、というものであった。モテットはオルガヌムから派生し

たレパートリーで、テノルではオルガヌム同様、グレゴリオ聖歌の旋律と歌詞が引き伸ばさ

れた。一方、その上声部では、オルガヌムのメリスマ唱法部分に新作のラテン語詩あるいは

古フランス語詩が付けられ、またそれらはシラブル唱法（1 音節につき 1 音を歌う方法）で演

奏された。そしてコンドゥクトゥス（行列歌）は全体が新作のラテン語詩あるいは稀に古フ

ランス語詩から成るが、そのテノルと上声部はほぼ同時にリズムを伴って動き、シラブル唱

法とメリスマ唱法両方が用いられた。  
2 ディスカントゥスとは、教会多声音楽の中でも、リズムを伴った声部を示す。例えば、オル

ガヌムでは、テノルに対して、上声部がリズムを伴って進行するが、この場合、上声部が

ディスカントゥスと呼ばれる。  
3 あるいはジャック・ド・リエージュ Jacques de Liège。 
4 Roger Bragard, ed., Jacobi Leodiensis Speculum musicae, 7 vols,. Corpus scriptorum de musica 
3, 1–7 ([S.l.]: American Institute of Musicology, 1961–1973), 4:1–98. 
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モード）というリズム・パターンを用いている点である。モドゥスは、基本的に 2 つの音

価、すなわちロンガ（以下 L）とブレヴィス（以下 B）から成るが、これはおそらくラテ

ン語の詩の韻律に由来する。  

 

表 1 アルス・アンティクァの計量音楽に関する記譜法  

記譜法の種類  

前計量記譜法  

（例）角符ネウマ、アキテーヌ式

ネウマ等  

…単独音符の音価の書き分けがな

されていない  

モーダル記譜法  

（12 世紀末〜13 世紀末）  

…角符ネウマによる記譜の中でも、リガトゥーラ

の組み合わせでモドゥスを表したもの  

計量記譜法  

…単独音符の音価（単独 L や単独

B 等）の書き分けがなされている  

前フランコ式記譜法（1270 年頃〜13 世紀末）  

…リガトゥーラの音価の書き分けは厳密になさ

れておらず、同じ形のリガトゥーラでも、モドゥ

スの種類によって音価の読み方が変わる  

後フランコ式記譜法（1280 年〜14 世紀） 

…フランコの理論の影響を受けた記譜法。リガ

トゥーラの音価を厳密に書き分け、モドゥスの種

類よってリガトゥーラの音価が変わることはな

い。 

 

 また、それを表す記譜法には主に、「モーダル記譜法」（12 世紀末〜13 世紀末）、「前フラ

ンコ式記譜法」（1270 年頃〜13 世紀末）、「後フランコ式記譜法」（1280 年〜14 世紀）の 3

種類がある（表 1）。モーダル記譜法は、「前計量記譜法」あるいは「角符ネウマ」の一種

と考えられ、個々の単独音符やリガトゥーラ ligatura/ligata は特定の音価を表すことはない

が、リガトゥーラの組み合わせで、モドゥスを表しているものを指す。一方で、前フラン

コ式記譜法と後フランコ式記譜法は「計量記譜法」に分類されるが、前計量記譜法やモー

ダル記譜法とは異なり、計量記譜法は単独音符（特に単独 L と単独 B）の音価を書き分け

ているものを意味する。ただしリガトゥーラに注目すると、前フランコ式記譜法の場合、
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必ずしも音価の書き分けが厳密になされているわけではなく、同じ形のリガトゥーラでも、

モドゥスの種類によって音価の読み方が変わってくる。これに対して、ケルンのフランコ  

Franco de Colonia『計量音楽技法 Ars cantus mensurabilis』（1280 年頃）は、リガトゥーラの

音価がモドゥスの種類にされない記譜法を考案したが、後フランコ式記譜法はそのような

フランコの理論を取り入れた記譜法のことである。 

 3 つの記譜法の違いを詳しく見たい。表 2 にあるように、単独音符の場合、角符ネウマ

では音価の書き分けはなされず、ヴィルガ virga  のみで（あるいは稀にプンクトゥム  

punctum  のみ）で書かれることがほとんどで、リズムの解釈はほぼ不可能である。他方、

計量記譜法の場合、前フランコ式・後フランコ式記譜法ともに、L は 、B は と区別さ

れている。ただし表 3 ように、角符ネウマであっても、リガトゥーラ内の音数の組み合わ

せ（例えば、第 1 モドゥスは 3＋2＋2 音）によってモドゥスを表すことができ、これはと

りわけモーダル記譜法と呼ばれる。そして、前フランコ式記譜法によるリガトゥーラによ

るモドゥスはほぼモーダル記譜法と一致する。さらに、モーダル記譜法と前フランコ式記

譜法において、例えば  という 3 音リガトゥーラは、第 1 モドゥスでは[LBL]、第 3・4

モドゥスでは[BBL]、第 5 モドゥスでは[LLL]、第 6 モドゥスでは[BBB]と様々に解釈され

るのに対し、後フランコ式記譜法では  は常に第 3・4 モドゥスで用いられる[BBL]にし

かならず、第 1 モドゥスの LBL を表すためには   という音符を用いなければならない。

つまり、フランコは、リガトゥーラの形でリズム・音価を一目で理解できるように、その

記譜と規則を改良したのである。  
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表 2 単独音符によるモドゥス    

 

 

表 3 リガトゥーラによるモドゥス  

 

 
 

 フランコのリガトゥーラは、モドゥスの文脈で音価が左右されることがなくまたモドゥ

ス以外のリズムの配列を表すこともできたため、結果、モドゥスそのものの衰退を引き起

モドゥス 角符ネウマ
計量記譜法

前フランコ式 後フランコ式

1

2

3

4

5

6

L B  L B

L  B  B

B  B  L

L  L  L

B  B  B

・

*2

*1

*1 後フランコ式理論・記譜法では第1モドゥスに組み込まれる
*2 後フランコ式理論・記譜法では第5モドゥスに組み込まれる

L B  L B

B L  B L B L  B L

L  B  B

B  B  L

L  L  L

B  B  B

モドゥス
角符ネウマ
（モーダル
記譜法）

計量記譜法

前フランコ式 後フランコ式

1

2

3

4

5

6

BL  BL  BL

L   BBL  BBL

BBL   BBL

BBBB  BBB  BBB

LLL   LLL

BL  BL  BL

LBBL   BBL

BBL    BBL

*3

LBL  BL  BL LBL  BL BL

BBBBBB…

*3 後フランコ式理論・記譜法では第5モドゥスに組み込まれる

モドゥス 角符ネウマ
計量記譜法

前フランコ式 後フランコ式

1

2

3

4

5

6

L B  L B

L  B  B

B  B  L

L  L  L

B  B  B

・

*2

*1

*1 後フランコ式理論・記譜法では第1モドゥスに組み込まれる
*2 後フランコ式理論・記譜法では第5モドゥスに組み込まれる

L B  L B

B L  B L B L  B L

L  B  B

B  B  L

L  L  L

B  B  B

モドゥス
角符ネウマ
（モーダル
記譜法）

計量記譜法

前フランコ式 後フランコ式

1

2

3

4

5

6

BL  BL  BL

L   BBL  BBL

BBL   BBL

BBBB  BBB  BBB

LLL   LLL

BL  BL  BL

LBBL   BBL

BBL    BBL

*3

LBL  BL  BL LBL  BL BL

BBBBBB…

*3 後フランコ式理論・記譜法では第5モドゥスに組み込まれる

モドゥス 角符ネウマ
計量記譜法

前フランコ式 後フランコ式

1

2

3

4

5

6

L B  L B

L  B  B

B  B  L

L  L  L

B  B  B

・

*2

*1

*1 後フランコ式理論・記譜法では第1モドゥスに組み込まれる
*2 後フランコ式理論・記譜法では第5モドゥスに組み込まれる

L B  L B

B L  B L B L  B L

L  B  B

B  B  L

L  L  L

B  B  B

モドゥス
角符ネウマ
（モーダル
記譜法）

計量記譜法

前フランコ式 後フランコ式

1

2

3

4

5

6

BL  BL  BL

L   BBL  BBL

BBL   BBL

BBBB  BBB  BBB

LLL   LLL

BL  BL  BL

LBBL   BBL

BBL    BBL

*3

LBL  BL  BL LBL  BL BL

BBBBBB…

*3 後フランコ式理論・記譜法では第5モドゥスに組み込まれる
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こしたと考えられる。ただし、フランコは、これらのリガトゥーラが、自身が再編成した

5 つのモドゥスの中で機能することを想定しているため、ある意味、この脱モドゥスの動

きはフランコ本人の意図とは逆の結果を招いたとも言える5。 

 いずれにせよ、フランコによるリガトゥーラの規則と記譜の改良は、音楽創作そのもの

のあり方を変えた、あるいはその一要因となったと言える。このことから確かなのは、ア

ルス・アンティクァの計量音楽において、リガトゥーラは単なる記譜のための記号ではな

く、音楽の作法や様式、レパートリーのあり方の根幹に関わる概念であった。ゆえに、リ

ガトゥーラは当時の音楽のあり方を映す鏡であると言っても過言ではない。従って、本論

文では、アルス・アンティクァにおいて音楽理論家がどのようなリガトゥーラの規則や記

譜を論じ、またそれらはどのような場面で用いられることが想定されていたのかを（例え

ば、どのようなモドゥスの進行で、あるいはどのようなレパートリーの中で演奏され得た

のかを）検討し、リガトゥーラを通して、当時の音楽の諸相を探究することを目的とする。  

 さらに、本論文では、理論書の中で論じられているこれらの規則や記譜が、現存のアル

ス・アンティクァの楽曲（特に計量音楽のレパートリー）を収めた楽譜写本の記譜におい

てどの程度用いられているかを解明する。とりわけ、前フランコ式理論（1270 年〜1280 年

頃）には、「3 音リガトゥーラへの還元 reductio ad tres ligatas」、3 音以上のセミブレヴィス

（以下 S）を置くことのできる逆プロプリエタス  opposita proprietas など、フランコあるい

は後フランコ理論では見られなくなったリガトゥーラの規則があるが、これらの規則にお

いてリガトゥーラがどのような音価で演奏されたのかについてはいまだ解明が進んでおら

ず、またどのような目的や機能が想定されていたのかも不明である。従って、本論文では

前フランコ式理論と後フランコ式理論とでリガトゥーラに対する考え方がどのように異

なっていたか（あるいは共通していたか）に注目し、アルス・アンティクァの時代におけ

る多様なリガトゥーラのあり方を探っていく。  

  

                                                        
5 Anna Busse Maria Berger, “The Evolution of Rhythmic Notation,” in The Cambridge History of 
Western Music Theory, edited by Thomas Christensen, The Cambridge History of Music (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002): 629. 
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II. 研究の対象と方法  

 

 本論文の研究方法としては、アルス・アンティクァの計量音楽論を収めた理論書と計量

音楽の諸レパートリーを収めた楽譜写本の分析が挙げられる。表 4 にある通り、対象とな

る理論書は、前フランコ式理論あるいは後フランコ式理論に基づく諸著作だが、トレチェ

ント（またはイタリアのアルス・ノヴァ）の理論を論じたマルケット・ダ・パドヴァ 

Marchetto da Padova『ポメリウム Pomerium』（1320 年頃）やアルス・ノヴァの理論を展開

したヨハネス・デ・ムリス Johannes de Muris の諸理論書（1320〜1350 年頃）も、アルス・

アンティクァの計量音楽論・記譜法に触れており、アルス・アンティクァとアルス・ノヴァ

との境界線はしばしば曖昧である。そこで本論文では便宜上、アルス・ノヴァの要素を含

まない、すなわちミニマや赤符、計量記号、完全・不完全分割（あるいは 3 分割と 2 分割

の対概念）を一切含まないものをアルス・アンティクァの計量音楽論として扱うこととす

る。 

 

表 4 アルス・アンティクァの計量音楽論を収めた理論書一覧6 

前フランコ式理論 

無名者『ディスカントゥスの通常の配置 Discantus 

positio vulgaris』（13 世紀半ば） 

F-Pn lat. 16663: 64v–66v 

ヨハネス・デ・ガルランディア  Johannes de Garlandia

『計量音楽論 De musica mensurabili』（1260 年頃） 

I-Rvat lat. 5325: 12v–30v; B-BRs 528: 

54v–59v; F-Pn lat. 16663: 66v–76v 

第 7 無名者 Anonymous VII『音楽の書 De musica 

libellus』（1270 年頃）7 

F-Pn lat. 6286: 13r–14v 

無名者『ブリュージュ・オルガヌム論文 The Bruges 

Organum Treatise』（1270 年頃） 

B-BRs 528: 55v, 56v, 58r–v 

カールスルーエの無名者 The Karlsruhe Anonymous

『ディスカントゥスの規則  Regulae super discantum』

D-KA St. Peter perg. 29a: 7v–8r 

                                                        
6 以下、写本の所蔵機関の略記は Online Directory of RISM Library Sigla（consulted 12 December 
2020, http://www.rism.info/sigla/）に従う。  
7 第 7 無名者、第 4 無名者の名称は Edmond de Coussemaker による。Edmond de 
Coussemaker, ed., Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera, 4 vols. (Paris: 
A. Durand, 1864–1879; reprint, Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1963), 1:XX–XII. 
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（1270 年頃） 

アメルス Amerus『音楽技芸の実践 Practica artis 

musicae』（1271 年 8 月） 

D-BAs Lit. 115: 65r–79r; D-TRp 44: 

318r–336r 

ランベルトゥス Lambertus『無題』（1270 年代） F-Pn lat. 11266: 1r–35r; I-Sc L. V. 30: 

14r–32r; D-GOl CA. 8° 94: 87r–97v; 

Herwagius 1563, 1: cols. 404–434 

ザンクト＝エメラムの無名者 The St Emmeram 

Anonymous『無題』（1279 年 11 月 23 日） 

D-Mbs Clm. 14523: 134r–159v 

第 4 無名者 Anonymous IV『無題』（1280 年頃） GB-LBl Royal 12 C VI: 59r–80v; GB-

LBl Cotton Tiberius B. IX: 215r–224r; 

GB-LBl Add. 4909: 56v–93r 

フランコ・後フランコ式理論 

ケルンのフランコ Franco de Colonia『計量音楽技法』

（1280 年頃）   

F-Pn lat. 11267: 1r–7v; F-Pn 

lat. 16663: 76v–83v; I-Ma D 5 inf.: 

110v–118v; GB-Ob Bodl. 842: 49r–

59v; F-SDI 42: 43v–53v; I-TRE: 3r–8v 

(pp. 3–14) 

ペトルス・ピカルドゥス Petrus Picardus『簡潔にまとめ

たモテットの技芸 Ars motettorum compilata 

breviter』（1290 年頃？、以下『モテットの技芸』） 

 

F-Pn lat. 16663: 83r–84v; S-Uu C 

453: 172r–173v; I-Nn Cod. XVI A 15: 

1v–3r.  

 

 

無名者（ペトルス・デ・クルーチェ Petrus de Cruce？）

『フランコ氏による計量音楽技法 Ars musicae 

mensurabilis secundum Franconem』（1290 年頃？）  

F-Pn lat. 15129: 3r–5r (1r–3r); S-Uu C 

55: 22r–v 

 

無名者『現代人は簡潔さを賛美し Gaudent brevitate 

moderni』（1290 年頃？） 

F-Pn lat. 15128: 122v–124r; D-Mbs 

Clm. 5539: 24r–27r; A-Wn Cod. 5003: 

200r–202v; I-Nn Cod. XVI A 15: 1r–

1v; I-Nn Cod. XVI A 15: 4v–5r 
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I-Vnm Lat. Cl. VIII 1 (3044): 119v–

120v; I-Sc L. V. 36: 17r–19r; F-SDI 42: 

34r–36v; F-SDI 42: 54r–58v; I-FZc 

117: 23r(24r)–24r(25r); I-PAVu Aldini 

361: 67v–70r; I-Fl Plut. 29.48: 110v–

113r; I-Rvat lat. 5320: 80r–83v; I-Ma I 

20 inf.: 25v–27r; I-BGc MIA 266 (∆ IV 

30): 256v–258r; I-BGc MAB 21 (∑ IV 

37): 48v–51r 

ヒエロニムス・デ・モラヴィア Hieronymus de Moravia

『音楽論 Tractatus de musica』（1300 年頃） 

 

F-Pn lat. 16663: 1r–94r 

 

ヨハネス・デ・グロケイオ Johannes de Grocheio『無題』

（1300 年頃） 

D-DS 2663: 56r–69r; GB-Lbl Harley 

281: 39r–52r 

 

ワルター・オディントン Walter Odington『音楽

思弁論 De speculatione musicae』（1300 年頃）  

GB-Ccc 410 I: 1r–36r; GB-Lbl 

Add. 4909: 105r–106r; GB-Lbl 

Add. 56486: 1r–2v 

無名者『モテット、ホケット、オルガヌムおよびディスカ

ントゥスの技法 Ars motetorum hoquetorum 

organorum et discantus』（1300〜1320 年頃？） 

US-PHf Lewis E 39 Bible: 1r–3v 

ガッロの第 1 無名者 Gallo’s Anonymous I『無題』 

（14 世紀前半）8 

I-Vnm Lat. Cl. VIII 82 (3047): 75r–

76r 

ガッロの第 2 無名者 Gallo’s Anonymous II『無題』

（14 世紀前半） 

I-PAVu Aldini 361: 58r–58v, 67v 

後フランコ式（ただし前フランコ式理論の影響が大きい）  

アメルス『音楽技芸の実践』への無名者『補遺 The 

Appendix』（1280 年頃、以下『補遺』）  

D-BAs Lit. 115: 79r–80r; D-TRp 44: 

336r–337r 

                                                        
8 ガッロの第 1 無名者、ガッロの第 2 無名者の名称は、次の論文に由来する。Franco Alberto 
Gallo, “Due trattatelli sulla notazione del primo trecento,” in Quadrivium, vol. 12 (1971): 119–130. 
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 楽譜写本の分析では、表 5 にある資料を対象とし、その楽譜のリガトゥーラの記譜が理

論書の言説とどの程度一致しあるいは異なるか、またレパートリーによってどのような記

譜の特徴が見られるかを考察する。  

 

表 5 アルス・アンティクァの楽譜写本一覧  

モーダル記譜法（41 冊） 

CH-Bu F.X.37; CH-SGS 383; D-BAs Lit. 115; D-KA St. Peter Perg. 29a; D-Mbs Clm. 16444; D-

Mbs Mus.ms. 4775; D-W Cod. Guelf. 628 Helmst; D-W Cod. Guelf. 1099 Helmst; E-E T. I. 12; 

E-Mn 192; E-Mn  6528; E-Mn  20486; F-Pa  3517; F-Pn  fr. 12615; F-Pn  fr. 25532; F-Pn  

lat. 11411; F-Pn  lat. 15139; GB-A  2379/1; GB-Cgc  803/807; GB-Cgc  820/810; GB-Cjec  

QB1; GB-Cu Ff. ii. 29; GB-DOdhc  PE/NBY/MI 1; GB-Lbl Add. 27630; GB-Lbl Egerton 274; 

GB-Lbl Egerton 2615; GB-Lbl Harley 5393; GB-Llp 457; GB-Llp 752; GB-Ob Bodl. 257; 

GB-Ob [pr. bk.] Auct. VI. Q. 3.17; GB-Ob [pr. bk.] Wood 591; GB-Occ 489; GB-Owc  213*;  

I-Ac  695; I-BAas Fondo S. Nicola, 85 

前フランコ式記譜法（19 冊） 

A-WIL IX. 40; D-BAs Lit. 115; D-DS 2777; D-GOl CA. 2° 169; D-HEu 2588; F-CA A 410; F-

CA B 1328; F-CV 78; F-Lm 397 (316); F-MOf H 196（ファシクル 2〜6）; F-Pa 135; F-Pm 

307; F-Pn fr. 846; F-Pn n. a. f. 13521; GB-Ctc O.2.1; GB-DRu Bamburgh Collection, Sel. 13; 

GB-Lbl Add. 30091; GB-Lbl Harley 5958; I-Rss IXV L3 

後フランコ式記譜法（25 冊） 

A-VOR 23; D-DS 3471; E-BUlh s/n; F-MOf H 196（ファシクル 1・7・8）; F-Pn fr. 25566; F-

Pn lat. 11266; F-Pn lat. 11411; F-Pn lat. 15129; F-Pn n. a. f. 24541; GB-CA Add. 128/2; GB-

Cgc 334/727; GB-Cgc 512/543; GB-Cgc 820/810; GB-Cpc 228; GB-Lbl Add. 28550; GB-Lwa 

W.A.M. 12185; GB-Lwa W.A.M. 33327; GB-Ob Arch. Selden B. 14; GB-Ob Bodl. 652 

GB-Ob e Mus. 7; GB-Ob Hatton 81; GB-Onc 362; I-Tr Vari 42; I-Fl Plut. 29.1; US-PHf Lewis 

E 39 Bible 

 

 リガトゥーラはその理論や記譜法の特性を見分ける格好の指標で、例えばプロプリエタ

ス無しのリガトゥーラの記譜はモーダル記譜法には見られず、また前フランコ式と後フラ
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ンコ式でその音価の解釈が異なる。さらに S を伴う逆プロプリエタス有りのリガトゥーラ

は、通常計量記譜法で用いられるが、ごく稀にモーダル記譜法で見られることもあれば、

逆に前フランコ式理論・記譜法であっても使われず、代わりにプロプリエタス有り  cum 

proprietate で書かれることもあり、理論家や記譜者の「書き癖」に左右される。このよう

に、アルス・アンティクァの資料に登場するリガトゥーラの記譜は非常に多様で、100 種

類を超えるが、それゆえに理論家や記譜者によってその書き方も異なる。従って、本論文

第 3・4・5 章では、理論書と楽譜写本における種々のリガトゥーラの記譜を整理し、それ

らの音価の解釈を試みる。  

 

 

III. 研究の特色、新規性、独創性  

 

 本研究の特色は、一次資料の徹底的な読み直しにある。上記の理論書や楽譜写本は校訂

版で読むことができ、代表的なものに Erich Reimer のガルランディア『計量音楽論』批判

校訂版（1972）9、Gilbert Reaney と André Gilles のフランコ『計量音楽技法』の校訂版（1974）

10、Hans Tischler の F-MOf H 196 写本の校訂・現代譜（1978）11がある。しかし、これらは

出版されてから 40 年以上が経過しており見直す必要がある。さらには、校訂者が写本の筆

写者が誤ったとする表記や記譜を注釈などに載せずに意図的に修正している例もある。ま

た、Fritz Reckow の論文（1967）12をはじめとする多くの重要な先行研究が、Edmond de 

Coussemaker 編の『中世音楽理論書集 Scriptorum de musica medii aevi』（1864〜1876）13の

テクストに多くを負っているが、今日、この校訂版には多くの恣意的かつ不適当な解釈が

含まれていることが指摘されているため、今一度、一次資料に立ち戻った研究がなされる

べきである。  

 そして、本研究の新規性は、一次資料の「誤記」とされてきた語や音符にこそ注目し、

                                                        
9 Erich Reimer, Johannes de Garlandia: De mensurabili musica: kritische Edition mit Kommentar 
und Interpretation der Notationslehre, 2 vols., Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 10–11 
(Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1972). 
10 Gilbert Reaney and André Gilles, eds., Franconis de Colonia Ars cantus mensurabilis, Corpus 
scriptorum de musica 18 ([S.l.]: American Institute of Musicology, 1974). 
11 Hans Tischler, ed., The Montpellier Codex, Recent Researches in the Music of the Middle Ages and 
Early Renaissance 2–8 (Madison: A-R Editions, 1978). 
12 Fritz Reckow, “Proprietas und Perfectio. Zur Geschichte des Rhythmus, seiner Aufzeichnung und 
Terminologie im 13. Jahrhundert,” in Acta Musicologica. Vol. 39, nos. 3–4 (1967): 115–143. 
13 Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera. 
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その筆写者がどのような音楽の慣習に則ってそのような表記をしたのかを検討し、そこか

ら、筆写者の当該の理論書や楽曲の記譜への疑念や意見の相違を読み取る点にある。ゆえ

に本研究において筆写者は、音楽理論家や作曲家、演奏家と同じぐらい重要な音楽文化の

担い手である。中世ヨーロッパにおいて、写本は主に修道院でスクライブ scribe と言われ

るプロの筆写者によって写されたが、13 世紀以降は写本の製作が急増し、筆写者も修道士

とは限らず、大学の学生や宮廷あるいは民間のスクライブによって書かれることもあった。

いずれにせよ、音楽理論書あるいは楽譜写本の筆写者がどのような人物でどの程度音楽に

精通していたかは大抵不明である。ただし、ネウマ譜や単独音符の記譜は、音符の種類に

限りがあるからか、通常写本ごとにあまり大きな違いはなく、音楽の初心者でもある程度

底本に忠実に写すことは可能であったろう。一方で、リガトゥーラの記譜に関しては、同

一の著書や楽曲でも写本ごとに大きな異同が見られることが多い。これはおそらく、計量

記譜法におけるリガトゥーラは上述のように 100 種類を優に超え、かつその解釈も様々で、

筆写者に計量音楽論と計量記譜法への深い知識が求められたためであろう。  

 例えば、フランコ『計量音楽技法』は 6 つの写本で現存するが、その中でも理論書が成

立した直後に筆写されたと考えられている F-Pn lat. 11267 を見ると、単独音符の記譜に関

してはおおむね不可解な点は見られないが、一方で写本全体においてリガトゥーラは図 1

のように、個々の音符が分離した状態で書かれており、きわめて奇妙な記譜になっている

14。特に上行リガトゥーラの説明に付された譜例は、図 1 の右のように下行になっており、

これは致命的な誤記である。また、この写本は、しばしばフランコの唱えるリガトゥーラ

でなく、モーダル記譜法や前フランコ式理論に見られる角符ネウマ由来のリガトゥーラを

用いている。もし、フランコ本人が原本に譜例を示していれば、このような初歩的な誤記

は起きなかったはずである。ゆえに、F-Pn lat. 11267 の筆写者は自らの手で譜例を一から

書き足した可能性が高い。たとえこの筆写者が何らかの譜例を参考にしていたとしても、

このような誤記やフランコの意図にそぐわない記譜を訂正できるほどの音楽知識を持ち合

わせていなかったことには変わりない。  

 

        

                                                        
14 Kaho Inoue, “Franco of Cologne, Ars cantus mensurabilis: Ligature, Notation and Mode,” in Ars 
Antiqua: Music and Culture in Europe c. 1150-1330, edited by Gregorio Bevilacqua, Solomon Guhl-
Miller and Thomas Payne, Specvlvm Mvsicae 40, (Turnhout: Brepols, 2020): 97–112. 
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図 1 F-Pn lat. 11267 のフランコ『計量音楽技法』における下行リガトゥーラ（左、3r）

と上行リガトゥーラ（右、3v）の例  

  
 

 ただし、見方を変えれば、この筆写者にとってリガトゥーラは難解で、特にフランコの

唱えるリガトゥーラの規則は理解しがたいものであった。そして、その筆写者には従来の

リガトゥーラの記譜の方が見慣れたものであった。換言すれば、ここでリガトゥーラの記

譜は、筆写者の計量音楽への知識や習慣をありありと映す鏡となっている。  

 同様のことは他の理論書や楽譜写本でも見られ、これについては本論文第 3・4・5 章で

詳述する。このように、本研究の独創的な点は、とりわけリガトゥーラを通して、計量音

楽論と記譜法の受容の実態を読み解くことにある。 

 

 

IV 先行研究  

 

 リガトゥーラに関する重要な研究としては上述の Reckow の論文（1967）がある15。この

論文では、前フランコ式理論とフランコ『計量音楽技法』のリガトゥーラの用法に焦点を

当てて、比較している。また、Luther A. Dittmer（1955）や Anderson A. Gordon（1978）、Mary 

E. Wolinski（1988）は、アルス・アンティクァの楽譜写本（特に F-MOf H 196、D-BAs Lit. 115、

E-BUlh s/n）におけるリガトゥーラの用法を、同時代の音楽理論書の記譜と規則と比較して

いる16。しかし、リガトゥーラに関する包括的な研究はこれらを除いてはほとんどなく、特

に後フランコ式理論・記譜法におけるリガトゥーラの研究はほとんど進んでいない。これ

はおそらく、モーダル記譜法や前フランコ式理論におけるリガトゥーラの規則が複雑でそ

                                                        
15 Reckow, “Proprietas und Perfectio”: 115–143. 
16 Luther Albert Dittmer, “The Ligatures of the Montpellier Manuscript,” in Musica Disciplina, vol. 9 
(1955): 37–55; Gordon Athol Anderson, “The Notation of the Bamberg and Las Huelgas Manuscripts,” 
in Musica Disciplina, vol. 32 (1978): 19–67; Mary Elizabeth Wolinski, “The Montpellier Codex: Its 
Compilation, Notation, and Implications for the Chronology of the Thirteenth-Century Motet,” PhD 
Dissertation, Brandeis University (1988). 

Kaho Inoue
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の理論書の読解が急がれているのに対し、後フランコ式理論・記譜法は基本的にフランコ

『計量音楽技法』におけるリガトゥーラの規則をそのまま取り入れており、ゆえにその規

則や記譜の解釈はそこまで難しくなく、あまり探究の好奇心をくすぐるものではなかった

ためであろう。実際、現在までのところ、後フランコ式理論・記譜法に関する網羅的研究

は、Heinz Ristory の著書（1988）を除いてほとんどない17。さらに、アルス・アンティクァ

の音楽資料全体におけるリガトゥーラの規則と記譜を比較した研究はいまだない。従って、

本研究の意義は、アルス・アンティクァの時代全体におけるリガトゥーラの規則と記譜の

変化あるいは時代を通して変わらなかったリガトゥーラの特徴を明らかにすることにある。 

  

                                                        
17 Heinz Ristory, Post-franconische Theorie und Früh-Trecento: Die Petrus de Cruce-Neuerungen 
und ihre Bedeutung für die italienisches Mensuralnotenschriften zu Beginn der 
14. Jahrhunderts, Europäische Hochschulschriften 36, Musikwissenschaft 26 (Frankfurt am Main: 
Peter Lang, 1988). 
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1. アルス・アンティクァの計量音楽論とその一次資料 
 

 本章では、アルス・アンティクァの計量音楽論におけるリガトゥーラを検討するにあた

り、予備知識として、その時代背景や前フランコ式理論、フランコ、後フランコ式理論の

一次資料について概観する。  

 

 

1-1.  アルス・アンティクァの音楽状況  

 

1-1-1.  社会的背景：「長い 13 世紀」の音楽文化 

 

 12 世紀後半から 14 世紀前半のアルス・アンティクァの時期には、計量音楽以外にも多

種多様な音楽が創作され、ヨーロッパの音楽文化が類を見ない活力でもって花開いた。11

世紀以前に成立した資料に残る楽曲の多くはラテン語による典礼音楽であるが、対して 12

世紀以降は聖俗問わず種々のレパートリーが様々な言語で書かれた。中でも世俗音楽の発

展は目覚しかった。トルバドゥール（オック語）やトルヴェール（オイル語）、ミンネザン

グ（中高ドイツ語）などの現地語による世俗歌曲は、宮廷文化・文学の興隆と結び付いて

数多く作られた。Mark Everist は、このアルス・アンティクァの時期を「長い 13 世紀」と

も呼んでいるが18、確かにアルス・アンティクァの用語の提唱者であるヤコブスは、この語

を計量音楽に限定して用いているため、それ以外のあらゆる音楽を含めた時代であること

を強調するのであれば、長い 13 世紀という語の方が適当であろう。  

 長い 13 世紀の音楽が持つこのような文化的エネルギーを紐解くには、音楽外の要因に

目を向ける必要があろう。ヨーロッパでは 1000 年頃までにおおむねの民族大移動が終わ

ると、農業や経済基盤が整い、都市部を中心に、人口の増加やそれに伴う政治組織の改革

が進む。これにより、各都市では大聖堂の建立や大学組織の設立が行われ、学問の活動が

盛んになる。とりわけ、12 世紀ルネサンスと呼ばれる時代には、イスラーム世界からアリ

ストテレス哲学やユークリッド幾何学などが輸入され、古代ギリシア・ローマの文化・学

問が見直された。この一連の学問運動はスコラ学として、大学や大聖堂の附属学校で修学

                                                        
18 Mark Everist, Discovering Medieval Song: Latin Poetry and Music in the Conductus (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018): xvi. 
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した知識人を中心に 14 世紀まで展開される。  

 また、12 世紀後半から 13 世紀にコンドゥクトゥスやモテットなどの既存の歌詞によら

ない、新作のラテン語詩を伴ったレパートリーの創作が増大したが、これはおそらく 12 世

紀ルネサンスにおける古典古代の文学の再評価、ラテン語詩創作の活発化と深く関係して

いる。さらに、上述のトルバドゥールなどの現地語による世俗歌曲は、騎士道精神に基づ

く宮廷恋愛等をテーマとしているが、これらの詩の技法、愛の思想は、古典古代の文学が

土台となっている。加えて、 1230 年頃に成立したカルミナ・ブラーナ写本（D-Mbs 

Clm. 4660/4660a）には、ラテン語と中高ドイツ語の混交詩による世俗歌曲も収められてお

り、知識人がリングァ・フランカとしてのラテン語と現地語を織り混ぜる高度な詩作の技

法を持っていたことが分かる。そして、この写本に納められている世俗歌曲の多くはコン

トラファクトゥム contrafactum（替え歌）であると考えられ、その旋律の多くはコンドゥ

クトゥスに由来すると推測される。このように音楽の旋律は聖俗の垣根を超えて様々な地

域で共有され、一つの旋律に対して多言語による様々な詩が柔軟に付け加えられた。  

 学問運動の影響は音楽理論書にも現れている。12 世紀以前の音楽理論書の著者は主に修

道士であったが、13 世紀以降は、大学で教鞭を執るための学位「マジステル」を取得した

知識人たちが音楽理論を論じ、ガルランディアやランベルトゥス、フランコ、ペトルス・

ピカルドゥスなど、名が残っている計量音楽論の著者のほとんどはマジステルであった。

また、イングランド出身の第 4 無名者はパリ大学に留学していたと考えられるが、この理

論家は、S やクレンテス19の形状を説明する際に、菱形を意味するアラビア語のユークリッ

ド幾何学の用語、「elmuahym」および「elmuarifa」を用いており20、ここから計量音楽論が

他の数学四科と強い結び付きを持っていたことがうかがえる。  

 以上のように、アルス・アンティクァの計量音楽は単に典礼の中で育まれたのではなく、

長い 13 世紀における世俗音楽や文学、種々の学問との広いネットワークの中で、柔軟性を

もって展開されたのであった。  

 

                                                        
19 クレンテス currentes とは、 のように菱形で書かれる音符のことを指す。  
20 Fritz Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 2 vols. Beihefte zum Archiv für 
Musikwissenschaft 4–5 (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1967), 1:41; John Haines “Anonymous IV 
as an Informant on the Craft of Music Writing” in The Journal of Musicology, vol. 23, no. 3 (2006): 
386; Owen Wright, “Elmuahym and elmuarifa,” in Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, vol. 37, no. 3 (1973): 655–659; Charles Burnett, “The Use of Geometrical Terms in Medieval 
Music: elmuahim and elmuarifa and the Anonymous IV,” in Sudhoffs Archiv, vol. 70, no. 2 (1986): 
198–205. 
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1-1-2. アルス・アンティクァにおけるリガトゥーラの位置付け  

 

 アルス・アンティクァにおけるリガトゥーラに関する議論の展開は、このような音楽・

詩の創作の活発化と学問運動の中で起こった。まずは音楽・詩の創作とリガトゥーラとの

関係に注目したい。この時代のディスカントゥスの書法はクム・リッテラ（歌詞有り） cum 

littera とシネ・リッテラ（歌詞無し） sine littera に二分されるが21、前者はシラブル唱法で

歌われることが多いのに対し、後者はメリスマ唱法で歌われる22。アルス・アンティクァの

計量音楽においては、クム・リッテラとシネ・リッテラを組み合わせる書法が盛んになり、

特にコンドゥクトゥスでは、全体がクム・リッテラで進む一方で、強調したい詩の部分に

はシネ・リッテラが置かれることがあった。そして、リガトゥーラはクム・リッテラとシ

ネ・リッテラとで異なる機能を持つ。シネ・リッテラにおいては音数の異なるリガトゥー

ラを組み合わせることでそのリズム・パターンを示すことができ、例えば LBLBL…と進む

のであれば、3 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラ…（[LBL] [BL]…）となる。対して、シ

ラブル唱法によるクム・リッテラの場合、リガトゥーラはリズム・パターンを示すという

よりは、1 シラブル上の細かい音の装飾として機能する。例えば、6 つのモドゥス中の第 1

モドゥスがシラブル唱法で「単独 L＋単独 B＋単独 L＋2 音リガトゥーラ」と歌われる場

合、最後の 2 音リガトゥーラは単独 B の代わりに置かれており、ゆえに[SS]と解釈するこ

とができる。このように、リガトゥーラは、クム・リッテラとシネ・リッテラという音楽・

詩の創作技法の中で、その重要性を増していく。 

 次にリガトゥーラと学問との関係を見ていきたい。上述したように、計量音楽論は大学

の数学四科で主に展開された23。その中でも、リガトゥーラはまず幾何学と深く結び付い

ていたであろう。計量音楽論が登場する以前の音楽理論書では、音符は基本的にプンクトゥ

ム punctum（点、記号の意）と呼ばれたが、計量音楽論ではこの語の同義語として、原義

                                                        
21 Mary Channen Caldwell, “Medieval Patchwork Song: Poetry, Prayer and Music in a Thirteenth-
Century Conductus,” in Plainsong and Medieval Music, vol. 25, no. 2 (2016): 140. 
22 ただし、クム・リッテラはときにメリスマ的に歌われることもあり、その際、1 シラブル

に対して 2・3 音が、ときに 4・5 音が充てられることもある。  
23 計量音楽論が大学の外でも学ばれていた唯一の有力な証拠として、少年聖歌隊の教育を目

的として書かれたアメルス『音楽技芸の実践』があるが、著書全体では単旋音楽論の解説の

方に重きが置かれ、計量音楽論に関しては、補足あるいは一部の向学心のある少年たちへ向

けた応用知識として軽く触れられるのみである。さらに、この理論書では他の計量音楽論の

理論書が必ず言及しているテンプスやリズム・モードの概念を扱っておらず、単独音符やリ

ガトゥーラの基礎的な定義や記譜を挙げるに留めている。ゆえに、高等教育レヴェルの知識

層が計量音楽論を展開したと考えて然るべきである。 
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では「図形」を意味するフィグラ figura という語が用いられ始めた。そして、フィグラは

単独音符とリガトゥーラとに分類されるのである。これは、「音符」という概念が、以前は

点や記号（あるいは線）として一次元的であったのに対し、計量音楽論では二次元図形と

してより幾何学的に捉えられるようになったことを意味する。換言すれば、計量音楽論で

は音符（フィグラ）の記譜それ自体が幾何学的である。例えば、理論家たちは、四角形  

quadrata、垂直に perpendiculariter、斜めに obliquo、線 tractus、上行  ascendendo と下行  

descendendo、横幅 latitudo・縦幅 longitudo などの用語を駆使して単独音符やリガトゥーラ

の記譜を説明している。特に計量音楽論におけるリガトゥーラの場合、モーダル記譜法と

異なり、最初の音符に付される縦線の有無や、ペヌルティマやウルティマの音符の形（正

方形や平行四辺形など）はリガトゥーラ内の音価の決定に関わってくるため、その記譜の

あり方に関しては単独音符以上に慎重に説明がなされる傾向にある。  

 さらに、ガルランディアはリガトゥーラの最初の音符の縦線の有無をプロプリエタス有

り cum proprietate とプロプリエタス無し sine proprietate、ウルティマの音符の記譜の形を

ペルフェクタ perfecta・インペルフェクタ imperfecta（あるいはペルフェクィオ有り cum 

perfectione・ペルフェクツィオ無し sine perfectione）」という用語で表しているが、プロプ

リエタスもペルフェクタもアリストテレスの諸著作（例えば『形而上学』）の中で頻出する

語であり、スコラ哲学で広く用いられた用語である24。また、上述したような、特にシネ・

リッテラにおいて異なる音数のリガトゥーラの組み合わせによってリズム・モードを書き

分けるという考えは算術的である。さらには、「計量」音楽という語そのものが算術的発想

の現れと言えよう。ここでの計量とは、音の長さを長短（L や B）であるいは数字（単位

はテンプス）で計ることを意味するが、リガトゥーラの音価・リズムも無論、計量の対象

である。  

 他にも、リガトゥーラと諸学問との関連性について無数に挙げられるが、ここで留めて

おく。いずれにせよ、アルス・アンティクァの計量音楽論においてリガトゥーラは当時の

音楽・詩の創作、様々な学術分野と結び付き、理論家たちは特段の関心でもってリガトゥー

ラへの思索を深めたのである。   

                                                        
24 Jeremy Yudkin, “The Influence of Aristotle on French University Music Texts,” in Music Theory 
and Its Sources: Antiquity and the Middle Ages, edited by André Barbera (Notre Dame, Indiana: 
University of Notre Dame Press, 1990): 175. アリストテレスのペルフェクツィオ（完全性）とス

コラ哲学におけるその語の受容については次の論文を参照せよ。佐藤恒徳「完全性の哲学の

解体――ヴォルフ学派とカント――」、博士論文、東北大学、2015 年、7〜11 頁。 
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1-2. 計量音楽論を扱った理論書の成立年代  

 

 次に、リガトゥーラに関する規則や記譜が、アルス・アンティクァの計量音楽論を扱っ

た理論書においていかに展開されかつ変化したのかを見ていくために、これらの理論書の

成立年代について考察したい。  

 

 

1-2-1. 前フランコ式の理論書とフランコ『計量音楽技法』  

 

 これらの理論書のうち、成立年代が明確に判明しているのは、アメルス『音楽技芸の実

践』とザンクト＝エメラムの無名者の無題の理論書のみである。前者に関しては、イング

ランド人司祭のアメルスが 1271 年 8 月にイタリアのヴィテルボのオットボノ・フィエス

キ枢機卿邸 Ottobono Fieschi にて、少年合唱隊の教育を目的として書いたことが25、後者に

関しては、1279 年のクレメンス 1 世の記念日、すなわち 11 月 23 日に完成したことが明ら

かになっている26。さらにザンクト＝エメラムの無名者は、『技芸 Ars』の教えを歪めてい

るにもかかわらず近年ランベルトゥスによる新しい理論がもてはやされており、それに反

駁するためにすぐさま筆を執ったと述べているため、ランベルトゥス『音楽技芸』は、1279

年よりも少し前に成立したものと推測される。また、ザンクト＝エメラムの無名者の指す

『技芸』とは、そのテクストの内容からガルランディア『計量音楽論』と同定され、ゆえ

にガルランディア『計量音楽論』はランベルトゥス『音楽技芸』よりも前に成立したこと

になる27。加えて、ランベルトゥス自身もガルランディアの文章をたびたび引用している

ため、ガルランディアの理論書の方が早期に成立したことはほぼ間違いない。  

 さらに、ザンクト＝エメラムの無名者はおそらく、後でも詳述するように、ガルランディ

アやランベルトゥスと同様にパリ周辺で活躍した人物で、パリ大学の学問事情に精通して

いたと考えられるにもかかわらず、同じくパリで有名なマジステルであったフランコの理

                                                        
25 D-BAs Lit. 115: 65r; D-TRp 44: 318r; Cesario Ruini, Ameri Practica artis musice (1271), Corpus 
scriptorum de musica 25 ([S.l.]: American Institute of Musicology, 1977): 20. 
26 “Anno millesimoque ducentesimo quoque nono / Post decies septem, cartam prosae fore neptem / 
Decrevi festo Clementis carmine praesto.”; D-Mbs Clm. 14523: 159r; Jeremy Yudkin, De musica 
mensurata: The Anonymous of St. Emmeram, Music: Scholarship and Performance (Bloomington: 
Indiana University Press, 1990): 288. また次の文献も参照せよ。井上果歩「アメルス『音楽技芸

の実践』への作者不詳の『補遺論文』」、『音楽学』、第 66 巻 1 号、2020 年、35〜50 頁。 
27 D-Mbs Clm. 14523: 151v; Yudkin, De musica mensurata: 212–213. 
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論には一切触れていない。フランコは、ザンクト＝エメラムの無名者が苛烈に批判したラ

ンベルトゥスの完全 L の概念を取り入れ、またザンクト＝エメラムの無名者がリガトゥー

ラの中で最も重要でそれゆえに「プロプリエタス有りペルフェクツィオ有り」（原義通り、

固有性もあり完全性も兼ねる）と定義した 3 音リガトゥーラ[LBL]を「プロプリエタス無

しペルフェクツィオ有り」と改めたが、ザンクト＝エメラムの無名者がこれらを知ってい

たのであれば、必ずフランコの理論を批判したはずである。ゆえに、フランコ『計量音楽

技法』はザンクト＝エメラムの無名者の理論書の後に成立したと考えられる。  

 先行研究では、このようにザンクト＝エメラムの無名者に同じパリの学問コミュニティ

にいたはずのフランコの理論が見られないという理由から、フランコ『計量音楽技法』の

成立年代を 1280 年頃と見る説が支持されてきた28。一方でこの説に、むしろフランコの方

にザンクト＝エメラムの無名者の影響が見られる、という視点でアプローチした先行研究

はない。そこで本論文はフランコがザンクト＝エメラムの無名者の理論を取り入れた可能

性を指摘したい。一例としては、フランコはランベルトゥスの理論を一部取り入れるも、

リズム・モードに関しては、主に旧来の 6 つのモドゥスを踏襲し、5 つにまとめている。

ここにはザンクト＝エメラムの無名者の指摘が採用されているかもしれない。なぜなら、

ザンクト＝エメラムの無名者が実際はほとんど使われていないと非難したランベルトゥス

の第 5・6 モドゥスは、フランコの 5 つのモドゥスには採用されておらず、また、ザンクト

＝エメラムの無名者が全て S から成るランベルトゥスの第 8・9 モドゥスは独立したモドゥ

スではないと批判しているが、フランコの 5 つのモドゥスでは、これらのモドゥスは、第

5 モドゥス（全て B あるいは S から成るモドゥス）としてまとめられているためである。

加えて、ザンクト＝エメラムの無名者はリガトゥーラにおいて、プリカ付きの上行のペル

フェクィオ有りとプリカ付きの上行のペルフェクィオ無しの記譜が同じでリズム解釈に注

意を払う必要があると主張しているが、フランコはプリカ付きの上行のペルフェクィオ有

りとプリカ付きの上行のペルフェクィオ無しの記譜を書き分けることを提案している。  

 さらに、ザンクト＝エメラムの無名者は、近頃  [LBL]のリガトゥーラはしばしば コプラ

においてその音価を（すなわち最初の音価 L を単独 L  の形で）強調するために、  で

はなく   と書かれると述べているが、フランコもこの記譜をプロプリエタス無しペル

                                                        
28 Wolf Frobenius, “Zur Datierung von Francos Ars cantus mensurabilis,” in Archiv für 
Musikwissenschaft, vol. 27, (1970): 127. 
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フェクツィオ有りとして認めている29。前フランコ式理論において、プロプリエタス無し

の上行リガトゥーラは  のように常に最初の音の左に縦線を伴っており、ザンクト＝エ

メラムの無名者以外の前フランコ式理論では  のように最初の音の右側に縦線を伴う記

譜は見られない。ザンクト＝エメラムの無名者は  を新しい記譜として短く紹介するの

みで、そのプロプリエタスやペルフェクツィオには一切触れていないが、フランコはザン

クト＝エメラムの無名者の理論を知って、  をプロプリエタスの理論の枠組みに取り入れ

ようとしたのかもしれない。以上の理由から、フランコ『計量音楽技法』が 1279 年 11 月

23 日以降にまもない時期に成立したという説は有力である。  

 アメルスとザンクト＝エメラムの無名者以外でこれらの理論書の成立年代特定の鍵とな

るのは、ヒエロニムス・デ・モラヴィアとヨハネス・デ・グロケイオである。ヒロニムス

は『音楽論 Tactatus de musica』の中で、4 つの計量音楽論の理論書を年代順に、『ディスカ

ントゥスの通常の配置』、ガルランディア『計量音楽論』、フランコ『計量音楽技法』、ピカ

ルドゥス『モテットの技芸』と並べている30。内容面を見ても、フランコがガルランディア

の文章を幾度も引用していること、ペトルスの著作がフランコの名に触れながら『計量音

楽技法』を要約していることは、ヒエロニムスの年代順と矛盾しない。グロケイオは、ガ

ルランディアが 6 つのモドゥスを提唱し、その後ランベルトゥスが 9 つに増やした後、フ

ランコが 5 つにまとめたと証言する31。ヒエロニムスはガルランディアの著作よりも古い

とする『ディスカントゥスの通常の配置』がすでに 6 つのモドゥスに言及しているため、

その点はグロケイオの証言と食い違うが、ガルランディアが 6 つのモドゥスを用いた有名

かつ代表的理論家であったと解釈すれば、合点がいく。また、ガルランディア、ランベル

トゥス、フランコという年代順も、前述したようにフランコ『計量音楽技法』の内容面か

ら推測することができたが、グロケイオの証言がそれをより一層信憑性の高いものとして

いる。  

 他方で、第 4 無名者の無題の理論書は、これまで計量音楽論の成立年代を特定する上で

きわめて厄介な存在と考えられてきた。第 4 無名者は著書の中でガルランディア『計量音

楽論』を幾度も引用しており、またパリの音楽・学問事情に詳しいことから、パリ大学で

                                                        
29 D-Mbs Clm. 14523: 152r; Yudkin, De musica mensurata: 214–215. 
30 F-Pn lat. 16663: 64vff. 
31 Ernst Rohloff, Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo nach den Quellen neu herausgegeben 
mit Übersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht, 2 vols. (Leipzig: Gebrüder 
Reinecke, 1943), 2:54–55. 
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学んだと考えられる。しかし、イングランドの音楽実践にたびたび触れていること、現存

する 3 つの写本が全てイングランドで伝承されていること、また「最後の王ヘンリ  

H<enrici> ultimi」とイングランド王ヘンリ 3 世に言及していることから、第 4 無名者はイ

ングランド人で、ヘンリ 3 世が死去した 1272 年 11 月 16 日よりも後に理論書を完成させ

たと考えられる32。注目すべきは、第 4 無名者はフランコの名やペトルス・デ・クルーチェ

と思われる人物の名を挙げているにもかかわらず、フランコの理論やペトルス式記譜法に

は全く言及していない点である。むしろ第 4 無名者はガルランディア『計量音楽論』の引

用・注釈に傾倒しており、理論面から見てもその著書は前フランコ式に分類される。  

 この第 4 無名者の理論書の成立年代を巡る問題に関して、おそらく Sandra Pinegar の次

の仮説が現在のところ最も説得力があると思われる。第 4 無名者は、ガルランディアの理

論が全盛期だった頃（おそらくランベルトゥス以前）にパリ大学に留学していたが、その

後イングランドに帰国し、オックスフォード大学などの高等教育機関で教鞭を執りながら、

理論書を執筆した。そしてフランコやペトルス・デ・クルーチェなどの帰国後に活躍した

パリのマジステルの名前は人伝で聞いていたが、彼らの新しい理論の詳細までは知らな

かった33。 

 一次資料から成立年代が推定されるのは、第 7 無名者『音楽の書』である。この理論書

は F-Pn lat. 6286 に収められているが、この写本で『音楽の書』とともに収められているア

リストテレス派やイスラーム系の論文には大きなバツ印が付されている。これらの印は、

Marie-Thérèse d’Alverny によれば「1277 年の譴責」34後の検閲の痕跡で、従って、この写本

および『音楽の書』は遅くとも 1277 年以前に編纂されたことになる35。同様に、『ブルー

ジュ・オルガヌム論文』は数段落に渡って『音楽の書』と同じテクストを持つため、これ

                                                        
32 Frobenius, “Zur Datierung von Francos Ars cantus mensurabilis”: 127; Johannes Wolf, Geschichte 
der Mensural-Notation von 1250–1460: Nach den theoretischen und praktischen Quellen bearbeitet, 3 
vols. (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1904), 1:15–16; Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 2:2; 
Reimer, Johannes de Garlandia, 1:30–31; Luther Albert Dittmer, Anonymous IV, Musical Theorists in 
Translation 1 (Brooklyn: Institute of Mediaeval Music, 1959): 40. 
33 Sandra Pinegar, “Textual and Conceptual Relationships Among Theoretical Writings on Measurable 
Music of the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries,” PhD Dissertation, Columbia University 
(1991): 187.  
34 1277 年の譴責とは、当時のパリ司教エティエンヌ・タンピエ Étienne Tempier（？〜1279）
によって発布された 219 の命題に対する譴責のことで、このときトマス・アクィナスの思想

とそれに関連するアリストテレス哲学やイスラーム哲学が禁令の対象となった（山口隆介

「トマス・アクィナス思想の歴史（1）」、『聖泉論叢』、第 19 号、2011 年、35〜37 頁）。 
35 F-Pn lat. 6286: 1r–v, 21r–22r, 56v; Marie Thérèse D’Alverny, “Un témoin muet des luttes 
doctrinales du XIIIe siècle,” in Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, vol. 17 
(1949): 223–224, 227. 
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らの段落は 1277 年以前の伝承に由来すると考えられる。とりわけ、両著作のテクストが一

致する部分として、モテットにおけるテノル声部対モテトゥス声部のリズム・モード（特

に第 1 モドゥス）の説明が挙げられるが、この部分は『ディスカントゥスの通常の配置』

の一部を敷衍していると考えられるため、『ディスカントゥスの通常の配置』は『音楽の書』

および『ブルージュ・オルガヌム論文』以前に、遅くとも 1277 年よりも前に成立したであ

ろう。  

 

図 2  F-Pn lat. 6286 における検閲された論文（左、1r）と第 7 無名者『音楽の書』

（14r） 

  

 

 一方で、カールスルーエの無名者『ディスカントゥスの規則』に関しては、リガトゥー

ラの記譜の点でランベルトゥスやザンクト＝エメラムの無名者などの著書との関連性が見

られるものの、テクストや内容面では他の理論書との明確な繋がりがなく、成立年代を推

測することは困難である。さらにここで注意すべきは、先行研究では『ディスカントゥス

の通常の配置』を 13 世紀前半あるいは半ば、ガルランディア『計量音楽論』を 1260 年頃

Kaho Inoue
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とする説が支持されているが36、上述のように前フランコ式理論がアメルス『音楽技芸の

実践』の成立年である 1271 年以前に存在していたことを裏付ける資料は一切残っていな

い、という点である。現存資料から明らかなのは、前フランコ式理論は主に 1270 年代に展

開された、ということのみである。  

 

 

1-2-2. フランコ『計量音楽技法』と後フランコ式の理論書  

 

 後フランコ式の理論書の成立年代を明確に推定できる資料は何一つ残っていない。唯一

確かなのは、これらが全てフランコの理論書の成立以降に書かれた、ということのみであ

る。 

 『モテットの技芸』、『フランコ氏による計量音楽技法』、『モテット、ホケット、オルガ

ヌムおよびディスカントゥスの技法 』、『モテット、ホケット、オルガヌムおよびディスカ

ントゥスの技法』、『パリ 14741 論文』、『現代人は簡潔さを賛美し』は全てフランコ『計量

音楽技法』を引用・要約した概説書であるため、早くとも 1280 年頃よりは後に成立したで

あろう。また、フランコの名に言及しているグロケイオ、フランコとピカルドゥスの理論

書を引用したヒエロニムスの理論書も必然的に 1280 年頃より後に編纂されたことになる。

ガッロの第 1 無名者の無題の理論書およびガッロの第 2 無名者の無題の理論書は、フラン

コの名には触れていないが、フランコの 5 つのモドゥスを採用しているため、後フランコ

式理論と位置付けることができる。同様に、オディントン『音楽思弁論』もフランコの名

には触れていないが、フランコのリガトゥーラの規則を取り入れているため、1280 年頃よ

り後に成立したであろう。  

 また、上記の後フランコ式理論書のうち、偽ペトルスと『現代人は簡潔さを賛美し』の

一部のヴァリアントがペトルス式記譜法に触れているが（附録 1）、この記譜法がいつ成立

したのか、そもそも本当にフランコより後に成立したのは不明である。おそらく、この記

譜法の創始者とされるペトルス・デ・クルーチェは、第 4 無名者やヤコブスの証言から、

フランコと同時代の人物であり、ゆえに、1280 年代にはすでにペトルス式記譜法が誕生し

                                                        
36 Rebecca A. Baltzer, “Johannes de Garlandia,” in Grove Music Online, consulted 12 December 
2020, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/o
mo-9781561592630-e-0000014358. 



 24 

ていた可能性がある37。 

 

 

1-3. 前フランコ式の理論書とその一次資料  

 

 次に、前フランコ式の理論書とその一次資料について詳しく見ていきたい。表 6 からも

分かるように、これらの一次資料のうち具体的な成立年が判明しているものはないが、古

くても 13 世紀末頃に編纂されたと推定され、アルス・アンティクァの盛期を過ぎた 14・

15 世紀以降に筆写されたものも数多く残る。またこれらの資料の成立地はフランスやドイ

ツ、イタリア、イングランドと様々である。  

 

表 6 前フランコ式理論の一次資料の概要  

No. 理論書  一次資料の成立年代、成立地、素材、サイズ、フォリオ数  

(1) 
『ディスカントゥ

スの通常の配置』  

• F-Pn lat. 16663: 1300 年頃; パリのドミニコ会修道院; 羊皮

紙; 248×138mm; I+94+I38  

(2) ガルランディア  

• I-Rvat lat. 5325: 13 世紀末〜14 世紀前半; フランス; 羊皮

紙; 138 × 91mm; 3039 

• B-BRs 528: 13 世紀末〜14 世紀前半; フランドル地方; 羊皮

紙; 165 × 110mm; 5940 

• F-Pn lat. 16663—(1)を参照  

• F-SDI 42: 14 世紀末〜15 世紀初頭; イタリアあるいはフラ

ンドル地方; 羊皮紙; 230 × 170mm; 13241 

(3) 第 7 無名者  
• F-Pn lat. 6286: 1277 年以前 ; イタリア ; 羊皮紙 ; 340 × 

245mm; 5542 

                                                        
37 GB-LBl Royal 12 C VI: 69r–v; GB-LBl Cotton Tiberius B. IX: 218v; GB-LBl Add. 4909: 70v; 
Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:46; Hans Otto Hiekel, “Zur Überlieferung des 
Anonymus IV,” in Acta Musicologica, vol. 34, no. 4 (1962): 191; Bragard, Jacobi Leodiensis 
Speculum musicae, 4:36. 
38 RISM B/III/1: 124; RISM B/III/6: 226–227. 
39 RISM B/III/2: 100–101; RISM B/III/6: 572–573. 
40 RISM B/III/1: 50–52; RISM B/III/6: 110–112. 
41 RISM B/III/1: 131–134; RISM B/III/6: 240–241. 
42 RISM B/III/1: 97; RISM B/III/6: 182–183; Pinegar, “Textual and Conceptual Relationships Among 
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(4) 
『ブルージュ・オル

ガヌム論文』  

• B-BRs 528—上記(2)を参照 

(5) 
カールスルーエの

無名者  

• D-KA St. Peter perg. 29a: 14 世紀; 南西ドイツのどこかのシ

トー会修道院（サレム Salem？）; 羊皮紙; 196 × 110mm; 3943 

(6) アメルス  

• D-BAs Lit. 115: 1300 年頃 ; フランス？ ; 羊皮紙 ; 263 × 

188mm; 8044 

• D-TRp 44: 15 世紀後半; ドイツ？; 紙; 290 × 205mm; 34345 

• GB-Ob Bodl. 77: 15 世紀; イングランド; 紙; 195 × 140mm; 

13946 

(7) ランベルトゥス  

• F-Pn lat. 11266: 13 世紀末（1280 年以降）; フランス; 羊皮

紙; 149 × 108mm; 4147 

• D-GOl CA. 8° 94: 14 世紀後半; イングランドあるいはフラ

ンドル地方; 羊皮紙; 145 × 97mm; 1148 

• I-Sc L. V. 30: 15 世紀末 ; イタリア ; 紙 ; 305 × 195mm; 

I+150+IV49 

• Herwagius 1563: 参考文献を参照  

Cf. F-Pn lat. 6755.2: 14 世紀初頭; フランドル地方あるいい

はドイツ; 羊皮紙; 137 × 108mm, 95 × 63mm; 850 

                                                        
Theoretical Writings on Measurable Music of the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries”: 143; 
Gilbert Reaney, ed., De musica libellus: (Ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 6286); Tractatus de discantu: 
(Ms. Saint-Dié, Bibl. Municipale, 42). Compendium discantus: (Ms. Oxford, Bodl. Libr., Bodley 
842). Traitié de deschant: (Ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 15139); Traitié de deschant: 
(Ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 14741), Corpus scriptorum de musica 36 ([S.l.]: American Institute of 
Musicology, 1996): 6. 
43 RISM B/III/3: 66–67; RISM B/III/6: 306. 
44 RISM B/III/3: 13–14; RISM B/III/6: 258. 
45 RISM B/III/3: 196–197; RISM B/III/6: 365. 
46 RISM B/III/4: 102–105; RISM B/III/6: 404. 
47 RISM B/III/1: 117; RISM B/III/6: 216; Mark Everist “Music and Theory in Late Thirteenth-
Century Paris: The Manuscript Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des 
Manuscrits, Fonds Lat. 11266,” in Royal Musical Association Research Chronicle, no. 17 (1981):52–
54, 59; Christian Meyer, ed., The “Ars Musica” Attributed to Magister 
Lambertus/Aristoteles, translated by Karen Desmond, Royal Musical Association Monographs 27 
(Farnham: Ashgate, 2015): xi–xii.  
48 RISM B/III/6: 290-295; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 
xv. 
49 RISM B/III/2: 120–123; RISM B/III/6: 216: 604–605; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to 
Magister Lambertus/Aristoteles: xiv–xv. 
50 RISM B/III/1: 97; RISM B/III/6: 183; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister 
Lambertus/Aristoteles: xiii–xiv. 
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(8) 
ザンクト＝エメラ

ムの無名者  

• D-Mbs Clm. 14523: 13 世紀 （1279 年以降）; フランス; 羊

皮紙; 225 (-230) × 155mm (-165); 12551 

(9) 第 4 無名者  

• GB-Lbl Royal 12 C VI: 13 世紀 (1272 年以降)〜14 世紀 

初頭; イングランド; 羊皮紙; 210 × 150mm; 3152 

• GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX: 14 世紀; ベネディクト会ベ

リー・セント＝エドマンズ修道院 Bury St Edmunds, イング

ランド; 羊皮紙; c. 210 × c. 160mm; 23653 

• GB-Lbl Add. 4909: 18 世紀（1731 年 10 月 23 日以前）; イン

グランド（ヨハン・クリストフ・ペープシュ John Christopher 

Pepush 筆写）; イングランド; 紙; 382 × 250mm; 10654 

 

 

1-3-1. ガルランディア『計量音楽論』  

 

 ガルランディア『計量音楽論』は I-Rvat lat. 5325 、B-BRs 528 、F-Pn lat. 16663 の 3 つの

写本で残り、またこの理論書全体は Reimer の章立てを参考にすると、以下の 15 章に分け

られる（各章のタイトルは執筆者による）55。 

 

第 1 章 6 つのマネリエスあるいはモドゥスについて  

第 2 章 フィグラについて  

第 3 章 リガトゥーラについて  

第 4 章 完全モドゥスについて  

第 5 章 不完全モドゥスについて  

第 6 章 3 音リガトゥーラへの還元について  

第 7 章 休符について  

第 8 章 休符のフィグラについて  

                                                        
51 RISM B/III/3: 113–116; RISM B/III/6: 335–336. 
52 RISM B/III/4: 93–94; RISM B/III/6: 399. 
53 RISM B/III/4: 68–69; RISM B/III/6: 393. 
54 RISM B/III/4: 25–27; RISM B/III/6: 385. 
55 Reimer 自身は 16 章に分けているが、本論文では Reimer の第 15 章を第 14 章の続きと見な

した（Reimer, Johannes de Garlandia, 1:94–96）。  
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第 9 章 同じテンプスにおける同時的協和について 

第 10 章 同時的協和について  

第 11 章 ディスカントゥスについて  

第 12 章 コプラについて  

第 13 章 オルガヌムについて  

第 14 章 3 声の書法について  

第 15 章 4 声の書法について   

 

 3 つ中、全章を収めているのは F-Pn lat. 16663 だけで、I-Rvat lat. 5325 は 12 章の途中で

終わっており、また第 6 章以降は譜例の部分が空欄になっている。同様に、B-BRs 528 も第

6 章の途中で終わっている。おそらくこれらの写本にはもともと『計量音楽論』の続きも

あったが、伝承の過程でそのフォリオを喪失したものと考えられる。  

 この中でヨハネス・デ・ガルランディアを作者とするのは F-Pn lat. 16663 だけで、また

そのテクストも他の 2 つとはかなり異なることから、Sandra Pinegar は、ガルランディアは

『計量音楽論』の作者ではなく、これを改作した理論家であるとする56。なお、F-SDI 42 に

はガルランディアのもう一つの著作『単旋音楽論』が収められており、その中で、ガルラ

ンディアを著者とする『計量音楽論』が後に続く旨が書いてあるが、この写本では結局『計

量音楽論』は筆写されず、『単旋音楽論』だけを収めている57。 

 

 

1-3-2. 『ディスカントゥスの通常の配置』、第 7 無名者、『ブルージュ・オルガヌ

ム論文』  

 

 『ディスカントゥスの通常の配置』は 1-2-1 で述べたように、おそらく現存する計量音

楽論の理論書の中で最古のものと推測される。ただし、この理論書は F-Pn lat. 16663 での

み残り、そのテクストはヒエロニムスによって 1280 年以降の後フランコ式の時代に引用

されたものであることから、オリジナルとは異なる新しい計量音楽論の要素が付加されて

                                                        
56 Sandra Pinegar, “Textual and Conceptual Relationships Among Theoretical Writings on Measurable 
Music of the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries”: 78–89. 
57 F-SDI 42: 56v. 
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いる可能性が指摘される。  

 この理論書は、その題の通り、ディスカントゥスにおける計量音楽の作曲・演奏法に関

するもので、オルガヌムやコンドゥクトゥスなどのレパートリーも言及されているが、そ

の理論の中心に据えられているのは、モテットである。『ディスカントゥスの通常の配置』

における 6 つのモドゥスの用法は、モテットにおけるテノル声部対モテトゥス声部（ある

いはトリプルム声部）を想定しており、第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』は

この規則を引用・要約している58。 

 第 7 無名者の理論書は上述のように、F-Pn lat. 6286 に収められており、遅くとも 1277

年よりは前に成立した。一方で、『ブルージュ・オルガヌム論文』は、B-BRs 528 中のガル

ランディア『計量音楽論』の余白に書かれており、一見ガルランディア『計量音楽論』の

註釈として書かれているように見えるが、Pinegar はこれを否定している59。両理論書は、

『ディスカントゥスの通常の配置』のモテットにおけるモドゥスの用法の要約、3 音リガ

トゥーラへの還元の規則の説明等の部分で、同一のテクストを持つ。  

 

1-3-3. カールスルーエの無名者、アメルス『音楽技芸の実践』、『補遺』  

 

 カールスルーエの無名者『ディスカントゥスの規則』は D-KA St. Peter perg. 29a にのみ

残るが、この写本は 14 世紀にドイツで成立したと推定される60。カールスルーエの無名者

は、単独音符やリガトゥーラおよびそのプロプリエタス、6 つのモドゥス、休符のテンプ

スなど、一見、他の前フランコ式理論と同じような計量音楽論の規則を挙げているが、他

の前フランコ式理論とのテクスト上の相関を調べると、どの理論書とも同一あるいは類似

するテクストを共有することがなく、とりわけパリの学問コミュニティで形成されたガル

ランディアなどの計量音楽論からは離れたものであることが分かる。  

 同様に、アメルス『音楽技芸の実践』も、そのテクストや記譜の面から、ガルランディ

アなどのパリの計量音楽論とは異なっている。この理論書は、1300 年前後に成立した D-

BAs Lit. 115 と 15 世紀に成立した D-TRp 44 において完全なテクストと譜例で、また 15 世

                                                        
58 F-Pn lat. 16663: 66v; F-Pn lat. 6286:17v; B-BRs 528: 55v. 
59 詳細は次を参照のこと。Sandra Pinegar, “Exploring the Margins: A Second Source 
for Anonymous 7,” in Journal of Musicological Research, vol. 12, no. 3 (1992): 213–243. 
60 RISM B/IV/1: 86; Felix Heinzer and Gerhard Stamm, Die Handschriften von St. Peter im 
Schwarzwald: Die Pergamenthandschriften, Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek in 
Karlsruhe, vol. 10, no. 2 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1984): 72–73.  
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紀にイングランドで成立した GB-Ob Bodl. 77 で一部が残っているが61、特に D-BAs Lit. 115

はパリ・ノートル・ダムのポリフォニーのモテットを数多く収めているにもかかわらず、

『音楽技芸の実践』の大部分は単旋音楽論に関するもので、なぜこの写本に収録されたの

かは不明である。そして、アメルスは前フランコ式理論が必ず用いるモドゥスやテンプス

の概念には全く触れず、音符の記譜とその音価について簡潔に触れるだけである。  

 アメルスの理論はパリの主流の計量音楽論からはかけ離れており、おそらくそれが理由

で『補遺』が D-BAs Lit. 115 と D-TRp 44 において『音楽技芸の実践』の直後に付されてい

る。『補遺』は、『ディスカントゥスの通常の配置』やガルランディア、フランコなど、パ

リ界隈で有名だった計量音楽論を要約し寄せ集めた短い論文で、アメルスの計量音楽論を

補足する目的で付け足されたものと推測される。 

 

 

1-3-4. ランベルトゥス  

 

 ランベルトゥスの理論書は、4 つの写本と 1 冊の印刷本で現存する。理論書全体は、単

旋音楽論と計量音楽論の 2 部から成り、 F-Pn lat. 11266 と  I-Sc L. V. 30 はこの両部を

Herwagius 1563 は、単旋音楽論の始まりの部分と計量音楽論の部全てを収めている62。 対

して、D-GOl CA. 8° 94 は計量音楽論のみを含むが、譜例の部分は譜線のみを残して空欄

になっている。 さらに、 F-Pn lat. 6755.2 は単旋音楽論のみを収めている。  

 これらの資料の中で最も古いのは F-Pn lat. 11266 で 13 世紀末に成立した。この写本は

ランベルトゥスの理論書の直後に 7 つの 3 声モテットが譜例として付されているが63、

Everist によると、これらのモテットの記譜はフランコの理論の影響を受けており、ゆえに

この写本は早くとも 1280 年以降に成立した64。D-GOl CA 8° 94 は 14 世紀半ばのイングラ

ンドあるいはフランドル地方に特有の筆記体で書かれている65。15 世紀末にイタリアで編

纂された  I-Sc L. V. 30 は、唯一ランベルトゥスの理論書のテクストと譜例が完全な形で

                                                        
61 Ruini, Ameri Practica artis musice (1271): 9–10. 
62 Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: xii, xvi. 
63 F-Pn lat. 11266: 36v–41v; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 
xii. 
64 Everist, “Music and Theory in Late Thirteenth-Century Paris”: 59. 
65 RISM B/III/6: 290–295; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 
xv. 
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残っている資料である66 。1563 年に印刷本として出版された Herwagius 1563 はベーダ・

ヴェネラビリス Beda Venerabilis（672/3〜735）作とされる著作を収めた作品集で、ここで

はランベルトゥスの理論書はベーダ作とされている。  

 また、F-Pn lat. 6755.2 はそのカリグラフィーから 14 世紀にドイツかフランドル地方で

成立したと推定されている。ヤコブスは『音楽の鏡』の中で、ランベルトゥスの理論書を

引用し、なおかつその著者を「アリストテレス」と呼んでいるが、F-Pn lat. 6755.2 におけ

るランベルトゥスの理論書が偽アリストテレスの著作とともに収められており、ヤコブス

はこの写本におけるランベルトゥスを引用する際に、この著者を便宜上アリストテレスと

呼んだ可能性が指摘される67。  

 これらの一次資料ではランベルトゥスの名は一切現れないが、ザンクト＝エメラムの無

名者がこの理論書を引用し、ランベルトゥスと名指しして批判していること68、またグロ

ケイオが、ランベルトゥスが 9 つのモドゥスを考案したと証言していることから69、この

理論書の著者はランベルトゥスと特定されている。 さらに Jeremy Yudkin はランベルトゥ

スが 1270 年頃にパリ大学のマジステルとして活躍していたことを証明する文書（F-Pan S 

6213, No. 36）を発見した70。  

 この理論書の計量音楽論に注目すると、最初にモドゥスやフィグラの定義がされた後、

単独音符とそのプリカ、リガトゥーラの規則と記譜が提示され、最後は 9 つのモドゥスの

説明で終わっている。また、ランベルトゥスは、完全・不完全 L や 9 つのモドゥスなど、

新しい計量音楽論の概念を提唱しているが、一方で、ガルランディアの『計量音楽論』か

らフィグラやクム・リッテラおよびシネ・リッテラの定義を引用しており、ガルランディ

アの理論の影響を強く受けていることが分かる。 

 

                                                        
66 RISM B/III/2: 120–123; RISM B/III/6: 604–605; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister 
Lambertus/Aristoteles: xiv–xv. 
67 Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: xiii. 
68 D-Mbs Clm. 14523: 135r, 144r; Yudkin, De musica mensurata: 74–75, 148–49. 
69 Rohloff, Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo nach den Quellen neu herausgegeben mit 
Übersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht, 2:54–55. 
70 Palémon Glorieux, Aux origines de la Sorbonne: Robert de Sorbon: l'homme, le collège, les 
documents, 2 vols., Études de philosophie médiévale 53–54 (Paris: J. Vrin, 1965), 2:324–325; 
Yudkin, De musica mensurata: 341; Jeremy Yudkin, “The Anonymous Music Treatise of 1279: Why 
St. Emmeram?” in Music and Letters, vol. 72, no. 2 (1991): 191. Yudkin はこれが 1270 年 4 月 8 日
に書かれたと主張するが、文書には「1269 年のイースター前の火曜日」（“Datum anno Domini 
MoCColxo nono, die martis ante Pascha”; Yudkin, “The Anonymous Music Treatise of 1279”: 191）と

あり、カエサル暦で 1269 年 3 月 19 日と推定される。 
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1-3-5. ザンクト＝エメラムの無名者  

 

 ザンクト＝エメラムの無名者の理論書は、D-Mbs Clm. 14523 にのみ現存する。この写本

は全体が 4 つの部分から成り、当該の理論書を収めた部分は 13 世紀後半から 14 世紀初頭

にフランスで成立したとされる71。 

 この理論書の内容に鑑みると、ザンクト＝エメラムの無名者はパリの学問・音楽事情に

精通する人物であったと考えられる。そして、ザンクト＝エメラムの無名者は Henricus de 

Daubuef という人物が自身の師であると述べるが、Jeremy Yudkin はこの人物が Henricus 

Tuebuef （1225 年頃〜1290）と同一人物であると推定する72。Henricus Tuebuef の名はいく

つかの文書で見られ、その全てが、彼がパリで活動していたことを示している。また、

Tuebuef の活動時期は、この理論書が 1279 年に書かれたことと何ら矛盾しない。  

 上述したように、ザンクト＝エメラムの無名者はガルランディアの名前には言及してい

ないが、『計量音楽論』のテクストを何度も引用している。この理論書は以下の章から成る

が、これらは『計量音楽論』の章立てと酷似している。  

 

第 1 章第 1 節 音符の記譜について  

第 1 章第 2 節 リガトゥーラの種類について  

第 2 章 モドゥスについて  

第 3 章 休符について  

第 4 章 同時的協和について  

第 5 章第 1 節 ディスカントゥスについて  

第 5 章第 2 節 コプラについて  

第 6 章 オルガヌムについて  

 

 

1-3-6. 第 4 無名者 

 

 第 4 無名者がおそらくイングランド人であったことは、その理論書を収める 3 つの現存

                                                        
71 Yudkin, De musica mensurata: 45–47; Yudkin, “The Anonymous Music Treatise of 1279”: 181. 
72 Yudkin, De musica mensurata: 45–48. 
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する写本が全てイングランド由来であることからも推察される（表 6）。3 つの写本のうち

最も古いのは GB-Lbl Royal 12 C VI で 13 世紀末から 14 世紀前半にかけて成立し、1380 年

よりも前にベネディクト会ベリー・セント＝エドマンズ修道院に所蔵された。14 世紀に成

立した GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX はこの修道院にて筆写されたが、おそらくその底本と

なったのは GB-Lbl Royal 12 C VI である。GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX は 1731 年 10 月 23

日にウェストミンスターのアシュバーナム・ハウスの火災で焼け、現在は解読不能の状態

のものが大英図書館に所蔵されている。しかし、ちょうど火災の前に、ヨハン・クリスト

フ・ペープシュ Johann Christoph Pepusch（1667〜1752）が GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX か

らいくつかの理論書を筆写しており、これは現在 GB-Lbl Add. 4909 として大英図書館に納

められている。  

第 4 無名者の理論書の特徴は、譜例を一つも残していない点である。S. Pinegar によれ

ば、第 4 無名者は《Aptatur》や《Tanquam》といった楽曲を例に挙げる際、「上記の superius 

notatis / superius scriptum est /」73と述べていることから、その原本には譜例があった74。 

 また、第 4 無名者は理論書全体を以下の 7 章に分けている（章題は執筆者による）。これ

らの章の大部分がガルランディア『計量音楽論』の註釈に当てられており、またその全体

の構成は『計量音楽論』の章立てに基づいているものと考えられる。  

 

第 1 章第 1 節 6 つのモドゥスについて  

第 1 章第 2 節 細分化されたモドゥスについて  

第 2 章 音符の記譜について  

第 3 章 休符について  

第 4 章 同時的協和について  

第 5 章 3 声と 4 声のコプラについて  

第 6 章 オルガヌムとコンドゥクトゥスについて 

第 7 章 不規則なモドゥスについて   

                                                        
73 Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:1–7. 
74 Pinegar, “Textual and Conceptual Relationships Among Theoretical Writings on Measurable Music 
of the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries”: 306–307.  
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1-4. フランコ『計量音楽技法』とその一次資料 

 

 フランコ『計量音楽技法』は、以下の 6 つの写本で現存する（表 7）。この中で最も古い

のは F-Pn lat. 11267 で、『計量音楽技法』成立後まもなくして筆写されたものと推定され

る。 

 

表 7 フランコ『計量音楽技法』の一次資料の概要 

一次資料の成立年代、成立地、素材、サイズ、フォリオ  

F-Pn lat. 11267 

 13 世紀; フランス、フォンタニュー Fontanieu 修道院; 羊皮紙; 151 × 104mm; II+875 

F-Pn lat. 16663 

 表 6 の(1)を参照 

I-Ma D 5 inf. 

 14 世紀（1325〜1350 年頃）; イタリア; 羊皮紙; c. 254 × c. 188mm; 120+I76 

GB-Ob Bodl. 842 

 14 世紀前半; イングランド; 羊皮紙; 220 × 140mm; II+7877 

F-SDI 42 

 表 6 の(2)を参照 

I-TRE 

 1473〜1474 年（フランキヌス・ガッフリウス筆写）; ロディ Lodi、ベネディクト会サ

ン＝ピエトロ San Pietro 修道院; 紙; c. 280 × c. 200mm; 5078 

 

 次に古いとされるのは F-Pn lat. 16663 で、こちらも 13 世紀に成立したとされる。これら

はいずれもフランスで筆写されたと考えられるが、14 世紀の資料 I-Ma D 5 inf.と GB-Ob 

Bodl. 842 は、フランコの理論がフランス以外の場所でも伝承されていたことを証明する。

また、F-SDI 42 はイタリアかフランドルで成立したが、おそらく、フランキヌス・ガッフ

                                                        
75 RISM B/III/1: 117; RISM B/III/6: 216–217. 
76 RISM B/III/2: 53–55; RISM B/III/6: 514. 
77 RISM B/III/4: 110–115; RISM B/III/6: 405. 
78 RISM B/III/2: 123–124; RISM B/III/6: 610–611. 
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リウス Franchinus Gaffurius は、1473〜1474 に、この写本と I-Ma D 5 inf.あるいはそれらに

近いものを筆写したと思われる79。また、『計量音楽技法』の構成は以下の通りである。  

 

序文 Prologus 

第 1 章 計量音楽の定義とその種類について De diffinitione musicae mensurabilis et 

eius speciebus  

第 2 章 ディスカントゥスの定義とその区分について De diffinitione discantus et 

divisione 

第 3 章 あらゆるディスカントゥスのモドゥスについて  De modis cuiuslibet 

discantus  

第 4 章  計量 音楽 のフ ィ グラ と記 号に つ いて  De figuris sive signis cantus 

mensurabilis 

第 5 章 フィグラの相互の並び方について De ordinatione figurarum adinvicem 

第 6 章 単独音符におけるプリカについて De plicis in figuris simplicibus 

第 7 章 リガトゥーラとそれらのプロプリエタスについて  De ligaturis et earum 

proprietatibus 

第 8 章 リガトゥーラにおけるプリカについて De plicis in figuris ligatis 

第 9 章 休符について、また、休符によってどのように次々とモドゥスが変化させ

られるか De pausis, et quomodo per ipsas modi adinvicem variantur 

第 10 章 いくつのフィグラが同時に連結できるか Quot figurae simul ligabiles sint 

第 11 章 ディスカントゥスとその種類について  De discantu et eius speciebus 

第 12 章 コプラについて De copula 

第 13 章 ホケットについて De oketis 

第 14 章 オルガヌムについて De organum 

 

 6 つの一次写本のうち、GB-Ob Bodl. 842 だけは第 11 章で完結させているが、他の 5 写

本は 14 章全てを収める。また、F-Pn lat. 16663 では、『計量音楽技法』の最後の部分にお

いて譜例の箇所が空白のままになっている。  

  
                                                        
79 Reaney and Gilles, Franconis de Colonia Ars cantus mensurabilis: 20–21. 
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1-5. 後フランコ式の理論書とその一次資料  

 

 以下では表 8 をもとに、各フランコ式の理論書について見ていきたい80。 

 

表 8 後フランコ式理論の一次資料の概要  

 理論書  一次資料  

(1) ピカルドゥス  • F-Pn lat. 16663—表 6(1)を参照  

• S-Uu C 453: 15 世 紀  (1336, f. 170); Sweden(?); 紙 ; 

150×100mm; 237 (254)81  

• I-Nn Cod. XVI A 15: 15 世紀; イタリア; 紙; 290×216mm; 

I+I+165+I82 

(2) 偽ペトルス  • F-Pn lat. 15129: 13・14 世紀 ; ？ ; 羊皮紙 ; 175×125mm; 

28483 

• S-Uu C 55: 14th 世紀 ; プラハ ; 羊皮紙 ; 230×180mm; 129 

(manuscript formed by more libelli)84 

(3) 『モテット、ホケット、オ

ルガヌムおよびディスカ

ントゥスの技法 』（1300

〜1320 年頃？） 

• US-PHf Lewis E 39 Bible: 13〜14 世紀; イタリア 羊皮紙; 

175 x 115 mm; Iii+399+iv85 

 

(4) 無名者『無題』（1300 年

頃、以下『パリ 14741 論

文』） 

• F-Pn lat. 14741: 15 世紀 ; フランス ; 紙 ; 290×220mm; 

IX+27986 

(5) 無名者『現代人は簡潔 • A-Wn Cod. 5003: 14 世紀末〜15 世紀初頭 ; モントゼー ; 

                                                        
80 ヒエロニムスは『音楽論』の中で、計量音楽論に関しては自身の言葉で解説する代わり

に、『ディスカントゥスの配置』、ガルランディア、フランコ、ペトルス・ピカルドゥスの理

論書を引用することで説明しているため、本項では考察の対象に入れない。  
81 RISM B/III/6: 696. 
82 RISM B/III/6: 540–543. 
83 RISM B/III/1: 121–122; RISM B/III/6: 223 
84 RISM B/III/6: 694-695. 
85 OPENN, “Lewis E 39 Bible,” consulted 10 October 
2020, https://openn.library.upenn.edu/Data/0023/html/lewis_e_039.html. 
86 RISM B/III/6: 220–222. 
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さ を 賛 美 し 』 （ 1290 年

頃） 

紙; I+21787 

• D-Mbs Clm. 5539: 13 世紀 ; レーゲンスブルク ; 羊皮紙 ; 

198×150mm; 19388 

• F-Pn lat. 15128: 12〜14 世紀 ; ？ ; 羊皮紙 ; 170×120mm; 

2989 

• F-Pn lat. 15139: 13〜14 世紀 ; 北フランス？ ; 羊皮紙 ; 

180×105mm; 30590 

• F-SDI 42—表 6(2)を参照 

• I-BGc MAB 21 ( ∑  IV 37): 1487; ベ ル ガ モ ; 紙 ; 

210/215×155/160mm; IV+102+III91 

• I-BGc MIA 266: 15 あるいは 16 世紀; イタリアあるいは

フランス; 紙 (羊皮紙 ff. 121-159); 206×141mm; 26192 

• I-FZc 117: 1473–1474; イタリア; 紙; 247×176mm; 9893 

• I-Fl Plut. 29.48: 15 世紀; 中央イタリア; 紙; 225×162mm; 

I+12094 

• I-Ma I. 20. inf.: 15 世紀前半; 北イタリア; 紙; 280×195mm; 

I+44+I95 

• I-Nn Cod. XVI A 15—上記(1)を参照  

• I-PAVu Aldini 361: 15 世紀 ; イタリア ; 紙 ; 150×112mm; 

8196 

• I-Sc L. V. 36: 15 世紀前半 ; イタリア ; 紙 ; 385×215mm; 

I+2797 

• I-Vnm Lat. Cl. VIII 1 (3044): 13〜14 世紀; イングランド; 

                                                        
87 RISM B/III/6: 88–90. 
88 RISM B/III/3: 91–94; RISM B/III/6: 328. 
89 RISM B/III/1: 120–121; RISM B/III/6: 223. 
90 RISM B/III/1: 122; RISM B/III/6: 224 
91 RISM B/III/6: 434–443. 
92 RISM B/III/2: 21; RISM B/III/6: 432. 
93 RISM B/III/2: 22–25; RISM B/III/6: 474–475. 
94 RISM B/III/2: 36–43; RISM B/III/6: 482–483. 
95 RISM B/III/2: 57–58; RISM B/III/6: 517. 
96 RISM B/III/2: 74–76; RISM B/III/6: 549. 
97 RISM B/III/6: 605–608. 
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羊皮紙; 134×90mm; 12498 

• I-Rvat lat. 5320: 1476; イタリア s; 紙; 285×200mm; 8599 

(6) 『 ス ト ラ ス ブ ー ル

C22 論文』  

• F-Sm 222 C22: 消失 

(7) グロケイオ『無題』 • D-DS 2663:14 世紀末;？; 羊皮紙; 160×120mm; 104100 

• GB-Lbl Harley 281: 14 世紀; France(?); 羊皮紙 (紙 ff. 1-3); 

220×145mm; 96101 

(8) オディントン『音楽思弁

論』 

• GB-Ccc 410 I: 15 世 紀 ; イ ン グ ラ ン ド ; 羊 皮 紙 ; 

205×140mm; 36+15 102 

• GB-Lbl Add. 4909—表 6(9) 

• GB-Lbl Add. 56486: 15 世紀 ; イングランド ; 羊皮紙 ; 

179×124mm; 2103 

(9) ガッロの第 1 無名者『無

題』  

• I-Vnm Lat. Cl. VIII 82 (3047): 15th 世紀; Italy (Florence?); 

羊皮紙; 134×102mm; 153104 

(10) ガッロの第 2 無名者『無

題』 

• I-PAVu Aldini 361—上記(5)参照 

 

(11) 『エアフルト 169 論文』 • D-GOl CA. 2° 169: 15 世紀 (ff. 1–105v), 14 世紀 (ff. I-VI); 

ドイツ; 紙 (羊皮紙 ff. I-VI); 300×210mm; 105105 

(12) 『補遺』 • D-BAs Lit. 115—表 6(6) 

• D-TRp 44—表 6(6) 

 

 

  

                                                        
98 RISM B/III/6: 614–615. 
99 RISM B/III/2: 98; RISM B/III/6: 570. 
100 RISM B/III/3: 41–42; RISM B/III/6: 279. 
101 RISM B/III/4: 74–78; RISM B/III/6: 394. 
102 RISM B/III/4: 4–5; RISM B/III/6: 377. 
103 RISM B/III/4: 58–59; RISM B/III/6: 391. 
104 RISM B/III/2: 128; RISM B/III/6: 621–622. 
105 RISM B/III/6: 281–282. 
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1-5-1. ペトルス・ピカルドゥス『モテットの技芸』 

 

 ペトルス・ピカルドゥス『モテットの技芸』は、3 つの写本、F-Pn lat. 16663: 83r–84v、

S-Uu C 453: 172r–173v、I-Nn Cod. XVI A 15: 1v–3r で残っている。この 3 つの中でおそらく

最も古いのは F-Pn lat. 16663 で、上述のように 1300 年前後にパリ周辺で成立した。F. Alberto 

Gallo による校訂版、RISM B/III やウプサラ大学図書館のカタログによると、S-Uu C 453 は

1336 年にスウェーデンのヴァッステナ Vadstena にある女子修道院で成立したとあるが106、

カリグラフィーを見る限り、『モテットの技芸』の部分は 14 世紀後半から 15 世紀に筆写

され、成立地は不明である。I-Nn Cod. XVI A 15 はこの中では最も新しく、15 世紀にイタ

リア周辺で成立した。  

 F-Pn lat. 16663 において、ヒエロニムスはこの著書をペトルス・ピカルドゥス作として

いるが、他の 2 写本では作者不詳になっている。一方、ヒエロニムス（F-Pn lat. 16663）と

S-Uu C 453 はこの著書名については言及していないものの、I-Nn Cod. XVI A 15 では『簡潔

にまとめられたモテットの技芸』（1v）あるいは『モテットの技芸』（3r）と題されている

107。また、F. Alberto Gallo は、全体を以下の 4 章に分け、章題を付けている。  

 

第 1 章 単独音符について De simplicibus figuris 

第 2 章 リガトゥーラについて De figuris ligatis 

第 3 章 休符について De pausis 

第 4 章 モドゥスについて De modis 

 

 F-Pn lat. 16663 は 4 章全てを収めているが、譜例部分が譜線のみ残され、空欄になって

いる108。S-Uu C 453 のテクストは第 3 章が始まったまもなくのところで未完で終わってお

り、第 2 章の終わりの 2 つの譜例は譜線だけが書かれている。対して、I-Nn Cod. XVI A 15

ではテクスト・譜例ともに完全な状態で残っている。  

                                                        
106 Petrus Picardus, Ars motettorum compilata breviter. Ars musicae mensurabilis secundum 
Franconem: Mss. Paris, Bibl. nat., lat. 15129, Uppsala, Universiteitsbibl., C 55. Compendium 
musicae mensurabilis artis antiquae: Ms. Faenza, Biblioteca Comunale 117, edited by Gilbert 
Reaney, André Gilles, and Franco Alberto Gallo, Corpus scriptorum de musica 15 ([S.l.]: American 
Institute of Musicology, 1971): 12. 
107 原題ではモテットの綴りが「morellorum」になっているが、本論文では慣例に従って、一

般的なモテットの表記「motettorum」を採用する（I-Nn Cod. XVI A 15: 1v, 3r）。 
108 F-Pn lat. 16663: 73v. 
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1-5-2. 偽ペトルス・デ・クルーチェと『モテット、ホケット、オルガヌムおよび

ディスカントゥスの技法』  

 

 偽ペトルス・デ・クルーチェの理論書は F-Pn lat. 15129: 3r–5r (1r–3r)と S-Uu C 55: 22r–v

に収められている。この理論書の筆者は不明であるが、Coussemaker は疑問符付きで作者

をペトルス・デ・クルーチェとしている。これは、理論書中で S が 1 テンプスの中に 2 つ

から 7 つまで入れることができると述べられており、ヤコブスの指摘するペトルス式記譜

法と一致するためである。しかし、ヤコブスはペトルス・デ・クルーチェがその記譜法を

理論書に記したとまでは言っておらず、ゆえに、現在は作者不詳あるいは偽ペトルス・デ・

クルーチェ作と扱うのが慣例になっている。  

 Gallo はこの理論書全体を 6 章に分け、以下の章題を加えている109。 

 

A（序論 計量音楽の定義）110 

第 1 章 フィグラについて De figuris 

第 2 章 単独音符におけるプリカについて De plicis in figuris simplicibus 

第 3 章 リガトゥーラとそのプロプリエタスについて  De ligaturis et earum 

proprietatibus 

第 4 章 リガトゥーラにおけるプリカについて De plicis in figuris ligatis 

第 5 章 モドゥスについて De modis 

第 6 章 休符について De pausis 

 

S-Uu C 55 は上記の全ての章を、F-Pn lat. 15129 は A の序論以外の全ての章を含む。また、

両写本におけるテクストと譜例はかなりの程度で異なっている（附録 2）。さらに、全体は

フランコの抜粋・要約になっているにもかかわらず、リズム・モードに関しては旧来の 6

つのモドゥスを挙げている。また上記のようにペトルス式記譜法への言及もあり、フラン

コ『計量音楽技法』とは異なる理論が織り交ぜられている。  

 近年発見された『モテット、ホケット、オルガヌムおよびディスカントゥスの技法』は、

そのテクストと譜例の大部分が欠けた状態で残っているが、その内容を見る限り、偽ペト

                                                        
109 Petrus Picardus, Ars motettorum compilata breviter: 39–53. 
110 丸括弧内の章題は本論文執筆者による加筆。  
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ルス・デ・クルーチェの理論書と大部分が一致する。  

 

 

1-5-3. 無名者『パリ 14741 論文』、ガッロの第 1 無名者、ガッロの第 2 無名者  

 

 『パリ 14741 論文』は 2019 年に Christian Meyer によって発見された計量音楽論の短い

論文で、F-Pn lat. 14741: VIIr–VIIIr に収められている。内容を見ると、これは『計量音楽技

法』の第 3〜8 章を要約した概説書で、ピカルドゥスや偽ペトルス、『現代人は簡潔さを賛

美し』と内容面で酷似している。  

 ガッロの第 1 無名者とガッロの第 2 無名者はともに短い計量音楽論の論文で、前者は I-

Vnm Lat. Cl. VIII 82 (3047): 75r–76r に、後者は I-PAVu Aldini 361: 58r–58v, 67v にて現存する。

内容はやはりフランコの第 3〜8 章を要約したものである。 

 

 

1-5-4. 『現代人は簡潔さを賛美し』、『ストラスブール C22 論文』、および『エア

フルト 169 論文』 

 

 『現代人は簡潔さを賛美し』とは、「現代人は簡潔さを賛美し Gaudent brevitate moderni」

というインチピットのフランコ『計量音楽技法』の概論の総称であり、ミニマや計量記号

等などのアルス・ノヴァの理論の影響を受けていない範囲では、現在のところ 17 のヴァリ

アントで残っている（表 9）。ただし、これらの内容は、モドゥスの種類、譜例の楽曲、S

のテンプスの解釈などでそれぞれ異なっている。また、これらに加えて、無名者『ストラ

スブール C22 論文』（F-Sm 222 C22: 7v–8r、1411 年）も、『現代人は簡潔さを賛美し』をさ

らに要約したものと考えられるが、他の 17 のヴァリアントがラテン語で書かれているの

に対し、こちらはドイツ語で書かれている111。 

 

 

                                                        
111 この写本は 19 世紀に焼失したが、Coussemaker が 1866 年頃に筆写したものが B-Bc 56286 
(olim FA54.525): 55–58 として残っており、また CSIII: 411–413 でも上梓されている。  
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表 9 『現代人は簡潔さを賛美し』のヴァリアント一覧（附録 1 より抜粋）  

GBM 番号112 所蔵名  

GBM1 F-Pn lat. 15139: 272r–275r 

GBM2 F-Pn lat. 15128: 122v–124r 

GBM3 D-Mbs Clm. 5539: 24r–27r 

GBM4 A-Wn Cod. 5003: 200r–202v 

GBM5 I-Nn Cod. XVI A 15: 1r–1v 

GBM6 I-Nn Cod. XVI A 15: 4v–5r 

GBM7 I-Vnm Lat. Cl. VIII 1 (3044): 119v–120v 

GBM8 I-Sc L. V. 36: 17r–19r 

GBM9 F-SDI 42: 34r–36v 

GBM10 F-SDI 42: 54r–58v 

GBM11 I-FZc 117: 23r(24r)–24r(25r) 

GBM12 I-PAVu Aldini 361: 67v–70r 

GBM13 I-Fl Plut. 29.48: 110v–113r 

GBM14 I-Rvat lat. 5320: 80r–83v 

GBM15 I-Ma I 20 inf.: 25v–27r 

GBM16 I-BGc MIA 266 (∆ IV 30): 256v–258r 

GBM17 I-BGc MAB 21 (∑ IV 37): 48v–51r 

 

 上記に加え、F-Pn lat. 15139: 272r–275r では、インチピットは異なるものの、『現代人は

簡潔さを賛美し』のテクストの大部分を引用している。また、ロベルトゥス・デ・ハンド

ロ Robertus de Handlo『規則』（1315〜1322 年頃？）は、フランコと自身の対話形式で理論

を展開するが、フランコの会話部分は「現代人は簡潔さを賛美し」で始まり、以下、フラ

ンコの名の下に『現代人は簡潔さを賛美し』が引用され、ハンドロが相槌として注釈を入

れる構成になっている。同様に、ヨハネス・ハンボイス Johannes Hanboys『概論 Summa』

                                                        
112 本論文では、『現代人は簡潔さを賛美し』のヴァリアントを番号付けするために GBM 番号

を用いる（番号付けは執筆者による）。なお、GBM は原題「Gaurdent brevitate moderni」の頭

文字である。  
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（1370 年頃？）はハンドロ『規則』を要約・再構成した内容になっているが、これも『現

代人は簡潔さを賛美し』の大部分を引用している。ただし、F-Pn lat. 15139、ハンドロ『規

則』、ハンボイス『概論』はミニマ等のアルス・ノヴァの用法にも触れているため、これら

は本論文では捕捉的資料として扱うに留めたい。 

 また、Ristory は、無名者『エアフルト 169 論文』（D-GOl CA. 2° 169: Ir–v）も『現代人は

簡潔さを賛美し』のヴァリアントと見なしている113。この理論書のカリグラフィーを見る

と、ドイツ語圏に特有のゴシック体で、1300 年前後あるいは 14 世紀に筆写されたものと

考えられる。さらに、譜例で挙げられている楽曲に注目すると、同じドイツ語圏であるオー

ストリアのモントゼー Montsee で成立した GBM4 の譜例で引用されている楽曲と多くが

共通している。一方で、内容を見ると、『エアフルト 169 論文』はフランコの 5 つのモドゥ

スではなく、6 つのモドゥスを挙げているが、これは従来の 6 つのモドゥスとも異なって

いる。しかし、この理論書は、D-GOl CA. 2° 169: Ir–v で断片的に残るのみで、その内容の

大部分が欠落しているために、本来どのような内容を論じていたのか、前フランコ式なの

かそれとも後フランコ式なのかは定かではない。 

 

 

1-5-5. オディントン『音楽思弁論』  

 

 オディントン『音楽思弁論』は GB-Ccc 410 I: 1r–36r、GB-Lbl Add. 4909: 105r–106r、GB-

Lbl Add. 56486: 1r–2v といずれもイングランドで成立した写本あるいは断片の中で残って

いる。この中で『音楽思弁論』の完全なテクストと譜例を持つのは GB-Ccc 410 I だけで、

これは 15 世紀になって成立した。また、他 2 つは、オディントンの理論書のうち、単旋音

楽論の部分のみを収めている。  

 ところで、オディントンの計量音楽論は、フランコの第 3〜8 章の規則を含んでいるが、

フランコの 5 つのモドゥスには触れておらず、6 つのモドゥスを挙げている。  

 

 

 

                                                        
113 Ristory, Post-franconische Theorie und Früh-Trecento: 407. 
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1-5-6. グロケイオ  

  

 グロケイオの理論書は 14 世紀に成立したとされる 2 つの写本、D-DS 2663: 56r–69r と

GB-Lbl Harley 281: 39r–52r で残る。この著書は、6 つ、9 つ、5 つのモドゥスをガルラン

ディア、ランベルトゥス、フランコ 3 人の代表的な理論家と結び付けて論じている点で重

要な資料である114。特にリガトゥーラの規則に関しては、『計量音楽技法』第 7・8 章の

規則を要約している一方、現存の写本はいずれも譜例を伴っておらず、グロケイオがどの

ような記譜を想定していたかは議論の余地がある。 

 

  

                                                        
114 Rohloff, Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo nach den Quellen neu herausgegeben mit 
Übersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht, 2:54–55. 
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第 2 章 アルス・アンティクァの計量音楽論概要 
 

 本章では、アルス・アンティクァにおけるリガトゥーラの用法と記譜を理解するための

予備知識として、計量音楽論の基本的な規則、とりわけ音価やフィグラ、モドゥスについ

て概観したい。  

 

 

2-1. 音価  

 

 アルス・アンティクァの計量音楽論では原則として 4 種類の音価、すなわち L、B、S、

ドゥプレクス・ロンガ（以下 DL）がある。『ディスカントゥスの通常の配置』やガルラン

ディアをはじめとする前フランコ式理論では、基本的に B は 1 テンプス、L は 2 テンプス

で、これらはそれぞれ正しいブレヴィス brevis recta、正しいロンガ longa recta とも呼ばれ

た115。同様の説明は、計量音楽論が登場する約半世紀前にパリ大学のマジステル、アレク

サンダー・デ・ヴィッラ＝デイ Alexander de Villa Dei によって書かれたラテン語の文法書

『ドクトリナレ Doctrinale』（1199）の中で見られ、アレクサンダーはそこで B を 1 テンプ

ス、L を 2 倍のテンプス、と定義している116。 

 しかし、計量音楽論における B と L は常に 1 テンプスと 2 テンプスというわけではな

く、モドゥスの種類によって L は 3 テンプスに、B は 2 テンプスに成り得た117。そして、

ランベルトゥスは三位一体の完全性を論拠に、3 テンプス L を「完全 L」、2 テンプスの L

を「不完全 L」と呼び始める。ザンクト＝エメラムの無名者はランベルトゥスのこの考え

を非難し、従来のガルランディアの理論に則って 2 テンプスの方をレクタ・「正しい」と見

なすべきと主張する118。しかしこの主張も虚しく、フランコがランベルトゥスの完全・不

完全 L の定義を取り入れるとそれがたちまち普及し、後フランコ式の理論書は『補遺』を

除いては全て、完全・不完全 L を採用している。 

                                                        
115 ただし、アメルスはテンプスの概念には触れていない。 
116 Dietrich Reichling, ed., Das Doctrinale des Alexander de Villa-Die (Berlin: A. Hofmann & 
Comp., 1893): 100. ペロティヌスも 1198 年に《Viderunt》を、1199 年に《Sederunt》をパリ・

ノートル・ダムで作曲しており、両者が同時期に同じ場所で活躍していたことは注目に値す

る。 
117 2-3-1 を参照のこと。  
118 Yudkin, De musica mensurata: 104–105. 
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 このように、アルス・アンティクァの計量音楽論において、L と B はモドゥスを構成す

る最も重要かつ基礎的な音価であったが、一方で、S の位置付けは、とりわけ前フランコ

式理論においては曖昧である。『ディスカントゥスの通常の配置』によれば、S は 1 テンプ

スより短く計量外 ultra mensuram であるとし、計量システムの中心にはないことを示唆し

ている119。同様に、ガルランディアは S を B の一種であると定義し、『ディスカントゥス

の通常の配置』同様、S が B の下位区分であることを強調するとともに、そのテンプスに

ついては一切触れていない120。事実、ガルランディアは S のことを単に B と呼ぶことがあ

り、また、逆プロプリエタスや 3 音リガトゥーラへの還元の規則では、S という語を用い

ずに、1 テンプスより小さい、S に相当する音価について説明している。S に相当する音価

が S とは明示されない、いわゆる「名無しの S」は、第 4 無名者の理論でも見られる121。  

 第 7 無名者の 3 音リガトゥーラへの還元においても「名無しの S」が見られるが、一方

で第 7 無名者は、S が 1/2 テンプス dimidium tempus であると明示しており、この証言は S

の語源、つまり「セミ＝半分」＋「ブレヴィス」という語の構造に矛盾しない122。同様に、

アメルスは拍の概念に触れていないものの、S は B の半分と述べており、S が 1/2 テンプ

スであったことを仄かしている123。 

 一方、ランベルトゥスは 2 種類の S、すなわち大 S（2/3 テンプス）と小 S（1/3 テンプ

ス）を提唱する124。また、ランベルトゥスの一次資料のうち、F-Pn lat. 11266 と D-GOl CA. 8° 

94 は、逆プロプリエタスの 2 音リガトゥーラの説明において、これらの S が[SS(1/3:2/3)]

あるいは[SS(2/3:1/3)]と置かれる旨を述べているが125、I-Sc L. V. 30 と Herwagius 1563 は

[SS(1/3:2/3)]のみを挙げている126。さらに、ザンクト＝エメラムの無名者は、2 つの S は常

に小・大の順に SS(1/3:2/3)と置かれるべきとし、ランベルトゥスの大・小の配列 SS(2/3:1/3)

を、F-Pn lat. 11266 あるいは D-GOl CA. 8° 94 の方のランベルトゥスのテクストを引用しな

                                                        
119 Christian Meyer, Guy Lobrichon, and Carola Hertel-Geay, eds., Hieronymi de Moravia Tractatus 
de musica, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 250 (Turnhout: Brepols, 2012): 176. 
120 Reimer, Johannes de Garlandia, 1:46. 
121 3-2-4 を参照のこと。  
122 Reaney, De musica libellus: 25. 
123 Ruini, Ameri Practica artis musice: 100. 
124 Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 64–67. 
125 “Prima autem minor semibrevis dicitur, secunda vero major vel econverso […]”; F-Pn lat. 11266: 
26r–26v; D-GOl CA. 8° 94: 92r; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister 
Lambertus/Aristoteles: 82–83. 
126 I-Sc L. V. 30: 27r–v; Herwagius 1563, 1: cols. 425–426; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to 
Magister Lambertus/Aristoteles: 82–83. 
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がら、批判している127。フランコもザンクト＝エメラムの無名者と同様に、2 つの S は必

ず小・大の順に並ぶと定義しており128、この定義は『補遺』を除く全ての後フランコ式理

論において採用されている。  

 一方、『現代人は簡潔さを賛美し』のうち GBM4、GBM6、GBM11 は 1B に対して 3 つ以

上の S を置く、いわゆるペトルス式記譜法について論じている（付録 1）。これは『現代人

は簡潔さを賛美し』が単なる『計量音楽技法』の要約ではなく、別の理論の影響も受けて

いたことを意味する。  

 DL は S 以上に言及に乏しい。『ディスカントゥスの通常の配置』、『ブルージュ・オルガ

ヌム論文』、アメルスは DL に言及しておらず、ガルランディアも DL をロンガの一種とす

るも、その長さを明示するには至っていない 129。カールスルーエの無名者とフランコは

ドゥプレクス（2 倍）という言葉通り、DL は L2 つ分と解釈するも、拍については触れて

いない130。一方、第 7 無名者とザンクト＝エメラムの無名者は 6 拍であると主張し、また

ランベルトゥスも完全な音符（＝完全ロンガ）2 つ分とし、6 拍であることを暗示している

131。興味深いことに、第 4 無名者は、DL は 6 拍にもなれば 5 拍にもなると述べている 132。  

 後フランコ式理論だと、オディントンが DL を二重の完全 L と見なしており、これは 6

テンプスに相当する。また、テクストが欠落している『モテット、ホケット、オルガヌム

およびディスカントゥスの技法』や『エアフルト 169 論文』を除く全ての後フランコ式理

論は DL を 6 テンプスとしている。  

 

 

2-2. フィグラ  

 

 フィグラとは音符、あるいは音の記譜のことを指し、計量音楽論では主に単独音符 

simplex（あるいは単独フィグラ）とリガトゥーラ（連結されたフィグラ）とに 2 分される。

                                                        
127 ‘Prima autem minor semibrevis dicitur, secunda vero major vel econverso.’ D-Mbs Clm. 14523: 
143v–144r; Yudkin, De musica mensurata: 144–145, 148–149. 
128 Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 74–75. 
129 Ibid.: 74–75. 
130 Hans Müller, Eine Abhandlung über Mensuralmusik in der Karlsruher Handschrift St. Peter 
pergamen. 29a (Leipzig: B. G. Teubner, 1886): 6; Reaney and Gilles, Franconis de Colonia Ars cantus 
mensurabilis: 30. 
131 Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 74–75. 
132 Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:44. 
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また、ガルランディアは、リガトゥーラの同義語としてコンポジタ composita（複合の意）

を用いており133、さらにランベルトゥスはリガトゥーラとコンユンクトゥーラ coniunctura

（結合の意）を同義語としている134。以下では、2 種類のフィグラ、すなわち単独音符と

リガトゥーラの記譜について見ていきたい。  

 

 

2-2-1. 単独音符とそのプリカ  

 

 アルス・アンティクァの計量音楽論で用いられる単独音符は常に、単独 L  、単独 B 、

S  、DL  の 4 種類である135。そして、とりわけ単独 L と単独 B はしばしばプリカ plica

を伴うことがあった。プリカとは、後ろに装飾的に加えられる音あるいはそれを示すため

の縦線を指し、上行と下行がある。上行のプリカ・L は    、下行のプリカ・L は  

 と書かれ、また上行のプリカ・B は通常    、下行のプリカ・B は   と

書かれる。ランベルトゥスは上行のプリカ・B として  を提唱し136、これはザンクト＝エ

メラムの無名者の批判を受けるが137、後フランコ式記譜法による楽譜写本では稀にこの記

譜が見られる。  

 また、前フランコ式理論の中では唯一ザンクト＝エメラムの無名者が、  のように大

S にプリカを付ける記譜にも言及している138。フランコは S のプリカについては言及して

いないが、『現代人は簡潔さを賛美し』のうち GBM1、GBM3、GBM5 は S のプリカを説明

している。  

 

 

2-2-2. リガトゥーラとそのプリカ  

 

                                                        
133 I-Rvat lat. 5325: 18r; B-BRs 528: 59v; F-Pn lat. 16663: 69v; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:62. 
134 F-Pn lat. 11266: 25v; I-Sc L. V. 30: 27r; D-GOl CA. 8° 94: 91v; Herwagius 1563, 1: cols. 424; 
Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 80–81. 
135 アルス・アンティクァの計量音楽論では、通常、単独 S や単独 DL という語は用いられな

い。 
136 F-Pn lat. 11266: 25v–28r; D-GOl CA. 8° 94: 91r–93r; I-Sc L. V. 30: 27r–28r; Herwagius 1563, 1: 
cols. 424–427; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 82–83. 
137 D-Mbs Clm. 14523: 141r; Yudkin, De musica mensurata: 134-135. 
138 D-Mbs Clm. 14523: 148r; Yudkin, De musica mensurata: 152–153. 
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 前フランコ式の理論書においてリガトゥーラの記譜と音価の解釈は実に様々で、基本と

なる 3 音リガトゥーラが[LBL]になるという点以外の共通点はほぼないと言ってよい。  

 ただし、ガルランディアの唱えたプロプリエタスとペルフェクツィオの定義と記譜はお

そらくフランコに影響を与えたであろう。ガルランディアによればプロプリエタスは最初

の音に関する概念、ペルフェクツィオは最後の音に関する概念で、プロプリエタス有りと

無しは最初の音に縦線を付すか否かで変わった。ただし、ガルランディアの理論において

は、例えばプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラとして、[LBL]

以外にも[BBL]や[LLL]、[BBB]など、様々な音価の組み合わせが想定された。また、ガルラ

ンディアにとって、プロプリエタス無しは特に[LBL]に対して逆の音価の配列になる[BLB]

を、ペルフェクツィオ無しは[BBL]から後ろの音を除いた[BB]を意味し、プロプリエタスと

ペルフェクツィオという語をその原義、すなわち本来性と完全性に基づいて用いている。  

 一方でフランコは、ガルランディアのプロプリエタスとペルフェクツィオの概念を踏襲

しながらも、プロプリエタス有りを最初の音が B に、プロプリエタス無しを最初の音が L

に、ペルフェクツィオ有りを最後の音が L に、ペルフェクツィオ無しを最後の音が B にな

ると改め、また、3 音以上のリガトゥーラの真ん中の音は全て B になるという定義を加え

た139。これにより、プロプリエタスとペルフェクツィオは本来性や完全性とは関係なく、

純粋に音価に関連した概念となった。  

 また、フランコは、ガルランディアのリガトゥーラの記譜法をほぼ踏襲しているが、主

に 2 つの点で違い見られる（表 10）。一つは、プロプリエタス無しの上行形である。ガル

ランディアは、プロプリエタス無しの上行形には左側にのみ縦線を伴うとし、プロプリエ

タス有りの下行形と対を成す記譜を想定していた。一方、フランコはプロプリエタス無し

の上行形において最初の音が右側に縦線を持つ記譜を許容している140。 

 

  

                                                        
139 I-Rvat lat. 5325: 15r–v; B-BRs 528: 57r–v; F-Pn lat. 16663: 67v–68r; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:47–48. 
140 F-Pn lat. 11267: 3r–v; F-Pn lat. 16663: 79r–v; I-Ma D 5 inf.: 113v–114v; GB-Ob Bodl. 842: 53v–
54v; F-SDI 42: 47r–48r; I-TRE: 5r–v; Reaney and Gilles, Franconis de Colonia Ars cantus 
mensurabilis: 44–51. 



 49 

表 10 ガルランディアとフランコによるリガトゥーラの記譜の比較（プリカ無し）  

  ガルランディア  フランコ  

プ 

ロ 

プ 

リ 

エ 

タ 

ス 

有り 

上行：最初の音に下向きの縦線は付かない  

（例）    

下行：最初の音の左側に下向きの縦線が付く  

（例）    

無し 

上行：最初の音の左側に下

向きの縦線が付く  

（例）     

 

上行：最初の音の左側あるいは右

側に下向きの縦線が付く  

（例）     

あるいは        

下行：最初の音には縦線は付かない  

（例）    

ペ 

ル 

フ 

ェ 

ク 

ツ 

ィ 

オ 

有り 

上行：ウルティマがペヌルティマの真上に位置し、右側に縦線

を伴う …  

（例）       

下行：ウルティマがペヌルティマの斜め下に位置する …  

（例）       

無し 

上行：ウルティマがペヌル

ティマの斜め上に位置する  

…  

（例）    

 

 

 

上行：ウルティマがペヌルティマ

の斜め上に位置する  

…  

（例）    

あるいは特にプリカを伴う際は

上斜めに書かれる  

…  

（例）   

下行：ペヌルティマとウルティマは斜め下向きに書かれる  

…  

（例）     
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表 11 ガルランディアとフランコによるリガトゥーラの記譜の比較（プリカ有り）  

  ガルランディア  フランコ  

ペ 

ル 

フ 

ェ 

ク 

ツ 

ィ 

オ 

有り 

上行：ウルティマがペヌルティマの斜め上に位置する  

…   あるいは …  

（例）  →   か  

下行：ウルティマがペヌルティマの斜め下に位置する  

…  あるいは  …  

（例）  →  か  

無し 

上行：ウルティマがペヌル

ティマの斜め上に位置する  

…   あるいは …  

（例）  →   か  

上行：ウルティマとペヌルティマ

は斜めに書かれる  

…   あるいは …  

（例） あるいは  →  か  

 

下行：ペヌルティマとウルティマは一続きに斜めに書かれる  

…  あるいは …  

（例） →   か  

  

 さらにガルランディアの方法では、プリカを伴う場合、ペルフェクツィオ有り・無しは

上行形の場合、同じ記譜になるという特徴がある（表 11）。例えば、 （プロプリエタス

有りペルフェクツィオ有り）と （プロプリエタス有りペルフェクツィオ無し）はプリカ

を伴うと両方とも   あるいは    となる。ザンクト・エメラムの無名者によれば、上

行形のペルフェクツィオ有りにそのままプリカを      のように付けることはできな

い。ザンクト・エメラムの無名者はその詳細な理由や根拠にまでは言及していないが、他

の前フランコ式の理論書や楽譜を見る限り、      のような記譜は見られないため、上

行形のペルフェクツィオ有り・無しの記譜は慣習の中で自然にこのような形で書かれるよ

うになった可能性が高い。  

 ザンクト・エメラムの無名者は、このように、ガルランディアのリガトゥーラの記譜を

説明するとともに、上行形のプリカ付きのペルフェクツィオ有り・無しが同じ記譜になる

ことを指摘している。フランコはザンクト・エメラムの無名者の指摘を的確に反映し、ペ
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ルフェクツィオ無しの上行形を特にプリカ付きに限っては必ず斜めに書かれるよう、再定

義を行っている。ゆえに、リガトゥーラが上向きの斜めに「…  」のように書かれている

場合は、ほぼ例外なくフランコ式あるいは後フランコ式記譜法によるものと断定できる。

ただし、ガルランディアの B-BR 528 写本版では、ガルランディアのリガトゥーラの記譜の

定義にはないこの斜め上向きのリガトゥーラをたびたび用いており、ゆえに B-BR 528 写

本版は 1280 年以降にフランコの理論の影響を受けつつ筆写された可能性が高い。  
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2-3. モドゥス  

 

2-3-1. 6 つのモドゥス  

 

 Rudolf Flotzinger によると、計量音楽におけるリズム・モードの概念は、ロンガとブレ

ヴィスと併せて、アレクサンダーに由来している可能性が高い141。アレクサンダーは『ド

クトリナレ』の中で、古代の詩は様々な詩脚を用いていたが、当代（1199 年頃）には、ダ

クティルス、スポンデウス、トロケウス、アナペストゥス、トリブラクス、イアンブスの

「6 つのモドゥス modi」、すなわち 6 つの脚韻で十分であると述べている142。そして、こ

れらの 6 つのモドゥスは 13 世紀の計量音楽論のほとんどが挙げている 6 つのモドゥスと

一致する。すなわち、ダクティルス（長短短格）は第 3 モドゥス、スポンデウス（長長格）

は第 5 モドゥス、トロケウス（長短格）は第 1 モドゥス、アナペストゥス（短短長格）は

第 4 モドゥス、トリブラクス（短短短格）は第 6 モドゥス、イアンブス（短長格）は第 2

モドゥスに対応している。それにもかかわらず、前フランコ式理論の中でこのような詩の

韻律と計量音楽におけるモドゥスの関係に言及した著書はなく、後フランコ式の時代に

なってはじめて、ワルター・オディントンがこれらに言及している143。 

 前フランコ式理論のうち、6 つのモドゥスに言及しているのはアメルスとランベルトゥ

ス以外の全ての理論書で、また『ブルージュ・オルガヌム論文』に関しては、第 5 モドゥ

スの説明が終了した部分で論文そのものが終わっており、これが第 6 モドゥスの説明以降

                                                        
141 Rudolf Flotzinger “Zur Frage der Modalrhythmik als Antike-Rezeption,” in Archiv für 
Musikwssenschaft, vol. 29, no. 3 (1972): 205. 2-1 も参照のこと。  
142 “Distinxere pedes antiqua poemata plures. sex partita modis satis est divisio nobis: dactylus et 
spondeus, esinde trocheus, anapestus, iambus cum tribracho possunt praecedere metro. dactylus ex 
longa brevibusque duabus habetur. dicitur ex longis spondeus constare duabus. syllaba 
bina, trocheu, constat tibi, longa brevisque. productam brevibus subdes, anapeste, duabus. terna brevis 
tribracho, iambo brevis insita longae.”; Dietrich Reichling, ed., Das Doctrinale des Alexander de 
Villa-Dei (Berlin: A. Hofmann & Comp.: 1893): 100. 次の文献も参照せよ。Anna Maria Busse 
Berger, Medieval Music and the Art of Memory (Berkeley: University of California Press, 2005): 183. 
143 しかし、オディントンは、6 つのモドゥスに対して、アレクサンダーの言及する 6 つの詩

脚以外にも、例えば第 1 モドゥスにはアンフィマクルス amphimacrus（長短長格）とディト

ロケウス（長短長短格）、第 2 モドゥスにはアンフィブラクス amphibrachus（短長短格）と

ディイアンブス（短長短長格）、第 3 モドゥスにはコリアンブス choriambus（長短短長格）、

第 4 モドゥスにはピルリクス pyrrhicus（短短格）、第 5 モドゥスにはモロッスス molossus
（長長長格）、第 6 モドゥスにはプロケレウスマティクス proceleusmaticus（短短短短格）な

どの語を用いている、ゆえに、オディントンが直接的にアレクサンダーの 6 つの詩脚の概念

を計量音楽における 6 つのモドゥスと結び付けているとは言い難い（Walteri Odington, Summa 
de speculatione musicae, edited by Frederick F. Hammond, Corpus scriptorum de musica 14 ([S.l.]: 
American Institute of Musicology, 1970): 90）。  
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の部分が失われたことによるのか、本来からモドゥスは 5 つと考えていたのかは定かでな

い。さらに、後フランコ式理論の時代でも、前フランコ式理論を強く踏襲している『補遺』

やオディントンに加え、偽ペトルスと I-Rvat lat. 5320 の『現代人は簡潔さを賛美し』も 6

つのモドゥスに言及している。『モテット、ホケット、オルガヌムおよびディスカントゥス

の技法』では、第 2 モドゥスの説明の部分で途切れているが、第 1 モドゥスの部分で LB

の配列のみに言及していること（フランコは LB と全て Lからなる配列両方を含めている、

2-3-3 を参照）、また偽ペトルスとテクストが酷似していることから、6 つのモドゥスを挙

げていた可能性が高い。  

 6 つのモドゥスの音価とテンプスに注目しよう（表 12）。『ディスカントゥスの通常の配

置』は、6 つのモドゥスをとりわけモテットの作曲技法に限定して述べている144。この理

論書は、音価の配列は挙げているが、各音価の具体的なテンプスまでは説明していない。

さらに、ここでは第 6 モドゥスに B に加えて S が含まれているが、他の前フランコ式理論

の理論書が S を含めていないことを考慮すると、後の筆写者によってあるいはヒエロニム

スによって第 6 モドゥスの説明部分がフランコの理論を反映させて書き換えられた可能性

が指摘される145 。また、カールスルーエの無名者と偽ペトルス、『モテット、ホケット、

オルガヌムおよびディスカントゥスの技法』も音価の配列のみで、テンプスには言及して

いない。  

  

                                                        
144 F-Pn lat. 16663: 65v–66v. 
145 2-3-3 も参照のこと。  
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表 12 アルス・アンティクァの計量音楽論の理論書における 6 つのモドゥス比較  

モドゥス  1 2 3 4 5 6 

ディスカントゥス

の通常の配置』  
LB BL LBB BBL 全て L 

全て B か  

S 

ガルラ

ンディ

ア 

 

I-Rvat 

lat. 5325  

& B-BRs 

528 

LB(2:1) BL(1:2) LBB BBL 全て L(3?) 全て B(1) 

F-Pn 

lat. 1666

3 

LB(2:1) BL(1:2) L(3)BB BBL(3) 全て L(3?) 全て B(1) 

第 7 無名者  LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
全て L(3) 全て B(1) 

『ブルージュ・オ

ルガヌム論文』  
LB(2:1) BL(1:2) 

LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
全て L(3) ? 

カールスルーエの

無名者 
LB BL LBB BBL 全て L 全て B 

ザンクト＝エメラ

ムの無名者  

 

LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
全て L(3) 

全て B(1)、  

SS(1/3:2/3

)あるいは

SSS(1/3:1/

3:1/3) 

第 4 無名者  LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
全て L(3) 全て B(1)  

『補遺』 LB(2:1?) BL(1:2?) LBB BBL 全て L(3?) 
全 て  

B(1?) 

偽ペトルス  LB BL LBB BBL 全て L B か S 

『 モ テ ッ ト 、 ホ

ケット、オルガヌ
LB BL ? ? ? ? 
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ムおよびディスカ

ントゥスの技法』  

『 現 代

人 は 簡

潔 さ を

賛美し』 

GBM14: 

I-Rvat 

lat. 5320 

LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 
BBL 全て L(3) 全て B(1) 

オディントン  LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
全て L(3) 全て B(1) 

グロケイオ  (2:1) (1:2) (3:1:2) (1:2:3) 全て(1)？ 全て(3)？ 

 

 ガルランディア『計量音楽論』も、モドゥスの説明部分では、各音価の具体的なテンプ

スを言及するには至っていない。ところが、I-Rvat lat. 5325 と B-BRs 528 における『計量音

楽論』は、第 1・2・6 モドゥスを「計量可能  mensurabiles」あるいは「正しいモドゥス   

rectus modus」、対して第 3・4・5 モドゥスを「計量外 ultra mensurabiles/ultra mensuram」と

呼んでおり、正しいモドゥスは正しい B と正しい L のみから成ると定義していることか

ら、第 1・2・6 モドゥスの B と L がそれぞれ 1 テンプスと 2 テンプスであることが分か

る。一方、ここでは計量外のモドゥスにおける音価のうちどれが特に計量外に当たるのか、

また計量外が何テンプスを表すかは定かでない。対して、F-Pn lat. 16663 における『計量

音楽論』では、第 1・2・6 モドゥスを他の 2 写本と同じく正しいモドゥス modus rectus、

第 3・4・5 モドゥスを「斜めのモドゥス obliquus modus」と呼んでいる146。また、ここで

は 2 つの B が 3 テンプスの L に相当すると定義されており147、ゆえに第 3・4 モドゥス中

の L が 3 テンプスであることが分かる。  

 さらに、I-Rvat lat. 5325 と B-BRs 528 における『計量音楽論』に見られる正しいモドゥス

と計量外のモドゥスの概念は、ザンクト＝エメラムの無名者、第 4 無名者、『補遺』で引用

されている148。ただし、『補遺』は正しい B と正しい L の概念およびそのテンプスを定義

せずにこれらの用語を用いているため、この理論書のみから各モドゥスのテンプスを理解・

                                                        
146 F-Pn lat. 16663: 66v; Reimer, Johannes de Garlandia, 1:91. ここでの「斜め obliquus」とは、

文法や幾何における「直立・直角 rectus」の対義語である。  
147 “[…] longa ante duas breves valet tria tempora.”; F-Pn lat. 16663: 67r; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:92. 
148 GB-Lbl Royal 12 C VI: 77v; GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX: 222r; GB-Lbl Add. 4909: 86v–87r; 
Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:76–77. 



 56 

予測することはできない。加えて、第 4 無名者は F-Pn lat. 16663 における『計量音楽論』

で登場する斜めのモドゥスにも言及しているが149、これ以外の現存する計量音楽論の著書

で斜めのモドゥスという用語は一切出てこない。 

 また、各音価のテンプスに言明しているのは、第 7 無名者、『ブルージュ・オルガヌム論

文』、ザンクト＝エメラムの無名者、第 4 無名者、オディントンである。I-Rvat lat. 5320 に

おける『現代人は簡潔さを賛美し』も、第 4 モドゥス以外のテンプスについては詳述して

いる。ここで第 4 モドゥスの説明が乏しい理由として次の 2 つが考えられる。一つは、第

4 モドゥスが第 3 モドゥスの L と BB を入れ替えただけのものであるため説明を省略した、

もう一つは、第 4 モドゥスが実際には使われていなかったため、詳細を省いた、という可

能性である。特に後者に関しては、ガルランディアやカールスルーエの無名者が実用され

ていなかった旨を述べている。  

 また、グロケイオは、「ガルランディアによって分類された」6 つのモドゥスを挙げてい

るが、第 1〜4 モドゥスに関してはテンプスの説明のみで、逆に B や L などの音価は言及

されていない。さらに、グロケイオは第 5 モドゥスを 1 テンプス、第 6 モドゥスをペルフェ

クツィオ、すなわち 3 テンプスから成るものと考えており、ここでは、第 5・6 モドゥスの

配置が逆転している150。 

 加えて、F-Pn lat. 16663 における『計量音楽論』で、ガルランディアは補足的に LLB と

進行するモドゥスに言及している151。そして、第 4 無名者はこのモドゥスが第 3 モドゥス

の派生として扱われていること、またテンプスは LLB(3:2:1)となることを暗に仄かしてい

る。 

 ところで、ガルランディアは各モドゥスには「完全モドゥス perfectus modus」と「不完

全モドゥス imperfectus modus」があると述べる152。ガルランディアによれば、完全モドゥ

スとは、終わりの音が始まりの音と同じ音価になる場合のことで、対して不完全モドゥス

とは始まりと終わりとの音価が異なるときのことを指す。例えば、第 1 完全モドゥスの場

合、「L B L B … L 」ときて B 休符が挟まり、また「L B L B … L 」と繰り返される。一方、

                                                        
149 GB-Lbl Royal 12 C VI: 77v; GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX: 218v; GB-Lbl Add. 4909: 71v; 
Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:76–77. 
150 “Et quintum, cum tempus post tempus in diversis tonis eadem figura designator. Sed sextum, cum 
perfectio in eodem tono eadem figura designatur et ei perfectio continuatur in eodem tono vel alio 
figura consimili designate.”: Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo nach den Quellen neu 
herausgegeben mit Übersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht, 2:54. 
151 F-Pn lat. 16663: 65v–66v. 
152 I-Rvat lat. 5325: 13v; B-BRs 528: 55v; F-Pn lat. 16663: 67r; Reimer, Johannes de Garlandia, 1:39. 
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第 1 不完全モドゥスでは、「L B L B … L B」となって L 休符が挿入された後、今度は「B 

L B L … B L 」と始まり、B 休符で終わる。ランベルトゥス、ザンクト＝エメラムの無名

者、第 4 無名者、『補遺』、オディントンはガルランディアの完全モドゥスと不完全モドゥ

スの定義を引用しているが、前フランコ式理論に強く傾倒する『補遺』とオディントンを

除いては、1280 年以降の計量音楽論でこれらに言及した著書はない。ゆえに、この後フラ

ンコ式理論における完全・不完全モドゥスの衰退は、リズム・モードそのものの衰退を反

映しているかもしれない。  

 加えて、ガルランディアは 6 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列の重要性を強調

する。なぜなら、ガルランディアの計量音楽論において中心的役割を果たすのは、シネ・

リッテラ、とりわけオルガヌムであり、ゆえにあらゆる音符はリガトゥーラに還元される

べきと考えているためである。その点で、ガルランディアのこの考えは、モテット、特に

クム・リッテラの技法を 6 つのモドゥスと結び付けていた『ディスカントゥスの通常の配

置』と対照を成していると言える。  

 ガルランディアはリガトゥーラの配列を 6 つの完全モドゥスおよび 6 つの不完全モドゥ

スに分けて詳細に論じており、またガルランディアの信奉者であった第 4 無名者はガルラ

ンディアの挙げるリガトゥーラの配列をより一層複雑な仕方で発展させている。また、後

述するようにランベルトゥスもガルランディアの理論の影響を受け、自身の 9 つのモドゥ

スをクム・リッテラとシネ・リッテラの場合とに分け、リガトゥーラの配列に言及してい

る。一方、ガルランディアの信奉者であったザンクト＝エメラムの無名者も 6 つのモドゥ

スにおけるリガトゥーラの配列に触れてはいるが、あまり詳細には語っていない。おそら

く、これは、その理論書が書かれた 1279 年前後には、リガトゥーラを複雑に組みあわせた

シネ・リッテラの書法、すなわちオルガヌム（特に特殊オルガヌム）の創作自体が下火に

なりはじめ、一方でクム・リッテラに比重が大きいレパートリー（特にモテット）の創作

の方が活発になっていたことと関係しているであろう153。 

 ガルランディアと第 4 無名者の完全・不完全モドゥスにおけるリガトゥーラの配列は次

章で詳述するので、ここでは、両理論家の挙げる、最も基本的な 6 つのモドゥスにおける

                                                        
153 モテットのテノル声部はシネ・リッテラであるが、装飾的に動く上声部に対し、テノル声

部は通常、基本的なリズム・パターンで上声部を支える役割があり、オルガヌムの上声部に

見られるような複雑なリズムの動きは見られず、ゆえにガルランディアや第 4 無名者が挙げ

る（特に不完全モドゥスにおける）複雑なリガトゥーラの配列も現存の資料では見られな

い。 
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リガトゥーラの組み合わせを概観したい（  

表 13）。  

 

表 13 ガルランディアと第 4 無名者による 6 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの基本

的配列（lig＝〜音リガトゥーラ、Prop＝プロプリエタス、Perf＝ペルフェクツィオ）  

モドゥス  リガトゥーラの配列  

1 [LBL] [BL] [BL]…  
Prop 有り Perf 有り 3lig 

＋Prop 有り Perf 有り 2lig＋Prop 有り Perf 有り 2lig … 

2 [BL] [BL] … [BLB] 
Prop 有り Perf 有り 2lig ＋Prop 有り Perf 有り 2lig …  

＋Prop 無し Perf 有り 3lig 

3 L [BBL] [BBL]… 
1＋ Prop 有り Perf 有り 3lig ＋Prop 有り Perf 有り 3lig 

… 

4 
[BBL] [BBL] … 

[BB] 

Prop 有り Perf 有り 3lig ＋Prop 有り Perf 有り 3lig …  

＋ Prop 有り Perf 無し 2lig 

5 [LLL] LP Prop 有り Perf 有り 3lig+LP  

6 

[BBBB] [BBB] 

[BBB] … 

Prop 有り Perf 有り 4lig 

＋Prop 有り Perf 有り 3lig＋Prop 有り Perf 有り 3lig … 

[BBBLp] [BLp] 

[BLp] … 

Prop 有り Perf 有りプリカ有り 4lig 

＋Prop 有り Perf 有りプリカ有り 2lig＋Prop 有り Perf

有りプリカ有り 2lig … 

 

 上記のリガトゥーラの配列では、第 1 モドゥス中の[BL]、[LBL]、第 2 モドゥス中の[BL]、

第 3・4 モドゥス中の[BBL]、第 5 モドゥス中の[LLL]、第 6 モドゥス中の[BBBB]、[BBB]、

[BBBLp]、[BLp]は、全てプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで記譜される。一方、

第 2 モドゥスの終わりの[BLB]はプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで、第 4 モドゥ

スの終わりの[BB]はプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで書かれる。ガルランディ

アと第 4 無名者はプロプリエタスとペルフェクツィオの意味や定義について一切の説明を

行っていないが、第 2 モドゥスの[BLB]の「プロプリエタス無し」は[LBL]の逆であること

を、第 4 モドゥスの[BB]の「ペルフェクツィオ無し」は[BBL]から最後の L が除かれてい
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ることを意味するものと推測される。なお、[BLB]や[BB]はモーダル記譜法では全てプロプ

リエタス有りペルフェクツィオ有り（つまり、角符ネウマの記譜）で書かれる。  

 そして、ガルランディアは、「プロプリエタス有りで置くことのできるフィグラをプロプ

リエタス無しで置いてはならない」と述べており、また第 4 無名者はこのガルランディア

の一文を引用し、さらに「ペルフェクツィオ有りで置くことのできるフィグラをペルフェ

クツィオ無しで置いてはならない」と付け加えている154。これは、おそらくプロプリエタ

ス無しあるいはペルフェクツィオ無しがそれぞれプロプリエタス有りとペルフェクツィオ

有りに還元 reductio できることを意味しており、すなわち、ガルランディアと第 4 無名者

がモーダル記譜法も自身の理論の中で容認していたと考えられる。実際、I-Rvat lat. 5325  

におけるガルランディア『計量音楽論』の譜例は、プロプリエタス無しやペルフェクツィ

オ無しの記譜をほとんど用いておらず、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの記譜

に傾倒している（3-1-1 で詳述）155。 

 ザンクト＝エメラムの無名者が述べる 6 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列も、

上述のガルランディアと第 4 無名者のものと大部分で一致するが、次の 2 点で大きく異な

る。一つは、ザンクト＝エメラムの無名者は第 5 モドゥスのリガトゥーラの用例を挙げて

いない点、もう一つは、第 6 モドゥスのリガトゥーラの配列である。特に後者に関しては、

ザンクト＝エメラムの無名者は[BBBLp] [BLp] [BLp]…の配列には触れていない。さらに、

[BBBB] [BBB] [BBB]…についても、ガルランディアと第 4 無名者が[BBBB]と[BBB]をそれ

ぞれプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りと解釈していたのに対し、ザンクト＝エメ

ラムの無名者は、プロプリエタス有りペルフェクツィオ無し
．．

とする。ガルランディアと第

4 無名者のプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りのリガトゥーラの音価がモドゥスの

種類や文脈によって変化したのに対し、ザンクト＝エメラムの無名者のプロプリエタス有

                                                        
154 “[…] numquam debet poni aliqua figura sine proprietate, ubi potest poni cum proprietate.”; I-Rvat 
lat. 5325: 18r; B-BRs 528: 59v; F-Pn lat. 16663: 69va; Reimer, Johannes de Garlandia, 1:62; “[…] nil 
debetis notare sine proprietate, quod potestis <notare> cum proprietate, et nil debemus facere sine 
perfectione, quod facere possumus cum perfectione.”; GB-LBl Royal 12 C VI: 71v; GB-LBl 
Add. 4909: 74r; Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:52. 
155 ただしここで、ガルランディアはペルフェクツィオに触れていないが、果たして第 4 無名

者の注釈のように、ペルフェクツィオ無しをペルフェクツィオ有りに置き替える用法を容認

していたのか否か、という疑問が生まれる。ガルランディア（特に I-Rvat lat. 5325）はプロプ

リエタスの有無は明確に示す一方、ペルフェクツィオへの言及はあまり行っておらず、とり

わけペルフェクツィオ有りの場合は説明を省略する傾向がある（3-1-1 を参照）。ゆえに、ガ

ルランディアはペルフェクツィオという概念そのものをあまり深く考慮に入れていなかった

か、プロプリエタスに従属する概念としか捉えておらず、ゆえに第 4 無名者の注釈のような

考えは念頭にあっても、理論の中に組み込むまでには至らなかった可能性が高い。  
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りペルフェクツィオ有りのリガトゥーラはほとんどモドゥスの種類の影響を受けず、例え

ばザンクト＝エメラムの無名者は、原則としてプロプリエタス有りペルフェクツィオ有り

の 3 音リガトゥーラには[LBL]（例外的に第 3・4 モドゥスでは[BBL]）、プロプリエタス有

りペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラには[BBBL]のみを認めている156。ここにはプ

ロプリエタスとペルフェクツィオの有り・無しの記譜でもってリガトゥーラの音価をより

明確に区別したいというザンクト＝エメラムの無名者の考えが見られる。そして、同様の

発想はフランコにも見られ、この考えこそがフランコによるモドゥスの種類で音価の解釈

が変わることのないリガトゥーラのシステムを生み出したきっかけになった可能性が高い  

 

 

2-3-2. ランベルトゥスの 9 つのモドゥス  

 

 上述のように、ランベルトゥスはモドゥスの基本配列に S を取り入れ、9 つに増やして

いる（表 14）。数字「3」の優位性により、第 1 モドゥスは全て L から成る配列で、これは

6 つのモドゥス中の第 5 モドゥスと一致する。ここで新しく追加されたのは第 6・8・9 モ

ドゥスである。また、第 5 モドゥスは 6 つのモドゥス中の第 4 モドゥスに対応しているが、

ここでランベルトゥスは BBL に対してさらに[BL]を付加しており、6 つのモドゥス中の第

2 モドゥスと第 4 モドゥスの混合型のような配列になっている。  

 しかし、ザンクト＝エメラムの無名者はランベルトゥスの第 5・6・8・9 モドゥスは実践

では見られないと批判しており、さらに、ザンクト＝エメラムの無名者とグロケイオを除

いては、9 つのモドゥスに言及した計量音楽論はない。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
156 3-1-3 を参照のこと。ガルランディアと第 4 無名者の理論書では基本的に[BBBB]と[BBBL]
がプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラとして登場する。  
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表 14 ランベルトゥスの 9 つのモドゥス  

モドゥ

ス 

単独音符の配列  

（クム・リッテラ）  

リガトゥーラの配列  

（シネ・リッテラ）  

6 つのモドゥスと

の相関  

1 L(3)  = 5 

2 LB(2:1) [LBL] [BL] [BL] … = 1  

3 BL(1:2) [BL] [BL] … [BBL] = 2 

4 LBB(3:1:2)  L [BBL] [BBL] … = 3 

5 BL(1:2) BBL(1:2:3) [BL] [BBL] … = 4 

6 
LSSBB(3:1/3:2/3:1:1) 

か LSSBB(3:2/3:1/3:1:1) 

L [SSBBL] [SSBBL] …  

7 
全て B(1) [BBBLp] [BLp] … 

(= [BBBBB] [BBB] …) 

= 6 

8 
SS(1/3:2/3) か SS(2/3:1/3) 

 

[SS] [SS] [SS] … = 6 

9 SSS(1/3:1/3:1/3) [SSS] [SSS] [SSS] … = 6 

 

 

2-3-3. フランコの 5 つのモドゥス  

 

 フランコは『計量音楽技法』第 1・2 章において、ディスカントゥスとは全体が計量可能

であるが、いかなるディスカントゥスもモドゥスを通じて進行する、という旨を述べてい

る157。ここから、前フランコ式理論（アメルス除く）と同様に、フランコにとっても依然

モドゥスが計量音楽論の根幹をつかさどる概念であったことが分かる。  

 

 

 

 

                                                        
157 F-Pn lat. 11267: 1r; F-Pn lat. 16663: 77ra; I-Ma D 5 inf.: 110v–111r; GB-Ob Bodl. 842: 49v; F-
SDI 42: 43v–44r; I-TRE: 3r; Reaney and Gilles, Franconis de Colonia: 25–26. 
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表 15 フランコによる 5 つのモドゥスにおける音価の配列、リガトゥーラの配列、およ

び 6 つのモドゥスとランベルトゥスの 9 つのモドゥスとの対応関係（lig＝〜音リガ

トゥーラ、Prop＝プロプリエタス、Perf＝ペルフェクツィオ）  

モ

ドゥ

ス 

音価の配列（『計量

音楽技法』第 3 章よ

り） 

リガトゥーラの配列（『計量音楽技

法』第 10 章より） 

6 つ の モ

ド ゥ ス と

の 対 応 関

係 

ラ ン ベ ル ト ゥ

スの 9 つのモ

ド ゥ ス と の 対

応関係 

1 
全て L(3) 

あるいは LB(2:1)  

[LBL] [BL] [BL] … 

＝ 1・5 ＝1・2 
Prop 無し Perf 有り 3lig 

＋Prop有り Perf有り 2lig＋Prop有り

Perf 有り 2lig … 

2 BL(1:2) 

[BL] [BL] … 

＝2  ＝3 ＋Prop有り Perf有り 2lig＋Prop有り

Perf 有り 2lig … 

3 LBB(3:1:2) 

[LBBL] [BBL] [BBL] … 

＝3 ＝4 
Prop 無し Perf 有り 4lig 

＋Prop有り Perf有り 3lig＋Prop有り

Perf 有り 3lig … 

4 BBL(1:2:3) 

[BBL] [BBL] …[BB] 

＝4 ＝5 
Prop 有り Perf 有り 3lig＋Prop 有り

Perf 有り 3lig… Prop 有り Perf 無し

2lig 

5 

全 て B(1) 、

SS(1/3:2/3)あるいは

SSS(1/3:1/3:1/3) 

[BBBBB…] 

＝6 ＝7・8・9  Prop 有り Perf 無し lig（音数は繋げ

られる限り）  

 

 ただし、フランコは第 3 章で、6 つのモドゥスはあるいは 7 つのモドゥスは 5 つのモドゥ

スへと減らすことができると主張する158。フランコの想定する 7 つのモドゥスがどのよう

                                                        
158 F-Pn lat. 11267: 1r–v; F-Pn lat. 16663: 77r; I-Ma D 5 inf.: 111r; GB-Ob Bodl. 842: 50r; F-SDI 42: 
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なものであったかは定かではないが、少なくともここでの 6 つのモドゥスとは、2-3-1 で詳

述したモドゥスのことを指しているであろう。従来の 6 つのモドゥスとフランコの 5 つの

モドゥスを特に音価の並びに注目して比較すると、6 つのモドゥス中の第 1・5 モドゥスが

フランコの第 1 モドゥスに統合され、ゆえに従来の第 6 モドゥスがフランコの 5 つのモ

ドゥスでは第 5 になっているという以外では、両者はほぼ一致している（表 15）。  

 しかし、フランコは単純に従来の 6 つのモドゥスを 5 つに減らしたわけではなく、おそ

らくランベルトゥスの 9 つのモドゥスおよびそれに対するザンクト＝エメラムの無名者の

批判を念頭に置いてモドゥスを 5 つに再構成したものと考えられる。例えば、フランコは

三位一体とそれによる 3 の完全性を引き合いに出し、全て 3 テンプスの L のみから成る従

来の第 5 モドゥスを第 1 モドゥスに入れているが、これはランベルトゥスの第 1 モドゥス

と合致する。ただし、ランベルトゥスが 6 つのモドゥスの第 1 モドゥスを自身の 9 つのモ

ドゥス中の第 2モドゥスとしたのに対し、フランコは両モドゥスを第 1として認めている。

ザンクト＝エメラムの無名者は、ランベルトゥスが 6 つのモドゥスの中で最も重要な第 1

モドゥスを第 2 モドゥスに繰り下げたことに対して痛烈に批判しているが、フランコはこ

の批判を知って従来の第 1 モドゥスを第 1 の位置に留めた可能性が高い。  

 また、ザンクト＝エメラムの無名者はランベルトゥスの第 5・6・8・9 モドゥスは非実用

的であると非難しているが、フランコはこの批判も自身の 5 つのモドゥスに反映したであ

ろう。フランコの 5 つのモドゥスにはランベルトゥスの第 5・6 モドゥスは採用されてい

ない。さらに、ザンクト＝エメラムの無名者は、S は独立した音価ではなく不完全なので、

全て S からのみ成るランベルトゥスの第 8・9 モドゥスは認められない、と主張するが159、

フランコはランベルトゥスのこれらのモドゥスを自身の第 5 モドゥスに含めることで、妥

協案を提示しているように思われる。  

 加えて、フランコは第 10 章で、5 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列についても

述べている。これを、とりわけガルランディア、第 4 無名者、ザンクト＝エメラムの無名

者による 6 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列と比較しよう（  

表 13、表 15、2-3-1 を参照）。第 1 モドゥスの始まりの [LBL]は、前フランコ式理論にお

いては最も基本的な 3 音リガトゥーラであり、ガルランディア、第 4 無名者、ザンクト＝

エメラムの無名者はこれをプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りとしていた。一方で

                                                        
44r; I-TRE: 3r; Reaney and Gilles, Franconis de Colonia: 27. 
159 D-Mbs Clm. 14523: 151v; Yudkin, De musica mensurata: 212–213. 
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フランコは、このリガトゥーラの最初の音価が L であることから、自身の新しいリガトゥー

ラの定義に従い、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りとしている。  

 また、ガルランディア、第 4 無名者、ザンクト＝エメラムの無名者が第 2 モドゥスの終

わりに[BLB]をプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りとして置いていたのに対し、フ

ランコの第 2 モドゥスは[BL]のみから成る。フランコは『計量音楽技法』第 7 章で、3 音

以上のリガトゥーラの真ん中は必ず B になるとし、L を置くことを禁止しているため、意

図的に[BLB]を第 2 モドゥスから排除したものと思われる160。 

 さらに、ガルランディア、第 4 無名者、ザンクト＝エメラムの無名者の第 3 モドゥスは

単独 L とプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラで始まるが、フラ

ンコの第 3 モドゥスはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラで始

まる。そして、 ガルランディア、第 4 無名者、ザンクト＝エメラムの無名者の第 6 モドゥ

スは 4 音リガトゥーラ＋3 音リガトゥーラ＋3 音リガトゥーラとなるのに対し（あるいは

ガルランディアと第 4 無名者はこれにプリカ付き 4 音リガトゥーラ＋プリカ付き 2 音リガ

トゥーラ＋プリカ付き 2 音リガトゥーラも認めていたが）、フランコの第 5 モドゥスでは、

可能な限り多くの音数をリガトゥーラで繋がなくてはならない。  

 次に、フランコの 5 つのモドゥスを説明している理論書を概観したい。表 16 で示した

ように、ピカルドゥス、『パリ 14741 論文』、GBM14 を除く『現代人は簡潔さを賛美し』、

『ストラスブール C22 論文』、ガッロの第 1 無名者、ガッロの第 2 無名者が『計量音楽技

法』第 3 章に基づいて 5 つのモドゥスの基本的な音価の配列について述べている。しかし、

この中で 5 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列に関する第 10 章を引用したものは

一つもない。ゆえに、これらの後フランコ式理論書が成立したときには、モドゥスによる

シネ・リッテラの用法、あるいはモドゥスそのものがすでに衰退していた可能性が指摘さ

れる。  

 

 

 

 

 

                                                        
160 F-Pn lat. 11267: 3vb; F-Pn lat. 16663: 79vb; I-Ma D 5 inf.: 114va; GB-Ob Bodl. 842: 54v; F-SDI 
42: 48ra; I-TRE: 5v; Reaney and Gilles, Franconis de Colonia: 50–51. 
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表 16 フランコの 5 つのモドゥスへの言及  

モドゥス  1 2 3 4 5 

ピカルドゥス  全て L か LB BL LBB BBL B か S 

『パリ 14741 論文』 LB(2:1) BL(1:2) LBB BBL 全て B(1) 

『現代人は簡潔さを賛美

し』 

LB(2:1) BL(1:2) LBB BBL 全て B(1) 

LB(2:1) BL(1:2) L(3)BB BBL(3) 全て B(1) 

『ストラスブール C22 論

文』 
LB BL LBB BBL 全て B か 

ガッロの第 1 無名者 LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
全て B(1) 

ガッロの第 2 無名者 LB(2:1) BL(1:2) 
LBB 

(3:1:2) 

BBL 

(1:2:3) 
? 
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3. 前フランコ式理論におけるリガトゥーラの規則と記譜 
 

 第 2 章では、アルス・アンティクァの計量音楽論におけるリガトゥーラの用法とその変

遷を概観するとともに、リガトゥーラを考察する上で重要な音価やフィグラ、モドゥスな

どの定義についても確認した。本章では、これらの概念を踏まえつつ、前フランコ式理論

におけるリガトゥーラの規則と記譜を詳細に見ていきたい。  

 リガトゥーラに関して前フランコ式理論と後フランコ式理論とで特に異なるのは、その

音価の解釈の仕方である。そして、前フランコ式理論においてリガトゥーラの音価を決定・

左右するのは、主に(1)プロプリエタスとペルフェクツィオ、(2)3 音リガトゥーラへの還元、

(3)逆プロプリエタス、の 3 つの規則である。以下では、この 3 つの規則に焦点を当て、前

フランコ式理論におけるリガトゥーラの機能を検討する。  

 

 

3-1. プロプリエタスとペルフェクツィオ  

 

 プロプリエタスとペルフェクツィオは前フランコ式理論の中でリガトゥーラの音価や記

譜を表す概念として登場した。プロプリエタスの原義は固有性や本来性で、ペルフェクツィ

オは完全性の意を持つが、両用語はアリストテレスの諸著作（特に『カテゴリー論』や『形

而上学』）に由来し、13 世紀の音楽以外のスコラ哲学の学問分野で頻繁に用いられた161。  

 表 17 で示したように、9 つの前フランコ式の理論書のうち、プロプリエタスに言及して

いるのは 6 つ、ペルフェクツィオに言及しているのは 5 つである。そしてプロプリエタス

とペルフェクツィオ両方に言及しているのは、ガルランディア、ザンクト＝エメラムの無

名者、第 4 無名者の 3 者のみで、さらにザンクト＝エメラムの無名者と第 4 無名者のプロ

プリエタスとペルフェクツィオの定義はガルランディアから引用している。   

                                                        
161 詳細は次を参照のこと。Yudkin, “The Influence of Aristotle on French University Music 
Texts,”: 173–189. 
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表 17 プロプリエタスとペルフェクツィオ、および逆プロプリエタスに言及した前フラ

ンコ式の理論書一覧  

理論家／理論書  
プロプリ

エタス  

ペルフェク

ツィオ  

逆プロプリエ

タス 

(1) 『ディスカントゥスの通常の配置』  - - - 

(2) ガルランディア  √ √ √ 

(3) 第 7 無名者  √ - (√) 

(4) 『ブルージュ・オルガヌム論文』  - √ - 

(5) カールスルーエの無名者  √ - √ 

(6) アメルス  - - - 

(7) ランベルトゥス  √ (√?) √ 

(8) ザンクト＝エメラムの無名者  √ √ √ 

(9) 第 4 無名者  √ √ √ 

 

以下では、各理論書におけるプロプリエタスやペルフェクツィオの定義を詳しく見ていき

たい。  

 

 

3-1-1. ガルランディアと第 4 無名者 

 

ガルランディアによるプロプリエタスとペルフェクツィオへの言及  

 

 先述したように、ガルランディア『計量音楽論』第 2 章によると、プロプリエタスはリ

ガトゥーラの始まりの音に関する概念で、対してペルフェクツィオはリガトゥーラの終わ

りの音に関する概念であった162。さらに、『計量音楽論』第 3 章では、リガトゥーラの音価

に関して以下のように述べる（数字は執筆者による）。  

 

                                                        
162 I-Rvat lat. 5325: 15r–v; B-BRs 528: 57r–v; F-Pn lat. 16663: 67v–68r; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:47–48, 93–94. 
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(1) 全てのプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで置かれるリガトゥーラは、

ペヌルティマが B、ウルティマが L であると言われる。(2) もし複数の先行音ある

いは 1 つの先行音がそこにあるのであれば、全て（の先行音）は L（の長さの分）

に置かれる。(3) プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで置かれるフィグラは

全て、プロプリエタス有りの逆に相当する。(4) 規則は次のようになる。2 つ、3 つ、

4 つあるいはそれ以上の B は、決して（1 つの）B（の長さ分）に置かれることはな

く、そこでは 1 つの L（の長さ分）に置かれ得る163。 

  

上記(1)と(2)によれば、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りのリガトゥーラが、 [BL]、

[•BL]、[••BL]、[•••BL]となり、•で示した先行音のまとまり全体は 1L に相当する。これを

踏まえると、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラは [LBL]とな

るが、ガルランディアは、第 4 章以降では第 3・4 モドゥスの[BBL]もプロプリエタス有り

ペルフェクツィオ有りと見なしており、特に(2)の 1 つの先行音が L になるという説明と矛

盾する。  

 (3)では、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りがプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りとは逆の音価になる旨を述べており、ペヌルティマは L、ウルティマは B で

[…LB]というリガトゥーラを想定している。特に 2・3 音リガトゥーラの場合、[LB]と[BLB]

になると考えられるが、実際、これらは『計量音楽論』第 4・5 章でプロプリエタス無しペ

ルフェクツィオ有りとして第 1・2 モドゥスにおいて用いられている164。 

 (4)は、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音以上のリガトゥーラに関するも

ので、もしそのリガトゥーラにおいてペヌルティマとウルティマ以外の先行音 B が 2 音以

上になる場合、先行音は全て L に相当すると説明しており、ゆえに、  [BB(=L)LB]、

                                                        
163 “(1) Omnis figura ligata cum proprietate posita et perfecta paenultima dicitur esse brevis et ultima 
longa. (2) Si sint ibi praecedentes vel praecedens, omnes ponuntur pro longa. (3) Omnis figura sine 
proprietate et perfecta posita valet per oppositum cum proprietate. (4) Regula est, quod numquam 
ponuntur duae breves vel tres vel quatuor et caetera pro brevi, ubi possunt poni pro longa.”; Et omnes 
pro si sint ibi B-BRs 528 | ponuntur pro omnes ponuntur B-BRs 528 | (1) B-BRs 528:   (57v) 

  (57v) | (3)   (57v)   (57v); I-Rvat lat. 5325: 16r; B-BRs 528: 57v; “Omnis 
figura ligata cum proprietate posita et perfecta, penultima dicitur esse brevis, et ultima [100] longa; si 
sint precedentes, tunc omnes ponuntur pro longa, ut hic:          . Omnis 
figura sine proprietate et perfecte posita valet oppositum cum proprietate, ut hic patet:     

  . Regula est, quod nunquam ponuntur due breves, vel tres, vel quatuor pro brevi, ubi possunt 
poni pro longa.”; F-Pn lat. 16663: 68r; Reimer, Johannes de Garlandia, 1:47–48. 
164 I-Rvat lat. 5325: 16v–18r; B-BRs 528: 58r–59v; F-Pn lat. 16663: 68r–69v; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:45. 
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[BBB(=L)LB] 、[BBBB(=L)LB]などのリガトゥーラが想定される165。ここで注意したいの

は(4)において用いられている「B」は S の概念も包括しており、特に 3 音以上の B が L に

対して置かれるとき、いずれかの B は 1 テンプス以下の長さになり、いわゆる「名無しの

S」に相当する166。もう一つ注意すべきは、これらのプロプリエタス無しペルフェクツィオ

有りの 4 音以上のリガトゥーラは、LLB という音価の配列に還元されていると理解できる

が、[LLB]というリガトゥーラ自体は前フランコ式理論および後フランコ式理論では存在

しない、という点である。ザンクト＝エメラムの無名者はガルランディアのこの規則に言

及しているが、LLB の代わりに、4 音リガトゥーラ [BBLB]に還元される、と言い換えてい

る167。 

 さらに、B-BRs 528 における『計量音楽論』は(3)のプロプリエタス無しペルフェクツィ

オ有りの説明に対し、その譜例を、第 2 章の記譜の規則に従って      という

ように添えている一方、F-Pn lat. 16663 では同様の箇所に、        168と記

し、逆プロプリエタスのリガトゥーラも織り交ぜている169。ここで、F-Pn lat. 16663（ある

いはその底本）の編者あるいは筆写者が、「プロプリエタスの逆 oppositum cum proprietate」

の音価になるという文章を、逆プロプリエタスと解釈した可能性が考えられるが、他方で

ザンクト＝エメラムの無名者は、先人たちが逆プロプリエタスをプロプリエタス無しで記

譜することがあったと証言しているため、(3)の部分に関して、F-Pn lat. 16663 が誤解して

逆プロプリエタスの譜例を含めたのか、それとも意図的に記譜したのかは定かでない。  

 第 4 無名者は、ガルランディアによるプロプリエタスとペルフェクツィオの定義をほぼ

そのまま自身の著書に取り入れている170。とりわけ第 4 無名者は上記の(1)、(2)、(3)を『計

量音楽論』から引用しており、(1)と(2)に対して、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有

りの 2・3 音リガトゥーラはそれぞれ[BL]と[LBL]になり、これらはレオニヌスの時代から

用いられていると補足している171。 

                                                        
165 L は 2 テンプスになる場合と 3 テンプスになる場合とが考えられる。しかし、ガルラン

ディアは単に L としか述べておらず、基本となる 2 テンプスの L を想定しているものと考え

られる。 
166 「名無しの S」については 2-1 を参照のこと。  
167 D-Mbs Clm. 14523: 141r; Yudkin, De musica mensurata: 126–127. 
168 F-Pn lat. 16663: 68r. 
169 また、最後の  はプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで書かれているが、これ

は誤記である可能性が高い。  
170 ただし、第 4 無名者の著書の現存資料には譜例は残っていない。  
171 GB-Lbl Royal 12 C VI: 69r; GB-Lbl Add. 4909: 70r–v; Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 
4., vol. 1: 45–46. 
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 一方で、第 4 無名者はプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りに関しては(3)の定義を

引用するに留め、(4)には言及していない172。もしかしたら、第 4 無名者はプロプリエタス

無しペルフェクツィオ有りの 4 音以上のリガトゥーラが LLB に還元される用法をその実

用性の点などから不必要と判断し、意図的に(4)の説明を削除した可能性がある。  

 

 

完全モドゥスと不完全モドゥスにおけるリガトゥーラの音価  

 

 ガルランディアは『計量音楽論』第 3 章のプロプリエタスとペルフェクツィオを定義す

る際に、[BL]や[LBL]、[LB]、[BLB]などの第 1・2 モドゥスで用いられるリガトゥーラのみ

を念頭に置いており、第 4 無名者も同様であった。しかし、『計量音楽論』第 4 章の完全モ

ドゥスにおけるリガトゥーラの配列、および第 5 章の不完全モドゥスにおけるリガトゥー

ラの配列の説明において、ガルランディアは上記のプロプリエタスとペルフェクツィオの

定義とは異なるリガトゥーラを挙げている。特に第 3・4 モドゥスでは[BBL]が、第 5 モドゥ

スでは[LLL]が、第 6 モドゥスでは [BBBB]と[BBB]がプロプリエタス有りペルフェクツィ

オ有りと説明されている173。 

 また、『計量音楽論』の写本ごとの記譜の違いに注目すると、I-Rvat lat. 5325 の第 4・5 章

の譜例では、筆写者（あるいはその底本）がモーダル記譜法を踏襲してか、あるいはガル

ランディアの定義するプロプリエタス有りの優位性の規則に従ってか、プロプリエタス無

しやペルフェクツィオ有りと説明されているリガトゥーラに対してもプロプリエタス有り

ペルフェクツィオ有りで記譜する傾向が見られる（表 18a・b）。一方で、F-Pn lat. 16663 は

プロプリエタスとペルフェクツィオの有無をガルランディアの理論に従ってより積極的に

書き分ける傾向がある。B-BRs 528 はその中間的に性格を持ち、I-Rvat lat. 5325 よりはプロ

プリエタスとペルフェクツィオの有無を区別しているが、F-Pn lat. 16663 ほどはガルラン

ディアの説明に忠実な記譜をしているわけではない。  

 

                                                        
172 “Iterato omnis figura sine proprietate et <cum> perfectione opposito modo se habet sicut 
paenultima longa, ultima vero brevis.’; GB-Lbl Royal 12 C VI: 69r; GB-Lbl Add. 4909: 70v; 
Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:45.  
173 I-Rvat lat. 5325: 16v–18r; B-BRs 528: 58r–59v; F-Pn lat. 16663: 68r–69v; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:45. 
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表 18a ガルランディア『計量音楽論』第 4 章における完全モドゥスにおけるリガトゥー

ラの配列  

 

Kaho Inoue
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表 18b ガルランディア『計量音楽論』第 5 章における不完全モドゥスにおけるリガトゥー

ラの配列  

 

 

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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 例えば、I-Rvat lat. 5325 は G512 で、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの[LB]に

対して、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで  と記している（表 18b）。また、

第 1・2 モドゥスにおけるプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 2 音リガトゥーラ

[LB]の記譜は B-BRs 528 と F-Pn lat. 16663 では異なっており、F-Pn lat. 16663 が『計量音楽

論』第 2 章の定義に従って    と書いているのに対し、B-BRs 528 は  （G412・G512・

G522）、 （G512）を用いている。  は両写本で一致するものの、上行のプロプリエタス

無しペルフェクツィオ有りのリガトゥーラの記譜が異なっている。ザンクト＝エメラムの

無名者によれば  の方がガルランディアの理論に基づいている。また、ランベルトゥス

は  を[LB]として用いているが、ザンクト＝エメラムの無名者はランベルトゥスによる

この記譜をガルランディアの理論から逸脱するものと批判している174。さらに、フランコ

もランベルトゥス同様、  を[LB]として認めているが、これをプロプリエタス無しペル

フェクツィオ無しと定義する。このように、[LB]に見る B-BRs 528 の記譜のあり方は、B-

BRs 528 がガルランディア以外の理論、すなわちランベルトゥスやフランコの理論に影響

を受けている可能性を示唆する。  

 さらに、[BBL]は第 3・4 モドゥスを構成する最も重要なリガトゥーラでゆえにプロプリ

エタス有りペルフェクツィオ有りで書かれるが、I-Rvat lat. 5325 と B-BRs 528 はこのリガ

トゥーラに関してはガルランディアの理論に忠実に全てプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りで記譜している。ところが、F-Pn lat. 16663 は、3 つのガルランディアの写本の

中で、プロプリエタスとペルフェクツィオの有無を最も忠実に書き分ける傾向があるにも

かかわらず、[BBL]を G531 と G542 ではプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで  

と、G531 ではプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで  と記譜している。とりわけ

G531 中の  に注目すると、左側に縦線を削除した痕跡が見られ、もとはガルランディ

アの説明通りプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで  と書かれていたことが分か

る（図 3）。なぜ、F-Pn lat. 16663 の筆写者がわざわざガルランディアの説明と合致するリ

ガトゥーラから縦線を取り除いたのかは分からないが、少なくとも、筆写者に何らかの考

えがあって線を消したことは明らかで、  は単なる線の書き落としによるものではない。

ゆえに、  や  は単純な誤記ではなく、筆写者が何らかの意図をもってこれらを書いた

可能性がある。  

                                                        
174 3-1-3 を参照のこと。  
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図 3 F-Pn lat. 16663 における G531 （69r） 

 

 

 

 第 4 無名者もガルランディアの完全・不完全モドゥスについて言及しているが、譜例を

欠いているために、第 4 無名者がどのようなリガトゥーラの記譜を想定していたのかは定

かではない。さらに、ガルランディアの不完全モドゥスに見られるようなプロプリエタス

無しやペルフェクツィオ無しを複雑に織り交ぜたリガトゥーラの配列は、現存の楽譜写本

では見られず、これらが実際の演奏や記譜で用いられたのかは不明である。  

 

 

3-1-2. ランベルトゥス  

 

 ランベルトゥスはプロプリエタスという語を用いているが、ガルランディアのような音

価に関わる概念としてではなく、リガトゥーラに付される縦線、とりわけその最初の音に

付される縦線を意味している175。よって、表 19 で示したように、例えば  と  は、

ガルランディアによれば両方ともプロプリエタス有りで[BL]と解釈されるが、ランベル

トゥスにとっては、やはり両方とも[BL]でも  は最初の音に縦線があるためプロプリエ

タス有り、  は左に縦線がないためプロプリエタス無しである。  

                                                        
175 F-Pn lat. 11266: 25v–28r; D-GOl CA. 8° 94: 91r–93r; I-Sc L. V. 30: 27r–28r; Herwagius 1563, 1: 
cols. 424–427; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 80–89; 
Reckow, “Proprietas und Perfectio”: 120. 

Kaho Inoue
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表 19 ランベルトゥスによるリガトゥーラ一覧176 

音数 番号 リガトゥーラ  
プロプリエ

タス有り 

プロプリエ

タス無し 

逆 プ ロ プ

リエタス 

2 

1 
[BL(1:2)]か [BL(1:3)]（第 2・3・4・

5・6・7 モドゥス）  
   

2 [LB(2:1)]    

3 [BB(1:1)]      

4 [SS(1/3:2/3)]か[SS(2/3:1/3)]     

3 

1 [LB(2:1)L(2 or 3)]（第 2 モドゥス）       

2 [BLB(1:2:1)]（第 3 モドゥス）       

3 L(3)+[BBL(1:2:3)]（第 4 モドゥス）       

4 
[BL(1:2)]+[BBL(1:2:3)]  

（第 5 モドゥス）  
     

5 [BBB(1:1:1)] 
  

 ( ) 
   

6 [SS(1/3:2/3 or (2/3:1/3) L(2 or 3)]   
    

 

7 
[SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)B(1)] 

か[SS(2/3:1/3 or 2/3:1/3)<B or L>(2)] 
  

? ? 

? ? 

8 
[B(1)SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)])  

か[L(2)SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)] 
 ( ?) 

? ? 

? ?  

( ?) 

9 
[SSS(1/3:1/3:1/3)]か 

[SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)S(1?)] 
 ? ? ?  ? 

表 19（続き）  

                                                        
176 F-Pn lat. 11266: 25v–27v; I-Sc L. V. 30: 27r–29r; D-GOl CA. 8° 94: 91–93v; Herwagius 1563, 1: 
cols. 424–426; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 80–81 
表内の疑問符はランベルトゥスの理論書の本文ではプロプリエタスの有無が明示されていな

いリガトゥーラ、丸括弧および疑問符は、一次資料による誤記である可能性の高いリガ

トゥーラを示す。  



 76 

音数 番号 リガトゥーラ  
プ ロ プ リ エ

タス有り 

プ ロ プ リ エ

タス無し 

逆プロプリエ

タス 

4 

1 [L(3)SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)L(2)] 

  

 

( ?) 

   

2 [<L>(2)SSS(1/3:1/3:1/3)] 
  ? 

? 
 ? ? 

4 

3 

[L(2)SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)L(2)] +B

か [L(2)SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)L(3)] 

+L 

     

4 [B(1)SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)B(1)]     

5 
[SSS(1/3:1/3:1/3)B(1)]+B or 

[SSS(1/3:1/3:1/3)<B or L>(2)]+L 
 ? ? 

6 [B(1)SSS(1/3:1/3:1/3)]  ?  

7 
[BBBL(1:1:1:2)] +B か

[BBBL(1:1:1:3)] +L 

   

   

(   

 ?)  

 

  
( ?) 

8 [BBBB(1:1:1:1)] 
? ? 

? 

? ?

? 
 

9 

[SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)BB(1:1)]   
 

    

[SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)B(2)L(3?)]   

    

  

( ?) 
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表 19（続き）  

音数 番号 リガトゥーラ  
プ ロ プ リ エ

タス有り 

プ ロ プ リ エ

タス無し 

逆プロプリエ

タス 

5 1 

[SS(1/3:2/3 or 2/3:1/3)BB(1:1)L(2)] 

+B か [SS(1/3:2/3 or 

2/3:1/3)BB(1:1)L(3)] +L 

  

    

  

 

6 2 
[SSSBB(1/3:1/3:1/3:1:1)L(2)] +B か

[SSSBB(1/3:1/3:1/3:1:1)L(3)] +L 
 (  ?) 

   

    

 

 さらに、ランベルトゥスはペルフェクトゥス  perfectus とインペルフェクトゥス 

imperfectus という語を 3 音リガトゥーラに限って適用している177。一見、これらの用語は

ガルランディアのペルフェクツィオ有り・無しを思い起こさせるが、ランベルトゥスの場

合、これらの用語はリガトゥーラの音価ではなく、ピッチに関わる概念である。すなわち

ここでのペルフェクトゥスとは、3 音リガトゥーラにおいて全ての音が上行か下行してい

る   と  を意味し、対してインペルフェクトゥスとは 3 音リガトゥーラにおいて真ん

中の音だけが上行しているか、下行している  と  を意味する178。  

 このように、ランベルトゥスにとってプロプリエタスとペルフェクトゥス・インペルフェ

クトゥスとはリガトゥーラの形状に関する概念であり、音価とは結び付いていない。それ

にもかかわらず、ランベルトゥスはガルランディアの理論におけるプロプリエタスとペル

フェクツィオの概念を知っていたと思われる。なぜなら、ランベルトゥスはほぼ一貫して、

リガトゥーラのウルティマが L のときは…  か …  、また B のときは…  か …  と

書き分けており、前者はガルランディアの定義によればペルフェクツィオ有り、後者はペ

ルフェクツィオ無しに相当する。おそらくこの記譜の一貫性を保つために、ランベルトゥ

スは [LB]に対して、ガルランディアの理論書などで見られる従来の  ではなく  とい

う新しい記譜を提示し、同様に、[BLB]に対して従来の  と  の代わりに、 と   

を置いた。しかし、これらは従来の記譜のあり方を支持するザンクト＝エメラムの無名者

                                                        
177 F-Pn lat. 11266: 25v; I-Sc L. V. 30: 27r; D-GOl CA. 8° 94: 91v; Herwagius 1563, 1: cols. 424; 
Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 80–81. 
178 ただし、Herwagius 1563 はペルフェクトゥスとインペルフェクトゥスの定義を行なってい

いない。 
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の非難の的となった。  

 

 

3-1-3. ザンクト＝エメラムの無名者のプロプリエタスとペルフェクツィオ  

 

概要と定義  

 

 ザンクト＝エメラムの無名者のプロプリエタスとペルフェクツィオの定義および記譜

は、ガルランディア『計量音楽論』に多くを負っている。ただし、ガルランディアは、シ

ネ・リッテラ書法のモドゥスにおける基本的なリガトゥーラの配列で見られる、2 音リガ

トゥーラや 3 音リガトゥーラ、あるいは多くても 4 音リガトゥーラまでしか具体的に言及

していなかったのに対し、表 20 で見られるように、ザンクト＝エメラムの無名者は 10

音リガトゥーラまで挙げており、ガルランディアと比較すると、各リガトゥーラのその音

価やテンプスも細かく規定されている。  

 

 

プロプリエタス有りペルフェクツィオ有り  

 

 ザンクト＝エメラムの無名者によれば、全てのリガトゥーラの中でも、プロプリエタス

有りペルフェクツィオ有りの 2 音リガトゥーラ[BL]と 3 音リガトゥーラ[LBL]は重要で、

中でも第 1 モドゥスの始まりに置かれる[LBL]は特段の重要性を持っている179。そして、

この説明の直後で、ザンクト＝エメラムの無名者はプロプリエタス有りペルフェクツィオ

有りにおける 3 音リガトゥーラ[LBL]への還元を定義している180。このザンクト＝エメラ

ムの無名者が強調する[LBL]の優位性は、前フランコ式理論に共通で、これをプロプリエタ

ス無しと改めたフランコの理論とはきわめて対照的な立場である。  

 

                                                        
179 D-Mbs Clm. 14523: 141r; Yudkin, De musica mensurata: 126–127. 
180 D-Mbs Clm. 14523: 141r; Yudkin, De musica mensurata: 126–127. 
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表 20 ザンクト＝エメラムの無名者によるリガトゥーラ181 

音 

数 

プロプリエタス有り  プロプリエタス無し  逆プロプリエタス  

ペルフェク

ツィオ有り  

ペルフェク

ツィオ無し  

ペルフェク

ツィオ有り  

ペルフェク

ツィオ無し  

ペルフェク

ツィオ有り  

ペルフェク

ツィオ無し  

2 

[B(1) 

L(2 or 3)] 

 

[BB(1:2)] or 

[BB(1:1)] 

 

[LB(2:1)] 

 

( —不適切) 

B(1) +[BB 

(1:1)?] 

 

   

(   

— 不適切) 

[SS 

(1/3:2/3)] 

 

3 

[LB(2:1) 

L(2 or 3)] 

あるいは 

[BBL(1:2:3)] 

 

[BBB 

(1:1:1)] 

 

[BLB(1:2:1)] 

 

[BBB 

(1:1:1)]?  

[SS 

(1/3:2/3) 

L(2 or 3)] 

 

[SS(1/3:2/3 

B(1 or 2?)] 

 

4 

[BBB 

(1:1:1) 

L(2 or 3)] 

 

[BBBB 

(1:1:1:1)] 

 

[BB(1:1) 

L(?)B(1)] 

 

 

[SS 

(1/3:2/3) 

BL] 

 

[SS(1/3:2/3) 

BB(1:1)] 

 

あるいは 

[SS(1/3:2/3) 

SS(1/3:2/3)] 

   

(=   ) 

5 

[SS 

(1/3:2/3) 

BB(1:1) 

L(2 or 3)] iii) 

    

[SS(1/3:2/3) 

BBB(1:1:1)] 

[SS(1/3:2/3) 

B(1) 

L(?)B(1)] 

 

 

[SS 

(1/3:2/3) 

BB(1:1) 

L(2 or 3)] 

  

[SS 

(1/3:2/3) 

BBB 

(1:1:1)] 

   

 

  

                                                        
181 D-Mbs Clm 14523:.139–156v; Yudkin, De musica mensurata: 108–145. 
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表 20（続き）  

音 

数 

プロプリエタス有り  プロプリエタス無し  逆プロプリエタス  

ペルフェク

ツィオ有り  

ペルフェク

ツィオ無し  

ペルフェク

ツィオ有り  

ペルフェ

クツィオ

無し 

ペルフェ

クツィオ

有り 

ペルフェク

ツィオ無し  

6 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

BB(1:1) 

L(2 or 3)] 

    

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

BBB 

(1:1:1)] 

 ( ?) 

  

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

B(1) 

L(?)B(1)] 

   

   

7 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SS(1/3:2/3) 

B(1)L(2 or 3)] 

 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SS 

(1/3:2/3) 

BB(1:1)] 

 

    

8 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

B(1)L(2 or 3)] 

 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

BB(1:1)] 
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表 20（続き）  

音 

数 

プロプリエタス有り  プロプリエタス無し  逆プロプリエタス  

ペルフェク

ツィオ有り  

ペルフェク

ツィオ無し  

ペルフェク

ツィオ有り  
imperfecta 

ペルフェ

クツィオ

有り 

ペルフェク

ツィオ無し  

9 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SS(1/3:2/3) 

L(2 or 3)]  

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

BB(1:1)] 

    

10 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

L(2 or 3)] 

iv) 

[SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

SSS 

(1/3:1/3:1/3) 

BB(1:1)] 

    

 

 

 また、ザンクト＝エメラムの無名者は、常にペヌルティマは B、ウルティマは L とい  

うガルランディア『計量音楽論』第 3 章のプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの定

義を引用している182。ただし、ガルランディアが、複数の先行音が見られる場合は全て L

に相当するとし、この定義においては婉曲的に、3 音リガトゥーラ[LBL]のみをプロプリエ

タス有りペルフェクツィオ有りと認め、第 3・4 モドゥス中のプロプリエタス有りペルフェ

クツィオ有りの[BBL]は度外視していたのに対し183、ザンクト＝エメラムの無名者は、第

3・4 モドゥスで用いられる[BBL]についても、この定義を引用した際に補足的に触れてい

                                                        
182 3-1-1 を参照のこと。  
183 D-Mbs Clm. 14523: 141r; Yudkin, De musica mensurata: 124–125. 
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る184。 

 

 

プロプリエタス無しペルフェクツィオ有り  

 

 ザンクト＝エメラムの無名者によれば、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 2

音リガトゥーラ[LB]はガルランディアの定義と記譜に基づいて  と   と書かれるべき

であるが、先述のようにランベルトゥスがこれを  と記譜したことを、次の 2 つの理由

から批判している185。一つは、これが先達のガルランディアの理論から逸脱していること、

もう一つはその記譜が単に単独 L と単独 B を組み合わせただけで、単独音符とコンポジタ

の区別が曖昧になっているためである。ところが、3-1-1 でも述べたように、B-BRs 528 に

おけるガルランディア『計量音楽論』は  をプロプリエタス無しペルフェクツィオ有り

の 2 音リガトゥーラ[LB]として幾度も記譜し、逆に  は一度も用いていない。さらに、ラ

ンベルトゥスの用いる  はフランコの理論の中でも[LB]を表し、ザンクト＝エメラムの

無名者の主張も虚しく、この記譜は 1280 年以降広く使われることになる。また、前述のよ

うに、ザンクト＝エメラムの無名者は、ランベルトゥスが[BLB]を表すのに従来の   と  

 ではなく、プロプリエタス無しペルフェクツィオ無しと解釈されるはずの と   

を用いたことを批判した186。 

 さらに、ザンクト＝エメラムの無名者は、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの

4 音を超えるリガトゥーラは、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥー

ラ[BBLB]へと還元されるとする187。これはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの規

則を踏襲したもので、3-1-1 でも述べたように、ガルランディアもプロプリエタス無しペル

フェクツィオ有りの 4 音以上のリガトゥーラが LLB の音価の配列と等しい旨を述べてい

たが、このとき 4 音リガトゥーラは[••(=L)LB]となり、•が等しい音価ならば、[BB(=)LB]と

解釈することができた。  

 そして、ザンクト＝エメラムの無名者によれば、プロプリエタス無しペルフェクツィオ

有りの 4 音以上のリガトゥーラは稀にしか用いられないが、近頃はプロプリエタス無しペ

                                                        
184 D-Mbs Clm. 14523: 140v; Yudkin, De musica mensurata: 122–123. 
185 D-Mbs Clm. 14523: 142r; Yudkin, De musica mensurata: 132–135. 
186 D-Mbs Clm. 14523: 142v; Yudkin, De musica mensurata: 134–137. 
187 D-Mbs Clm. 14523: 142v–143r; Yudkin, De musica mensurata: 138–139. 
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ルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラがしばしば使われていると証言している188。確か

に、前フランコ式記譜法による現存の楽譜写本では、プロプリエタス無しペルフェクツィ

オ有りで書かれた 4 音以上のリガトゥーラは一切見られない。ザンクト＝エメラムの無名

者の証言に見るプロプリエタス無しの使用頻度の高まりは、プロプリエタス有りペルフェ

クツィオ有りに強く依存するモーダル記譜法や前フランコ式理論とは異なる、新しい計量

音楽論・記譜法の様相を暗に伝えている。  

 

 

プロプリエタス有りペルフェクツィオ無し  

 

 ペルフェクツィオの有りと無しを厳密に示そうとする傾向が見られる。ほとんどの前フ

ランコ式の理論書がリガトゥーラの末尾の音価、あるいはガルランディアの用語ではペル

フェクツィオの音価をあまり厳密に書き分けておらず、同様の傾向は多くの前フランコ式

記譜法による楽譜写本でも見られるが、ザンクト＝エメラムの無名者は、ランベルトゥス

と同様に、ペルフェクツィオの有無を明確に区別しようと試みている。  

 ザンクト＝エメラムの無名者によれば、ペルフェクツィオ無しは特にクム・リッテラに

おいて見られる189。確かに、第 5 章でも詳述するように、ザンクト＝エメラムの無名者が

プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しとして挙げている [BB(1:2)]や [BB(1:1)]、

[BBB(1:1:1)]はクム・リッテラによるモテットの上声部で散見される。  

 また、ザンクト＝エメラムの無名者はガルランディアや第 4 無名者がプロプリエタス有

りペルフェクツィオ有りとしていた第 6 モドゥス中の[BBB]と[BBBB]もプロプリエタス有

りペルフェクツィオ無しであると定義する190。さらに、ザンクト＝エメラムの無名者はプ

ロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの 4 音を超えるリガトゥーラは、プロプリエタス

無しペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ[BLB]へと還元できるとする191。この規則

では、常にウルティマの音は B に固定され、これはフランコのペルフェクツィオ無しの定

義を彷彿とさせる。  

 

                                                        
188 D-Mbs Clm. 14523: 142v–143r; Yudkin, De musica mensurata: 138–139. 
189 D-Mbs Clm. 14523: 146r; Yudkin, De musica mensurata: 160–161. 
190 D-Mbs Clm. 14523: 146r–v; Yudkin, De musica mensurata: 160–163. 
191 D-Mbs Clm. 14523: 147r; Yudkin, De musica mensurata: 166–169. 
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プロプリエタス無しペルフェクツィオ無し  

 

 ガルランディアが、プロプリエタス無しペルフェクツィオ無しとなるリガトゥーラの用

法やその音価には一切言及していないのに対し192、ザンクト＝エメラムの無名者によれば、

プロプリエタス無しペルフェクツィオ無しは、2 音リガトゥーラに限って使われる。この

ような 2 音リガトゥーラは  あるいは  と書かれ、2 テンプスの B に対してのみ置か

れる193。これは、逆プロプリエタスとしても書かれ得るが、ザンクト＝エメラムの無名者

によれば、2 テンプスの B に対して 2S から成る逆プロプリエタスを置くと各 S は B に相

当する長さになってしまうため、許容できない。 

 そしてザンクト＝エメラムの無名者は、プロプリエタス無しペルフェクツィオ無しは 3

音以上のリガトゥーラには適用されない、とする。同時に、ザンクト＝エメラムの無名者

は、ガルランディアの理論ではプロプリエタス無しペルフェクツィオ無しの 3 音リガ

トゥーラは[BBB]として存在するが、これはプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しと

同じであるため、説明する必要がない、とも述べている194。しかし、現存の『計量音楽論』

の一次資料を見る限り、[BBB]をプロプリエタス無しペルフェクツィオ無しとして論じた

ものは一つも残っていない。  

  

  

                                                        
192 プロプリエタス無しペルフェクツィオ無しのリガトゥーラは、モドゥスのリガトゥーラの

基本配列には見られず、ゆえにガルランディアはこのリガトゥーラの用法について一切説明

していないが、B-BRs 528 と F-Pn lat. 16663 の『計量音楽論』第 2 章では、プロプリエタス無

しペルフェクツィオ無しのリガトゥーラの記譜が譜例の中で見られる（B-BRs 528: 58r; F-Pn 
lat. 16663: 68r）。  
193 D-Mbs Clm. 14523: 147r; Yudkin, De musica mensurata: 166–169. 
194 Yudkin, De musica mensurata: 349–356. 
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3-1-4. 第 7 無名者とカールスルーエの無名者によるプロプリエタス  

 

 第 7 無名者とカールスルーエの無名者はペルフェクツィオには言及せず、プロプリエタ

スの概念のみを説明する。第 7 無名者はプロプリエタスという語をリガトゥーラだけでな

く単独音符の基本形を意味する際にも用いている195。そして、第 7 無名者はプロプリエタ

スの 2〜5 音リガトゥーラについて以下のように説明する（番号は執筆者による）。  

  

(1) 上行の 2 音リガトゥーラのプロプリエタスは、縦線がなく  のよ

うになる。(2) 下行の 3 音リガトゥーラのプロプリエタスは左に縦線を伴ってい

るもので、 のようになる。(3) 4 音リガトゥーラに関しては、あるものは上行

で連結され、またあるものは下行で連結される。(4) 上行の 4 音リガトゥーラの

プロプリエタスは縦線がなく のように書かれる。(5) 下行の 4 音リガトゥー

ラのプロプリエタスは左に縦線があり、 となる。(6) 5 音リガトゥーラのプロ

プリエタスは、上行にも下行にも頭上の部分に縦線があり、  |  となる196。 

 

 (1)と(2)を見ると、第 7 無名者は、2 音リガトゥーラに関しては上行のみ、3 音リガトゥー

ラに関しては下行のみに触れており、下行の 2 音リガトゥーラと上行の 3 音リガトゥーラ

の記譜と用法については不明である。(6)では、5 音リガトゥーラの説明にもかかわらず、

譜例は 4 音リガトゥーラを記している。また、ここで注目したいのは、上行・下行ともに

5 音リガトゥーラのプロプリエタスに縦線があるという記述で、譜例では線が欠落してい

るが、これは逆プロプリエタスの記譜を意味していると考えられ、もとは  などと

いう記譜が想定されていたはずである197。つまり、第 7 無名者のプロプリエタスは逆プロ

                                                        
195 F-Pn lat. 6286: 13v–14r; Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina 
altera, 1:380; Reaney, De musica libellus: 28. 
196 “Proprietas ligature duarum ascendendo est quod nullum habeat tractum, ut hic: 

. Proprietas ligature trium descendendo est quod habeat tractum a parte sinistra, ut hic: . De 
quatuor ligatis, quedam ligantur ascendendo, quedam descendendo. Proprietas ligatura ascendendo est 
quod nullum habeat tractum, et scribitur in hunc modum: . Proprietas ligature quatuor 
descendendo est quod habeat tractum a parte sinistra, ut hic: . Proprietas ligature quinque est quod 
habeat tractum super caput positum, tam ascendendo quam descendendo, sicut hic: | .”; F-Pn 
lat. 6286: 14r; Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera, 1:380–
381; Reaney, De musica libellus: 28. (1)で「縦線がなく」とあるが、これは、第 7 無名者が下行

の 2 音リガトゥーラ  を念頭に置いており、それと比べて上行の 2 音リガトゥーラの左側

には下向きの縦線を伴っていないことことを意味するものと考えられる。  
197 Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera, 1:381; 
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プリエタスの概念も包含していた可能性が高く、ゆえに、この 5 音リガトゥーラ中の最初

には S に相当する音が置かれていたであろう。  

 次に、カールスルーエの無名者のプロプリエタスの用法を見ると、まず、2 音リガトゥー

ラのうち、プロプリエタス有りは[BL]で   、プロプリエタス無しは[BB(=1L)]で  

 、逆プロプリエタスは[SS(=1B)]で   と記譜される（附録 3：第 26〜32 文）。特

に、プロプリエタス無しの 2 音リガトゥーラは、音価の点では、ガルランディアの理論に

おけるプロプリエタス無し（ペルフェクツィオ有り）と一致するというよりは、プロプリ

エタス有りペルフェクツィオ無しと一致する。なお、『ブルージュ・オルガヌム論文』も  

 を[BB(1:1)]と定義するが、カールスルーエの無名者の場合、B のテンプスには触れて

いない。  

 これらに加えて、カールスルーエの無名者は、プロプリエタスの語を使わずに、[DLL]と

なる と[BB]となる   を記している（附録 3：第 33〜35 文）。特に  の記

譜はいわゆるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで、ガルランディア、ランベルトゥ

ス、ザンクト＝エメラムの無名者の理論でも[BB]と解釈されるが、  はプロプリエタス無

しペルフェクツィオ有りに相当し、ガルランディアやザンクト＝エメラムの無名者は[LB]

と説明している。  

 3 音リガトゥーラに関しては、プロプリエタス有りは[LBL]で      と、

あるいは L+[BBL]で   |    |   |    と記譜され、また、プロプリエタ

ス無しは[BLB]で       と、逆プロプリエタス有りは[SSB]で   

    と記譜される（附録 3：第 36〜38 文）。とりわけプロプリエタス無しの[BLB]

に注目すると、音価の点で、これらはガルランディアの理論におけるプロプリエタス無し

ペルフェクツィオ有りと一致するが、記譜を見ると、 はガルランディアのプロプリ

エタス無しペルフェクツィオ有りと一致する。一方で、 と  はいわゆるプロプリエ

タス無しペルフェクツィオ無しの形で書かれているが、これらはザンクト＝エメラムの無

名者によれば[BBB]と解釈されるリガトゥーラである198。特に、 は上述のように、ラン

ベルトゥスの[BLB]の記譜と一致しており、ザンクト＝エメラムの無名者はこの用法を批

判していた。さらに、 はいわゆるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの記譜で、

                                                        
Reaney, De musica libellus: 28. 
198 3-1-3 を参照のこと。  
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ランベルトゥスとザンクト＝エメラムの無名者はこれを[BBB]と説明している199。  

 これらの補足として、カールスルーエの無名者は[BBB]となる 、全体が 1L あるいは

2B に相当する にも言及しているが、これらのプロプリエタスの有無は不明である（附

録 3：第 39〜40 文）。ただし、 はガルランディアの理論におけるプロプリエタス有りペ

ルフェクツィオ無しで、ランベルトゥスとザンクト＝エメラムの無名者も[BBB]として記

譜している。  

 最後に、カールスルーエの無名者は 4 音リガトゥーラに関しては、プロプリエタスとい

う語を用いずに、 を[BBBL]、  を[BBBB]、    を[SSBB]と説明する（附録 3：

第 41〜43 文）。[SSBB]となるリガトゥーラは逆プロプリエタスを意味していると考えられ

るが、真ん中の  は逆プロプリエタスの縦線を持っておらず、また[BBBL]の  と同じ記

譜で書かれている。さらに、  はいわゆるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの

記譜で、同様のリガトゥーラはランベルトゥスとザンクト＝エメラムの無名者の理論書で

も見られる。  

 このように、カールスルーエの無名者のプロプリエタスの概念において、特にプロプリ

エタス無しは、ガルランディアの理論におけるプロプリエタス無しペルフェクツィオ有り

とプロプリエタス有りペルフェクツィオ無し、あるいはプロプリエタス無しペルフェク

ツィオ無しを混合した概念および記譜であることが分かる。  

  

                                                        
199 3-1-2 と 3-1-3 を参照のこと。  
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3-1-5. 『ブルージュ・オルガヌム論文』におけるペルフェクタとインペルフェク

タ 

 

 『ブルージュ・オルガヌム論文』はプロプリエタスという語は用いていないが、ペルフェ

クタ perfecta とインペルフェクタ imperfecta という用語でもって、2 音リガトゥーラと 3

音リガトゥーラを音価と記譜を説明している（表 21）200。 

 

表 21 『ブルージュ・オルガヌム論文』におけるリガトゥーラの記譜とその音価  

音数 ペルフェクタ  インペルフェクタ  

2 

    

[BB(1:1)]あるいは  

トロカイウス＝[LB(2:1)] 

3 

         

[LBL]BP 

 |  |  |  | 

[BLB]LP 

 |  |  |  | 

[LLL]LP 

         

[BBL]BP 

 

 この理論書では 2 音リガトゥーラのうち、ペルフェクタの説明はなく、インペルフェク

タのみが説明されている。そして、インペルフェクタの     は[BB(1:1)]にな

るか、あるいはトロカイウスになるとし、後者は[LB(2:1)]のリズムを意味していると考え

られる。そして、カールスルーエの無名者も     を[BB]と解釈していた。  

 また、3 音リガトゥーラのペルフェクタに注目すると、第 1 モドゥスを思わせる[LBL]BP、

                                                        
200 “Notandum quod omnis figura bineumis ita posita et imperfecta valet duas simplices breves et 
equipollet simplici longe, ita quod unus punctus sit equalis altero in magnitudine et quantitate sic: 

. Et primus punctus sit major vel longior secundo, trochaio modo pronuntianda est sic: 
, tam ascendendo quam descendendo. Item omnis figura trineumis ita posita habet primam 

brevem et secundam longam et terciam brevem si pausa longa subsequatur, ita:  |  |  |  
|. Et si pausa brevis subsequatur, habet primas duas breves et ultimam longam sic:       

  , tam ascendendo quam descendendo. Item omnis figura perfecta ita scripta si pausa brevis 
subsequatur, prima dicitur esse longa media brevis tercia longa, hoc modo:        
 . Item si pausa longa sequatur, dicuntur omnes esse longe, hoc modo:  |  |  |  |, per illam 

regulam que dicit: ‘Tanta est pausa quanta est penultima,’ etc.”; B-BRs 528: 57v; Pinegar, “Exploring 
the Margins”: 236, 242–243; Pinegar, “Textual and Conceptual Relationships Among Theoretical 
Writings on Measurable Music of the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries”: 588–589. 
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第 5 モドゥスを想起させる[LLL] LP が例に挙げられている。対して、3 音リガトゥーラの

インペルフェクタでは第 2 モドゥス中の配列と思われる [BLB]LP が挙げられる一方、

[BBL]BP という配列も挙げられており、これがどのモドゥスで用いられていたかは不明で

ある。  

 

 

3-2. 3 音リガトゥーラへの還元  

  

 3 音リガトゥーラへの還元に言及した前フランコ式の理論書は 5 つあり、ガルランディ

ア、第 7 無名者、『ブルージュ・オルガヌム論文』、ザンクト＝エメラムの無名者、第 4 無

名者が挙げられる。この規則は、4 音以上のリガトゥーラ全体の音の長さは常に 3 音リガ

トゥーラ全体の音の長さと一緒になると言うもので、リガトゥーラ内の音数が増えるほど、

ウルティマあるいはウルティマを除く各先行音の長さが短くなるという特質があり、短い

装飾的リズムを作る役割があったと考えられる。以下では、この規則を論じた理論家・著

作おのおのにおける 3 音リガトゥーラへの還元の説明を取り上げたい。  

 

 

3-2-1. ガルランディアによる 3 音リガトゥーラへの還元  

 

 ガルランディア『計量音楽論』第 6 章によると、3 音リガトゥーラへの還元は次の 3 つ

の場合に起こる（表 22）。すなわち、第 1 に、リガトゥーラでない音符すなわち単独音符

（表中(1)）、第 2 に 3 音を超えるリガトゥーラ（表中(2)）、第 3 に単独音符＋2 音リガトゥー

ラ（表中(3)）である。特に、(3)において「本来的なプロプリエタス」と言う語が出てくる

が、これは[LBL]が備えるプロプリエタスを意味すると考えられる201。 

 

 

 

                                                        
201 対して、ガルランディアは『計量音楽論』第 4 章において、プロプリエタス有りペルフェ

クツィオ有りで書かれる第 5 モドゥス中の[LLL]に対して、「非本来的 non propriae」と述べて

いる（I-Rvat lat. 5325: 17r; B-BRs 528: 58v; F-Pn lat. 16663: 68v; Reimer, Johannes de 
Garlandia, 1:55.）。 
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表 22 ガルランディア『計量音楽論』の 3 つの一次資料における 3 音リガトゥーラへの

還元の説明の比較（番号は執筆者による）  

写本 I-Rvat lat. 5325 B-BRs 528 F-Pn lat. 16663 

ラ テ ン

語 

(18r) 

(1) Item omnis figure non 

ligate debent reduci ad 

figuram compositam per 

equipollentiam.  

(59v) 

(1) Item omnis figura non 

ligata debet reduci ad 

figuram compositam per 

equipollentiam.  

(69v) 

(1) Omnis figura non 

ligata debet reduci ad 

ligatam per 

equipollentiam.  

(2) Item omnis figura 

ligata ultra tres vel 4 vel 5 

etc. suo proprio modo 

reducitur ad 3 per 

equipollentiam.  

(2) Item omnis figura 

ultra 3 suo proprio modo 

reducitur ad tres.  

(2) Omnis figura ultra 

tres suo proprio modo 

reducitur ad tres.  

(3) Item omnis figurae 

simplex et non composita 

et 2 ligate sequentes 

reducuntur ad 3 ligatas per 

equipollentiam et hoc est 

secundum propriam 

proprietate quia 

redu(18v)-cuntur ad 

aliquem modum proprium 

(3) Item omnis figurae 

simplex vel non 

composita et due ligate 

sequentes reducuntur ad 3 

ligatas (59v fin in marg.) 

 

(3) Item tres quarum 

altera est simplex et due 

ligate reducuntur ad tres 

ligatas per 

equipollentiam, et hoc 

est secundum propriam 

proprietate, quia 

reducuntur ad aliquem 

modum proprium.  
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(4) Item ubicumque 

invenitur multitudo 

brevium semper 

participant cum 

precedente quia precedens 

cum eis non reputatur nisi 

uno tali sicut et precedens. 

 

 

(4) Item notandum 

est, quod ubicumque 

invenitur brevium 

multitudo, id est 

semibrevium semper 

participant cum 

precedente quia 

precedens cum eis non 

reputatur in valore, nisi 

pro una tali sicut et 

precedens. 

 

和訳 (1) 同様に、全てのリガ

トゥーラでないフィグ

ラは等価性を通じてコ

ンポジタへと還元され

ねばならない。  

(1)同様に、全てのリガ

トゥーラでないフィグ

ラは等価性を通じてコ

ンポジタへと還元され

ねばならない。  

(1)全てのリガトゥー

ラでないフィグラは

等価性を通じてコン

ポジタへと還元され

ねばならない。  

(2) また、3 音、4 音、5

音等々を超える リ ガ

トゥーラは全て、その本

来的なあり方によって、

等価性を通じて 3 音（リ

ガトゥーラ）へと還元さ

れる。  

(2) また、3 音を超える

リガトゥーラは全て、

その本来的なあり方に

よ っ て 、 3 音 （ リ ガ

トゥーラ）へと還元さ

れる。  

(2) 3 音を超えるリガ

トゥーラは全て、その

本 来 的 な あ り 方 に

よって、 3 音（リガ

トゥーラ）へと還元さ

れる。  



 92 

(3) そして、全ての単独

でかつコンポジタでな

いフィグラと 2 音リガ

トゥーラは、等価性を通

じて、すなわち本来的な

プ ロ プ リ エ タ ス （ ＝

[LBL] のプ ロプリ エタ

ス）に従って、3 音リガ

トゥーラへと還元され

る。というのも、それら

（＝単独音符＋2 音リ

ガトゥーラ）は、何らか

の本来的なあり方へと

還元されるからである。 

(3) また、全ての単独の

あるいはコンポジタで

ないフィグラとその後

に続く 2 音リガトゥー

ラは、3 音リガトゥーラ

へと還元される。（完） 

 

(3) また、一方が単独

音符で、（残りの）2 音

がリガトゥーラであ

る 3 音は、等価性を通

じて、すなわち本来的

なプロプリエタス（＝

[LBL]のプロプリエタ

ス）に従って、3 音リ

ガトゥーラへと還元

される。というのも、

それら（＝単独音符＋

2 音リガトゥーラ）は、

何らかの本来的なあ

り方へと還元される

からである。  

(4) また、複数の B が見

られる場合はいかなる

ときも、必ず、それらの

B は先行音とひとまと

まりになる。なぜなら、

複数の B を伴う諸先行

音は、そのような 1 つの

先行音（[LBL]中の最初

の L）の代わりにあるも

のと見なされるからで

ある。  

 (4) そして、次のこと

に留意せよ。  

また、複数の B. 

すなわち複数の S が見

られる場合はいかな

るときも、必ず、それ

らの B は先行音とひと

まとまりになる。なぜ

なら、複数の B を伴う

諸先行音は、音価にお

いて、そのような 1 つ

の先行音（ [LBL]中の

最初の L）の代わりに

あるものと見なされ
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るからである。  

 

 さらに (4)は、もし複数の B があった場合、それは 3 音リガトゥーラの 1 先行音、すな

わち[LBL]中（特に第 1 モドゥス中の[LBL(2:1:2)]）の最初の L に対して置かれる旨を述べ

ている。つまり、図 4 で示したように、このとき、[LBL]のペヌルティマの B とウルティ

マの L は固定され、最初の L に対して複数の先行音 B が置かれる。ここで注意したいの

は、F-Pn lat. 16663 は表 22 中の(4)において「複数の B」を「複数の S」と言い換えている

点である。「複数の S」という表現は I-Rvat lat. 5325 には見られず、後の誰かによって注釈

的に付け加えられたと考えられる。確かにリガトゥーラが 5 音以上になった場合、その先

行音となる 3 つの B は L(2)に当てはめられ、各 B の長さは 1 テンプスよりも短くなるた

め、このとき B は「名無しの S」に相当するものと考えられる。一方で、4 音リガトゥー

ラが還元される場合、[••(=L)BL]となるが、もし•が等価であれば、[BBBL]となるため、「複

数の S」とは言えず、また不等価だとしても、片方だけが S になり、やはり「複数の S」と

いう表現は適切とは言えない。  

 

図 4 ガルランディアによる 3 音リガトゥーラへの還元  

 

 

 さらに、3-1-1 でも詳述したように、ガルランディアは『計量音楽論』第 3 章において、

プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音以上のリガトゥーラは、ペヌルティマの

L とウルティマの B 以外の複数の先行音 B は全て L に対して置かれる旨を述べていたが、
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これも一種の還元と見なすことができるだろう（図 5）。特に、先行音の B は増えれば増

えるほど各音の長さは縮小され、ここでも「名無しの S」がとりわけ 5 音以上のリガトゥー

ラで見られる。  

 

図 5 ガルランディアによるプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りのリガトゥーラ  

 
 

 

3-2-2. 第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』による 3 音リガトゥーラ

への還元  

 

 第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』における 3 音リガトゥーラへの還元を説

明した部分を比較すると、両者が同一のテクストを持つことが分かる（表 23）。表中の(1)

を見ると、第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』は 3 音リガトゥーラの音価を[LBL]

と明示しており、これはガルランディアが「本来的なプロプリエタス」と間接的に 3 音リ

ガトゥーラ[LBL]を示していたのと対照的である。 
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表 23  第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』における 3 音リガトゥーラへの還

元の説明比較（番号は執筆者による）  

理論書

と写本  

第 7 無名者  

F-Pn lat. 6286 

『ブルージュ・オルガヌム論文』  

B-BRs 528 

ラ 

テ 

ン 

語 

(14r) 

(1) Et sciendum quod omnis ligatura 

excedens tres ligatas debet reduci ad 

tres ligatas; verbi gratia de tribus 

ligatis prima est longa et altera brevis 

et altera longa. 

(56v) 

(1) Et est sciendum quod omnis ligata 

excedens tres ligatas debet reduce ad 

tres ligatas; verbi gratia, de tribus 

ligatis, prima est longa et altera brevis 

et altera longa.  

 

(2) Similiter de quatuor ligatis ultima 

nota valet unam longam et tres 

precedentes valent longam et 

brevem, et sic quatuor ligate 

reducuntur ad tres ligatas secundum 

tempus.  

(2) Similiter, de iiii ligatis ultima nota 

valet longam tres precedentes valent 

longam et brevem, et sic 4 ligate 

reducuntur ad tres ligatas secundum 

tempus.  

(3) Similiter est de quinque ligatis; 

ultima valet unam longam et totum 

residuum valet longam et brevem.  

(3) Similiter, de quinque ligatis, ultima 

valet longam et totum residuum valet 

longam et brevem.  

 

(4) Et sic ligatura quatuor vel quinque 

notarum, plurium si sint, reducuntur 

omnes ad tres ligatas, nec possunt plus 

valere secundum tempus quam tres 

ligate. 

(4) Et sic ligature quatuor vel plurium 

omnes reducuntur ad tres ligatas, nec 

possunt plus valere secundum tempus 

quam tres ligate. 
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和 

訳 

(1) そして、3 音よりも多く連結さ

れたリガトゥーラは全て、3 音リガ

トゥーラへと還元されなければな

らない、ということを知っておくべ

きである。例えば、3 音リガトゥー

ラのうち、最初は L、次は B、その

次は L である。  

 

(1) そして、3 音よりも多く連結され

たリガトゥーラは全て、3 音リガ

トゥーラへと還元されなければな

らない、ということを知っておくべ

きである。例えば、3 音リガトゥー

ラのうち、最初は L、次は B、その

次は L である。  

(2) 4 音リガトゥーラのうち、ウル

ティマは 1L に相当し、先行する 3

音は L と B の音価を持つ。そして、

このようにして、4 音リガトゥーラ

は、テンプスに従って、3 音リガ

トゥーラへと還元される。  

(2) 同様に、4 音リガトゥーラのう

ち、ウルティマは 1L に相当し、先

行する 3 音は L と B の音価を持つ。

そして、このようにして、4 音リガ

トゥーラは、テンプスに従って、3 音

リガトゥーラへと還元される。  

(3) 5 音リガトゥーラについても同

様であり、ウルティマは 1L で、残

りは全て L と B に相当する。  

(3) 同じように、5 音リガトゥーラの

うち、ウルティマは 1L で、残りは

全て L と B に相当する。  

 

(4) そして、このように 4 音あるい

は 5 音リガトゥーラ、もしくは、あ

ればそれ以上のリガトゥーラは、全

て 3 音リガトゥーラへと還元され、

それらは、テンプスに従えば、3 音

より多い音数のリガトゥーラの音

価に相当することはあり得ない。  

(4) そして、このように 4 音あるい

はそれ以上のリガトゥーラは全て 3

音リガトゥーラへと還元され、それ

らは、テンプスに従えば、3 音より

多い音数のリガトゥーラの音価に

相当することはあり得ない。  

 

 また、(2)・(3)では、4 音リガトゥーラと 5 音リガトゥーラそれぞれのウルティマが常に

L で、それ以外の先行音が L+B に対して置かれる旨が述べられており、これを図解すると、

図 6 のようになると考えられる。つまり、この第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論

文』による 3 音リガトゥーラへの還元は、 [LBL]の L にのみ先行音が置かれ、ペヌルティ
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マとウルティマが[…BL]と固定されるガルランディアの方法とは異なるものであることが

分かる。  

 

図 6 第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』による 3 音リガトゥーラへの還元  

 

 

 

3-2-3. ザンクト＝エメラムの無名者による 3 音リガトゥーラへの還元  

 

 ザンクト＝エメラムの無名者によれば 3 音リガトゥーラへの還元は、主にプロプリエタ

ス有りペルフェクツィオ有りにおいて起こり、やはり[LBL]への還元を原則とする202。ここ

で興味深いのは、この規則に言及した理論家のうち、唯一ザンクト＝エメラムの無名者は

還元が起こる 4 音以上のリガトゥーラの音価とテンプスを明示している点である（表 24）。 

 また、ザンクト＝エメラムの無名者によれば、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有

りにおける 3 音リガトゥーラへの還元は、原則としてガルランディアの方法に基づき、

[LBL]の最初の L に諸先行音が置かれ、後ろの B と L は常にそのまま変化しない。ザンク

ト＝エメラムの無名者の理論では、1 テンプスの B に対して当てはめられるのは 3 つの S

までで、ゆえに、ペヌルティマ B とウルティマ L を固定した場合、8 音リガトゥーラで先

行音の数が飽和状態となる。しかし、ザンクト＝エメラムの無名者は、ガルランディアの

理論とは異なるが、還元は 9・10 音リガトゥーラも可能だとする203。すなわち、このとき

先行音は[LBL]中のペヌルティマの B に対しても置かれることになり、これは第 7 無名者

と『ブルージュ・オルガヌム論文』の 3 音リガトゥーラへの還元と一致する。  

 

 

                                                        
202 D-Mbs Clm. 14523: 139v–141v; Yudkin, De musica mensurata: 112–127. 
203 D-Mbs Clm. 14523: 141v–142r; Yudkin, De musica mensurata: 130–133. 
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表 24 ザンクト＝エメラムの無名者によるプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りお

よび逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ  

音数 プロプリエタス有り    逆プロプリエタス有り  

  ペルフェクツィオ有り      ペルフェクツィオ有り  

3 [L(2) B(1) L(2)]    [SS(1/3:2/3) L(2)] 

4 [BB(1:1) B(1) L(2)]    [SS(1/3:2/3) B(1) L(2)] 

5 [SS(1/3:2/3) B(1) B(1) L(2)]   [SS(1/3:2/3) B(1) B(1) L(2)] 

6 [SSS(1/3:1/3:1/3) B(1) B(1) L(2)]    – 

7 [SSS(1/3:1/3:1/3) SS(1/3:2/3) B(1) L(2)]    – 

8 [SSS(1/3:1/3:1/3) SSS (1/3:1/3:1/3) B(1) L(2)]   – 

9  * [SSS(1/3:1/3:1/3) SSS (1/3:1/3:1/3) SS(1/3:2/3) L(2)]  – 

10  * [SSS(1/3:1/3:1/3) SSS (1/3:1/3:1/3) SSS(1/3:1/3:1/3) L(2)]  – 

* ガルランディアは言及していないが、可能であるとするリガトゥーラ  

 

 さらに、ザンクト＝エメラムの無名者によれば、プロプリエタス有りペルフェクツィオ

有りの 5 音リガトゥーラと逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 5 音リガトゥー

ラはともに[SSBBL]になる（表 24）。そしてザンクト＝エメラムの無名者は、ガルランディ

ア理論に従えば、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りでこの 5 音リガトゥーラを表

す方が適切だが、最初の 2 音が S であることを強調するために逆プロプリエタス有りで記

譜すべき、と主張する204。そして、逆プロプリエタス有りのリガトゥーラでは常に 2 つの

S がリガトゥーラの最初に置かれこれらは変化しないと性質から、逆プロプリエタスにお

ける 3 音リガトゥーラへの還元の存在を否定している。加えて、ザンクト＝エメラムの無

名者は、3 つの S を逆プロプリエタスに置くのは過剰であると述べているが205、これはお

そらくランベルトゥスの 6 音リガトゥーラ[SSSBBL]が逆プロプリエタスとして    

    と記譜されていることを暗に批判しているものと考えられる。  

 また、ザンクト＝エメラムの無名者はガルランディアによるプロプリエタス無しペル

フェクツィオ有りのリガトゥーラにおける還元にも触れている206。しかし、ガルランディ

                                                        
204 D-Mbs Clm. 14523: 139v; Yudkin, De musica mensurata: 112. 
205 D-Mbs Clm. 14523: 142r; Yudkin, De musica mensurata: 132–133. 
206 3-1-1 を参照のこと。  
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アがプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音以上のリガトゥーラが LLB の音価

に還元されることを想定していたのに対し、ザンクト＝エメラムの無名者は、プロプリエ

タス無しペルフェクツィオ有りの 5 音以上のリガトゥーラがプロプリエタス無しペルフェ

クツィオ有りの 4 音リガトゥーラ[BBLB]へと還元されると述べる。おそらくガルランディ

アの考える LLB の全体とザンクト＝エメラムの無名者による[BBLB]の全体の長さは同じ

であるが、ザンクト＝エメラムの無名者はもしかしたら、LLB という音価の並びのリガ

トゥーラが計量音楽論では存在しないために、リガトゥーラとして存在する[BBLB]を還元

される対象に設定した可能性がある。  

 

表 25 ザンクト＝エメラムの無名者によるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの

4 音以上のリガトゥーラのプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ

への還元207 

音数 リガトゥーラの種類   

3 プロプリエタス無しペルフェクツィオ有り   

[B(1) L(2) B(1)] 

 プロプリエタス有りペルフェクツィオ無し  

4  [B(1) BB(1:1) B(1)]      

5  [SS(1/3:2/3) BB(1:1) B(1)]      

6 [SSS(1/3:1/3:1/3) BB(1:1) B(1)]     

7 [SSS(1/3:1/3:1/3) SS(1/3:2/3) B(1) B(1)]    

8 [SSS(1/3:1/3:1/3) SSS (1/3:1/3:1/3) B(1) B(1)]  

9 [SSS(1/3:1/3:1/3) SSS (1/3:1/3:1/3) SS(1/3:2/3) B(1)] 

10 [SSS(1/3:1/3:1/3) SSS (1/3:1/3:1/3) SSS(1/3:1/3:1/3) B(1)] 

 

 加えて、ザンクト＝エメラムの無名者は、プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの

4 音以上のリガトゥーラはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ

[BLB]へと還元される、という規則を提唱している（表 25）208。この還元の規則では、ウ

                                                        
207 表 19 も参照のこと。  
208 D-Mbs Clm. 14523: 147r; Yudkin, De musica mensurata: 166–169. 
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ルティマは常に B で、先行音は[BLB]中の最初の 2 音 B+L に対して置かれる。ここで重要

なのは、この 3 音リガトゥーラへの還元がリガトゥーラの種類を超えて、すなわちプロプ

リエタス有りペルフェクツィオ無しからプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りへと起

こっている点である。なお、この還元の方法は、他の前フランコ式理論では見られない。  

 

 

3-2-4. 第 4 無名者による 3 音リガトゥーラへの還元とペルフェクツィオ化  

  

 第 4 無名者は、4 音以上のリガトゥーラは、プロプリエタス有りではプロプリエタス有

りの 3 音リガトゥーラに、プロプリエタス無しではプロプリエタス無しの 3 音リガトゥー

ラに、逆プロプリエタス有りでは逆プロプリエタス有りの 3 音リガトゥーラへと還元され

ると主張する 209。しかし、具体例として挙げているのはプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りの[LBL]への還元の場合のみで、プロプリエタス無しや逆プロプリエタスにお

ける還元がどのようにして起こったのかは不明である。  

 さらに、第 4 無名者は[LBL]への還元として、ガルランディアのように[LBL]中の最初の

L に先行音が来るという方法と、第 7 無名者と『ブルージュ・オルガヌム論文』のように

L+B に先行音を置く方法両方に言及している。例えば、第 4 無名者によれば、ペルフェク

ツィオ無しの 3 音リガトゥーラの後に単独 B および単独 L が[•••] B L とある場合、これら

の単独 B および単独 L をリガトゥーラに含めて、[•••BL]とペルフェクツィオ化する必要

があり、このときこの 5 音リガトゥーラはペルフェクツィオ有りになり、その全体の音の

長さは[LBL]と等しくなる（表 26）。同様に、ペルフェクツィオ無しの 2 音リガトゥーラが

単独 B と単独 L とともに[••] B L とある場合も、[••BL]にペルフェクツィオ化され、これも

[LBL]と等しくなる210。これらのペルフェクツィオ化は、[LBL]中の後ろの B と L を固定す

るガルランディアの 3 音リガトゥーラへの還元と一致する。  

 

 

 

                                                        
209 GB-Lbl Royal 12 C VI: 70r; GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX: 218v; GB-Lbl Add. 4909: 71v; 
Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:48. 
210 GB-Lbl Royal 12 C VI: 70r–v; GB-Lbl Cotton Tiberius B. IX: 218v–219r; GB-Lbl Add. 4909: 71v–
72r; Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:48–50. 
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表 26 第 4 無名者によるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しのリガトゥーラ比較  

ペルフェクツィオ無しのリガトゥー

ラの音数 
第 4 無名者（下線部はペルフェクツィオ無しのリガトゥーラ） 

3 
[•••(=L)] +B +L => [•••(=L)BL] 

[•••(=LB)] +L  => [•••(=LB)L] 

4 
[••••(=L)] +B +L =>[••••(=L) BL] 

[••••(=LB)] +L => [••••(=L+B) L] 

5 
[•••••(=L)] +B +L => [•••••(=L)BL] 

[•••••(=LB)] +L => [•••••(=L+B)L] 

  

 別の方法では、ペルフェクツィオ無しの 3 音リガトゥーラ[•••]あるいは 4 音リガトゥー

ラは後ろに単独 L のみを伴っている場合、[•••L]や[••••L]とペルフェクツィオ化された後、

[LBL]へと還元される。この場合、後ろの L が固定されて還元が起こるため、第 7 無名者

と『ブルージュ・オルガヌム論文』による 3 音リガトゥーラへの還元と一致する。  

 このように、第 4 無名者による 3 音リガトゥーラへの還元の特徴は、ペルフェクツィオ

無しの音符の後ろにある単独音符をまずペルフェクツィオ化した後に起こる点である。そ

して、この•で表した各音は、音数が増えるほど短くなり、特に L に対して 3 音、あるいは

L+B に対して 4 音以上が置かれる場合は「名無しの S」になる。  

 

 

3-3. 逆プロプリエタス  

 

 逆プロプリエタスとはリガトゥーラの始めに S（あるいはそれに相当する音価）を置く

ことを意味し、通常、リガトゥーラの左端に上向きの縦線を伴う記譜のことを指す。しか

し、逆プロプリエタス有りのリガトゥーラの音価の解釈は、前フランコ式の理論書ごとに

異なっているため、以下では、それぞれの理論書における逆プロプリエタスの定義や規則、

記譜を詳細に検討する。  
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3-3-1. 定義と概要  

 

 表 27 で示したように、前フランコ式理論のうち、逆プロプリエタスに言及しているの

はガルランディア、カールスルーエの無名者、ランベルトゥス、ザンクト＝エメラムの無

名者、第 4 無名者である。また、第 7 無名者とアメルスは逆プロプリエタスという用語は

使っていないが、前者はプロプリエタスの 5 音リガトゥーラは左に上向きの縦線を伴うと

説明しており、逆プロプリエタスを示唆している211。同様に、後者も譜例の中で逆プロプ

リエタス有りのリガトゥーラを用いている212。 

 前フランコ式理論の中で、逆プロプリエタスの考え方は大きく 3 つのグループに分けら

れる。第 1 のグループは、ガルランディアと第 4 無名者による逆プロプリエタス有りで、

彼らの理論では 2 音以上の S（あるいは「名無しの S」）を置くことができる。対して、第

2 グループは、通常は 2 つの S が置かれるが、6 音リガトゥーラに限り 3 つの S をリガ

トゥーラの冒頭に置くとする考え方で、ランベルトゥスがこれに相当する。第 3 のグルー

プは、リガトゥーラの冒頭には常に 2 つの S が置かれるとするグループで、カールスルー

エの無名者とザンクト＝エメラムの無名者が挙げられるが、この考え方は、フランコ以降

の理論で一般的になる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
211 詳細は 3-3-5 を参照のこと。  
212 D-BAs Lit. 115: 78v; D-TRp 44: 335r; Ruini, Ameri Practica artis musice (1271): 101. 
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表 27 前フランコ式の理論書における逆プロプリエタスの定義  

理論家／理論書  説明 

(1) 『ディスカントゥスの通常

の配置』  
 

(2) ガルランディア  1B に対して 2 音以上が置かれ、ウルティマは常に L 

(3) 第 7 無名者  

（逆プロプリエタスの語には言及していないが、プロ

プリエタスの 5 音リガトゥーラは左に上向きの縦線を

伴うと説明）  

(4) 『ブルージュ・オルガヌム論

文』 
  

(5) カールスルーエの無名者  2 つの S が置かれる 例： [SS]、[SSB]、[SSBB] 

(6) アメルス  

（逆プロプリエタスの語には言及していないが、譜例

にてその記譜を使用し、[BB]、[BBB]、[BBS]になると

説明）  

(7) ランベルトゥス  
2 つの S（小 S＋大 S／大 S＋小 S)あるいは 6 音リガ

トゥーラの中では 3 つの S が置かれる  

(8) ザンクト＝エメラムの無名

者 
2 つの S （小 S＋大 S）が置かれる  

(9) 第 4 無名者  1B に対して 2 音以上が置かれる  

 

 

3-3-2. ガルランディアと第 4 無名者の逆プロプリエタス  

 

 まずは第 1 グループから見ていこう。ガルランディアによれば、逆プロプリエタス有り

ペルフェクツィオ有りのリガトゥーラにおいて、ウルティマは L で、その他の先行する音

は全て B に対して置かれる213。図 7 からも分かる通り、ガルランディアは S という言葉

を用いていないが、ガルランディアの逆プロプリエタスにおいて先行音は必然的に B より

                                                        
213 “Omnis ligatura per oppositum cum proprietate et perfecta ultima est longa et omnes praecedentes 
ponuntur pro brevi, si sint ibi plures sive pauciores.”; I-Rvat lat. 5325: 16r; B-BRs 528: 57v; F-Pn 
lat. 16663: 68r; Reimer, Johannes de Garlandia, 1:50. 



 104 

小さい音価、いわゆる「名無しの S」になる。  

 

図 7 ガルランディアの逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りのリガトゥーラ  

 

 

 

 第 4 無名者もガルランディアと同様に、第 1 モドゥスの文脈の中で基本となる 2 音リガ

トゥーラを BL とし、最初の B に対して 2 音のみならず 3 音以上を置くことを次のように

認めている。  

 

［省略］3 音の代わりに、4 つの音を同じ場所、すなわち逆プロプリエタスのリガ

トゥーラに置きなさい。そしてあなたは 1B に対して 3 音を持つであろう。［省略］

我々は慣習に従い、それ以上細分化することは滅多にない。換言すれば、我々は

声楽において 1B に対し 4 音を置くことはないが、これは器楽において適切な仕

方で生じる［省略］214。 

 

 ここで第 4 無名者は、2 音（＝1B）＋L、3 音（＝1B）＋L、4 音（＝1B）＋L 等の逆プ

ロプリエタス有りのリガトゥーラを想定している。また、ガルランディアと同じく、第 4

無名者はこれらの細分化された音に S という語を用いておらず、ここでも「名無しの S」

が認められる。  

 そして、3 音リガトゥーラへの還元の規則と同様、ガルランディアと第 4 無名者の逆プ

                                                        
214 “[…] loco trium pone quatuor eiusdem similitudinis, videlicet oppositae proprietatis, et sic 
habebitis tres pro brevi […] Et ulterius per consuetudinem raro frangimus, videlicet non ponimus 
quatuor pro brevi in voce humana; sed in instrumentis saepius bene fit, et sic quoad primum modum 
inter subtiles […]”; GB-LBl Royal 12 C VI: 66v; GB-LBl Cotton Tiberius B. IX: 217v; GB-LBl 
Add. 4909: 67r; Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:39. 
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ロプリエタスにおける「名無しの S」の音の長さは変動的でかつ柔軟で、ランベルトゥス

の小 S（1/3 テンプス）よりも短い音を表すことができる。この変動性・柔軟性はランベル

トゥス、ザンクト＝エメラムの無名者およびフランコが S を 1/3 テンプスと 2/3 テンプス

に固定した際に一時消滅するが、1280 年以降にペトルス式記譜法として再び計量音楽論の

中で現れることになる。  

 

 

第 7 無名者のプロプリエタスの 5 音リガトゥーラ 

  

 第 7 無名者は逆プロプリエタスという語に言及してはいないが、「5 音リガトゥーラのプ

ロプリエタス」について、「上行にも下行にも頭に縦棒があり、 | となる」215 と述

べる。ここで注意すべきは、筆写者が第 7 無名者の理論を理解していなかったか参考にし

ている写本の誤記によってか、5 音リガトゥーラの代わりに 4 音リガトゥーラを記し、ま

た第 7 無名者が説明する「頭の縦棒」もその記譜に反映していない点である。著者の記述

を正確に反映するならば、この 5 音リガトゥーラは となるはずである。この縦棒は

逆プロプリエタスを暗示しており、最初の 2 音（あるいはガルランディアや第 4 無名者に

従えば 2 音かそれ以上）は S になったと考えるのが妥当であろう。  

 そして、第 7 無名者はこの直後にプロプリエタスの 3 音リガトゥーラへの還元の規則を

説明している。すなわち、第 7 無名者は、逆プロプリエタスは元来プロプリエタスの派生

あるいは下位概念であったことを示唆している。換言すれば、第 7 無名者はプロプリエタ

スの 5 音リガトゥーラが逆プロプリエタス有りのリガトゥーラと同様のものであったこと

を暗示しているが、これはプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 5 音リガトゥーラ

と逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 5 音リガトゥーラが同様の音価を持つと

いう上述のザンクト＝エメラムの無名者の証言と合致する216。 

 

 

                                                        
215 “Proprietas ligature quinque est quod habeat tractum super caput positum, tam ascendendo quam 
descendendo, sicut hic: | .”; F-Pn lat. 6286: 14r; Reaney, De musica libellus: 28. 
216 3-2-3 を参照のこと。  
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3-3-3. ランベルトゥスの逆プロプリエタス  

 

 おそらくランベルトゥスは現存する前フランコ式理論の中で、最も豊富な逆プロプリエ

タスの用法と記譜を例示している理論家であろう。表 19 で示したように、2〜5 音リガ

トゥーラでは、逆プロプリエタスの縦線が最初の音に付いている場合、最初に 2 つの S が

置かれ、これは、[SS(1/3:2/3)…]となるかあるいは[SS(2/3:1/3)…]と解釈される。また、ラン

ベルトゥスはペルフェクツィオの概念には言及していないが、ガルランディアの理論にお

いてはペルフェクツィオ有りと説明される記譜の場合（例：   ）は、一貫してウルティ

マは L、またペルフェクツィオ無しと説明される記譜の場合（ ）は、ウルティマが B にな

る傾向があり、逆プロプリエタスのリガトゥーラのペルフェクツィオを強く意識していたこと

がうかがえる。  

 ランベルトゥスは、3 音リガトゥーラ[LBL]への還元については言及していないが、おそ

らくこの規則を知っていた。ランベルトゥスは逆プロプリエタス有りの 5・6 音リガトゥー

ラとして [SSBBL]、[SSBBB]、[SSSBBL]を挙げているが、特にガルランディアの理論にお

けるペルフェクツィオ有りで記譜されている [SSBBL]と [SSSBBL]の全体の長さは  [LBL]

の全体の長さと一致し、また、ザンクト＝エメラムの無名者がプロプリエタス有りペルフェ

クツィオ有りの 3 音リガトゥーラに還元されるとする 5・6 音リガトゥーラとも音価の並

びの点では一致する217。このように、ランベルトゥスの理論においても逆プロプリエタス

とプロプリエタスとの互換性が特に 5・6 音リガトゥーラの説明の中で仄めかされている。 

 さらに、ランベルトゥスの逆プロプリエタスの記譜の中で最も目を引くのは、中間に縦

線が置かれているリガトゥーラである。ランベルトゥスは     を[B(1) (1/3:2/3)あ

るいは(2/3:1/3)]、もしくは [L(2)SS(1/3:2/3)あるいは(2/3:1/3)]と、2 つ目と 3 つ目に S を置

く逆プロプリエタスを提唱しており、同様に、    は [B(1)SS(1/3:2/3) あるいは

(2/3:1/3)B(1)]、  は[B(1)SSS(1/3:1/3:1/3)]となる。さらに、ランベルトゥスは      

などの単独 Lと逆プロプリエタスを合わせた記譜も、1つのリガトゥーラと見なしている。

このような真ん中に逆プロプリエタスが来るリガトゥーラは現存の前フランコ式記譜法に

よる楽譜写本ではまず見られないが、後フランコ式記譜法を含む楽譜写本ではまれに見受

                                                        
217 ただし、ザンクト＝エメラムの無名者の理論では、逆プロプリエタスは常に 2 つの S のみ

を包含するため、S が 3 つある[SSSBBL]は逆プロプリエタスとして記譜することができない

（D-Mbs Clm. 14523: 142r; Yudkin, De musica mensurata: 132–133）。 
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けられる。  

 

 

3-3-4. カールスルーエの無名者の逆プロプリエタス 

 

 カールスルーエの無名者は、3 種類の逆プロプリエタス有りのリガトゥーラ、すなわち

[SS]   、[SSB]     、[SSBB]    を挙げている（附録 3）。こ

こで説明されている逆プロプリエタス有りのリガトゥーラは全て最初に 2 つの S を持つ

が、5 音以上のリガトゥーラに対しても常に 2S が置かれるのかは定かでない。  

 さらにここで注目すべきは、カールスルーエの無名者の想定する逆プロプリエタス有り

の 3・4 音リガトゥーラのウルティマが全て B になる点である。そして、ランベルトゥス

やザンクト＝エメラムの無名者も[SS]、[SSB]、[SSBB]となるリガトゥーラに言及してい

るが、この 2 人の理論家は上記のリガトゥーラのうち、   はカールスルーエの無名

者と同様に[SSB]と説明するが、      は[SSL]と見なしている（表 19・表 20）。

また、逆プロプリエタス有りの 4 音リガトゥーラに関しては、ランベルトゥスやザンクト

＝エメラムの無名者は   をカールスルーエの無名者と同様に[SSBB]として記譜し

ている一方、左側に上向きの縦線のない  を逆プロプリエタスとして説明している計

量音楽論の理論書はカールスルーエの無名者の理論書のみであり、このリガトゥーラの記

譜は誤記である可能性が高い。  

 

 

3-3-5. ザンクト＝エメラムの無名者の逆プロプリエタス  

 

 ザンクト＝エメラムの無名者によれば、逆プロプリエタス有りのリガトゥーラの始まり

では必ず 2 つの S が 1 テンプスに対して、小 S・大 S の順で並ぶ必要があり、ランベルトゥ

スのように大 S・小 S の順で並べることを禁止している  218。さらに、ランベルトゥスは 2

テンプスの B に対しても逆プロプリエタスの 2 音リガトゥーラを置くことを認めているが

219 、ザンクト＝エメラムの無名者は、この際に S が 1 テンプスに達し、1 テンプスの B と

                                                        
218 D-Mbs Clm. 14523: 143v–144r; Yudkin, De musica mensurata: 142–145, 148–149. 
219 “[…] ita quod ambe nisi solo tempore mensurantur, quod si aliquando pro altera brevi 
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変わらなくなってしまうことを理由に、2 テンプスの B に対して 2 つの S を置くことを禁

止している220 。 

 加えて、ザンクト＝エメラムの無名者は逆プロプリエタス有りの 2 音リガトゥーラは本

質的に「不完全」であるため、常にペルフェクツィオ無しで   と記譜すべきで、ペル

フェクツィオ有りの形状の  は不適切であると主張する221。また、ザンクト＝エメラム

の無名者は逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3・4・5 音リガトゥーラは、[SSL]、

[SSBL]、[SSBBL]となり、これらはプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りとは違い、

逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラには還元できないとする

222。さらに、逆プロプリエタス有りの 6 音以上のリガトゥーラはペルフェクツィオの有無

にかかわらず、存在しないと述べる223。  

 ザンクト＝エメラムの無名者は、ランベルトゥスの新しい逆プロプリエタスの記譜、特

に       をガルランディアの理論を逸脱するものとして、痛烈に批判する 224。

実際、      はランベルトゥスの理論書の一次資料のうち、F-Pn lat. 11266、I-Sc  

L. V. 30、Herwagius 1563 全てで見られる225 。一方で、   は Herwagius 1563 でのみ見ら

れ、F-Pn lat. 11266 や I-Sc L. V. 30 には含まれていない。  

 また、ザンクト＝エメラムの無名者は、古い逆プロプリエタスの記譜についても触れて

おり、先人たちは逆プロプリエタスを、プロプリエタス無しペルフェクツィオ無しで  

のように、あるいは時々プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで  のように記譜し、

これらは特に《Alleluia. Hic Martinus》で見られると言う226。この曲は 2 声オルガヌムとし

て、I-Rvat Ottob. lat. 3025: 49r、I-Fl Plut. 29.1: 134r–135r、D-W Cod. Guelf. 1099 Helmst: 79v–

                                                        
ponantur, tunc enim duo tempora compleantur.”; ita pro nisi F-Pn lat. 11266 | nisi quod pro quod si I-
Sc L. V. 30; F-Pn lat. 11266: 26r–26v; D-GOl CA. 8° 94: 92r; I-Sc L. V. 30: 27r–v; “Quae semibreves 
appellantur, non aequales etiam proferuntur, ut praedictum est, quod duae semibreves: quarum prima 
minor est, et econverso constituent unam longam, et quandoque pro altera brevi ponuntur.”; 
Herwagius 1563, 1: cols. 425–426; Meyer, The “Ars Musica” Attributed to Magister 
Lambertus/Aristoteles: 82–83.  
220 ‘[…] ita quod ambae nisi solo tempore mensurantur, nisi quod aliquando pro altera brevi 
ponantur, tunc enim in ea duo tempora compleantur.’ D-Mbs Clm. 14523: 143v–144r; Yudkin, De 
musica mensurata: 144–145, 148–149. 
221 D-Mbs Clm. 14523: 139v; Yudkin, De musica mensurata: 112–113. 
222 D-Mbs Clm. 14523: 146v; Yudkin, De musica mensurata: 166–167. 
223 D-Mbs Clm. 14523: 147r; Yudkin, De musica mensurata: 168–171. 
224 D-Mbs Clm. 14523: 146v; Yudkin, De musica mensurata: 164–165. 
225 F-Pn lat. 11266: 27v, 28v; I-Sc L. V. 30: 28r–v; Herwagius 1563, 1: cols. 426–427; Meyer, The 
“Ars Musica” Attributed to Magister Lambertus/Aristoteles: 86–87, 90–91. 
226 Pinegar, “Textual and Conceptual Relationships Among Theoretical Writings on Measurable Music 
of the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries”: 44; Yudkin, De musica mensurata: 350. 
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80v で現存するが、 や  などの記譜はこれらの写本には残っていない。  

 さらにザンクト＝エメラムの無名者は、4 つの S が連続する例外的な逆プロプリエタス

の用法についても詳述している。ザンクト＝エメラムの無名者によれば、モテット《In omni 

fratre tuo》中では、 4 つの S が連続するリガトゥーラが 2 テンプスに対して

[SSSS(1/3:2/3:1/3:2/3)]のように置かれる、またこのようなリガトゥーラは 2 つの逆プロプ

リエタス有りペルフェクツィオ無しを重ねて  と  のように表すことができる。し

かし同時に、ザンクト＝エメラムの無名者は  と  よりも、   と記譜する方

が、「より無難で適切」であると述べる227。このモテットは 7 つの楽譜写本で現存し、その

うち GB-Lbl Add. 30091: 4v–5r、GB-Lbl Egerton 274: 54v–56v、E-BUlh s/n: 96r–v、F-BSM 119 

(148) V: 92r にて 2 声モテット《In omni fratre tuo / In saeculoum》として、D-BAs Lit. 115: 

27r–28v、F-Pn n. a. f. 13521: 376v–377r、F-MOf H 196: 66v–69r にて 3 声モテット《Mout me 

fu gries li departir / In omni fratre tuo/In saeculoum》として収められている228。 

 D-BAs Lit. 115 and F-MOf H 196（ファシクル 3）では、第 2 モドゥスの進行において 2 テ

ンプスの L の長さを持つシラブル「ne」の上に、それぞれ  と  と 2 重の逆プロプ

リエタスを記譜しており、一見これらはザンクト＝エメラムの無名者が挙げるリガトゥー

ラと一致するように見える（表 28）。しかし、これらの写本においては、2 重逆プロプリ

エタス中の下行する部分が  となっており、これはザンクト＝エメラムの無名者の理論

ではペルフェクツィオ有りと解釈されるが、ザンクト＝エメラムの無名者にとってこの 4

音リガトゥーラはペルフェクツィオ無しであるため、  と書かれなくてはならない。  

 さらに、F-Pn n. a. f. 13521 も第 2 モドゥス中の進行において 2 テンプスの L の長さを持

つ「ne」に対して 4 音リガトゥーラを置いているが、ここでは  と逆プロプリエタスは

1 つで書かれている。GB-Lbl Add. 30091 と GB-Lbl Egerton 274 は同様のモドゥスの同様

のテンプスとシラブル上に  をプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りあるいは角

符ネウマのあり方で置いている。  

 また、E-BUlh s/n では第 2 モドゥスではなく第 3 モドゥスの 3 テンプスの L 上に  が

置かれており、これはザンクト＝エメラムの無名者の想定していたリズムと記譜とは異

なっている229。さらに F-BSM 119 (148) V ではメス式ネウマの 4 音リガトゥーラで書かれ

                                                        
227 D-Mbs Clm. 14523: 146v; Yudkin, De musica mensurata: 166–167. 
228 Yudkin, De musica mensurata: 353. 
229 ミニマの縦線は後のアルス・ノヴァの時代になって足されたものだと推定される。  
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ているため、リズム解釈が困難である。  

 以上のように、ザンクト＝エメラムの無名者が言及する 2 重の逆プロプリエタス有りペ

ルフェクツィオ無し  と  はこれらの楽譜写本における当該のモテットでは見られ

ないものの、これらの記譜は、F-MOf H 196 のファシクル 8 などの後フランコ式記譜法に

よる楽譜写本で見られる。しかし、ザンクト＝エメラムの無名者がこれら 2 つのリガトゥー

ラの記譜以上に推奨する、   は、現存の楽譜写本の中では見つけることができない。 

 ここで問題となるのは、なぜザンクト＝エメラムの無名者は  と  を推奨しない

のか、  と  は果たして実際の楽譜写本で用いられていたか否かである。ザンクト

＝エメラムの無名者によれば、ランベルトゥスは   や  中の後ろの 2 つの S（すな

わち 2 つ目の逆プロプリエタス）を 2 テンプスの B に対して用いることを許容しており、

その際に、後ろ 2 つの S はそれぞれ 1 テンプスになるが、このとき、S は B と同じテンプ

スを持ち、1 テンプスより短い音価としての S の役割を果たさなくなる230。つまり、ザン

クト＝エメラムの無名者はランベルトゥスの主張の矛盾を突き、後ろの 2 つの音価が S で

あることを強調するために、これらを単独音符で  と  のように表したと推測され

る。ゆえにザンクト＝エメラムの無名者はこれら 2 つのリガトゥーラの記譜をランベル

トゥスの主張を論破するために新たに考案したものと考えられ、実践的な記譜に基づくも

のではなかったと考えられる。  

 

  

                                                        
230 D-Mbs Clm. 14523: 146v; Yudkin, De musica mensurata: 166–167. 
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表 28 7 写本におけるモテット《In omni fratre tuo》の「ne」上 のリガトゥーラ比較231 

記譜法  写本 リガトゥーラ  解釈  

計量記譜法（前フラン

コ式記譜法）  

＋逆プロプリエタス  

D-BAs Lit. 115: 

28v   

[SSSS]＝L(2)  

第 2 モドゥス  

F-MOf H 196: 

68r  

[SSSS]＝L(2)   

第 2 モドゥス  

F-Pn 

n. a. f. 13521: 

377r 
 

[SSSS]か[SSSB]＝L(2) 

第 2 モドゥス  

計量記譜法  

（後フランコ式記譜

法） 

＋プロプリエタス有り  

E-BUlh s/n: 96v 
 

[SSSB]＝[BB(1:2)] 

第 3 モドゥス  

計量記譜法（前フラン

コ式記譜法）  

＋プロプリエタス有り  

GB-Lbl 

Add. 30091: 5r  

[SSSS]か[SSSB]＝L(2) 

第 2 モドゥス  

モーダル記譜法  
GB-Lbl Egerton 

274: 56r  

[SSSS]か[SSSB]＝L(2) 

第 2 モドゥス  

メス式ネウマ  
F-BSM 119 (148) 

V: 92r  ? 

 

  

  

                                                        
231 前フランコ式記譜法による楽譜写本と後フランコ式記譜法を含む楽譜写本との分類につい

ては第 5 章を参照のこと。  

Kaho Inoue
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4. フランコ『計量音楽技法』および後フランコ式理論におけるリガ

トゥーラの規則と記譜 
 

 このように前フランコ式理論では、リガトゥーラの記譜や音価の解釈について統一した

解釈がなく、唯一共通しているのは、基本となる 3 音リガトゥーラは第 1 モドゥスの始ま

りに置かれる[LBL]で、これは常に角符ネウマのあり方で、あるいはガルランディアの用語

で言うプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの記譜で書かれる、という点のみであっ

た232。 

 一方で、フランコは『計量音楽技法』第 7・8 章において、新しいリガトゥーラの記譜と

規則を提示しているが、これらは、『計量音楽技法』以降に成立した計量音楽論に関する現

存の理論書ほぼ全てにおいて引用・伝承されている。なぜ、フランコの第 7・8 章はここま

で影響力があったのであろうか。以下 4-1 では、フランコ『計量音楽技法』第 7・8 章と、

後フランコ式の理論書におけるこれらの章の伝承を比較し、後フランコ式理論におけるフ

ランコのリガトゥーラの規則と記譜の受容の実態を探る。  

 加えて、『計量音楽技法』第 10 章では、第 7・8 章で論じたリガトゥーラを 5 つのモドゥ

スにおいて配列しているが、同様の記譜は後フランコ式記譜法の楽譜写本においてしばし

ば見られ、実際に使用されていたことがうかがえる。ところが、第 7・8 章の影響力とは対

照的に、後フランコ式の理論書においてこの第 10 章を引用しているものはほとんどない。

なぜ、第 10 章は後フランコ式理論において、あまり受容されなかったのであろうか。4-2

では、フランコ『計量音楽技法』第 10 章におけるリガトゥーラの用法を検討するととも

に、後フランコ式理論における第 10 章の受容の様相、およびリガトゥーラとモドゥスの関

係を明らかにしたい。  

 

 

  

                                                        
232 プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで書かれる[BL]も前フランコ式理論において基

本的なリガトゥーラであるが、第 7 無名者や『ブルージュ・オルガヌム論文』はこのリガ

トゥーラの音価について言及していない。  
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4-1. リガトゥーラおよびそのプリカの記譜  

 

4-1-1.  フランコ『計量音楽技法』第 7・8 章：一次資料に見るその理論の受容  

 

 前フランコ式の理論書に見られる特徴として、リガトゥーラの音数ごとの定義が挙げら

れる。例えば、第 7 無名者や『ブルージュ・オルガヌム論文』、カールスルーエの無名者、

ランベルトゥス、ザンクト＝エメラムの無名者は、2 音リガトゥーラの音価と記譜を説明

した後に、次は 3 音リガトゥーラ、4 音リガトゥーラ等々と定義していくが、これは、前

フランコ式理論においてリガトゥーラ内の音価やテンプスは、音数やモドゥスの種類に

よって複雑に変動し、音数を問わずにリガトゥーラの音価を規定する規則が存在しなかっ

たためであろう。  

 ところが、フランコはプロプリエタスとペルフェクツィオでもってリガトゥーラの最初

と最後の音価を固定し、3 音以上のリガトゥーラの真ん中に来る音価も一律に B と定めた。

これにより、フランコの理論では、前フランコ式理論に見るリガトゥーラの音数ごとにそ

の音価や記譜を定義するという手間が省け、また、リガトゥーラの音価がモドゥスの種類

や文脈に左右されることがなくなった。ゆえに、フランコのリガトゥーラの規則はきわめ

て明快で、なおかつモドゥス以外のリズム・パターンを表すことすらできた。おそらくフ

ランコのリガトゥーラのこのような特性が、後フランコ式理論さらにはアルス・ノヴァ以

降の理論でも支持され、とりわけリガトゥーラの規則と記譜について論じた『計量音楽技

法』第 7・8 章は、これらの後世の理論書の中で途絶えることなく伝承されたのであろう。 

 しかし、『計量音楽技法』の 6 つの一次資料の譜例に注目すると、フランコの意図してい

たものとは相違するリガトゥーラの記譜が目立つ（附録 2）。まず、6 つの中で最も古いと

される F-Pn lat. 11267 の記譜を見ると、プロプリエタス有りの下行リガトゥーラは単独音

符のように、各音が離れた状態で記譜されている。またプロプリエタス無しの上行リガ

トゥーラは、プロプリエタス有りの下行リガトゥーラとして書かれており、単独音符のよ

うに各音は離れている。おそらく筆写者は、上行のプロプリエタス無しの縦線を、下行の

プロプリエタス有りの縦線と間違えたのであろう。さらに、上行のペルフェクツィオ有り

はペルフェクツィオ無しで記譜され、逆プロプリエタス有りのリガトゥーラの譜例では、

逆プロプリエタスとは関係のない単独音符が羅列している。そして、下行のプリカ付きの

ペルフェクツィオ無しの記譜も、プリカ無しで書かれている。このような重大な誤記は、
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F-Pn lat. 11267 の筆写者がフランコの説明を理解していなかったこと、さらには、この筆

写者が底本とした資料あるいは『計量音楽技法』の原本そのものに譜例がなかった可能性

すらもを示唆する。  

 他の 5 つの資料を見ても、第 7・8 章の譜例はそれぞれで全く異なる音数や形状のリガ

トゥーラを記している。おそらく 2 番目と 3 番目に古いとされる F-Pn lat. 16663 と I-Ma D 

5 inf.は、F-Pn lat. 11267 と比較するとよりフランコの説明に忠実に記譜しているが、縦線

を伴うとする上行のプロプリエタス無しの譜例でいくつか縦線のないプロプリエタス有り

のリガトゥーラを書いている。興味深いことに、より後の時代に成立した GB-Ob Bodl. 842

や F-SDI 42、I-TRE は比較的フランコの説明通りにリガトゥーラのプロプリエタスとペル

フェクツィオを記譜している。  

 ここで次の仮説が立てられる。フランコは『計量音楽技法』の原本において譜例を含め

ておらず、後に筆写者たちが、『計量音楽技法』のテクストに譜例を付け足した。しかし、

筆写者たちはフランコの理論をよく理解していなかったために、F-Pn lat. 11267 のような

その最初期の写本には多くの誤記が含まれた。そして、伝承の過程で、後世の筆写者たち

によって誤記は徐々に訂正された233。 

 

 

4-1-2. 後フランコ式理論におけるフランコのリガトゥーラの規則と記譜  

 

 現存する後フランコ式の理論書は『補遺』とリガトゥーラの説明部分が欠落していると

思われる『エアフルト 169 論文』を除いては、全てフランコ『計量音楽技法』第 7・8 章に

おけるリガトゥーラの規則と記譜に負っていると考えられるが、その中には、フランコの

用語体系、すなわちプロプリエタスとペルフェクツィオの語をそのまま引用しているもの

もあれば、プロプリエタスの概念のみに言及したもの、あるいはこれらの用語を使用して

いない例も見られる。以下では、プロプリエタスとペルフェクツィオの語の使用の有無に

着目しつつ、これらの理論書におけるリガトゥーラの記譜を見ていく。  

 

 

                                                        
233 次の文献も参照せよ。Inoue, “Franco of Cologne, Ars cantus mensurabilis”: 97–112. 
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フランコによるプロプリエタスとペルフェクツィオに言及した理論書  

 

 後フランコ式の理論書のうち、フランコによるプロプリエタス（逆プロプリエタス含む）

とペルフェクツィオに言及しているのは、ピカルドゥス、偽ペトルスおよび『モテット、

ホケット、オルガヌムおよびディスカントゥスの技法』、『パリ 14741 論文』、GBM15 以外

の『現代人は簡潔さを賛美し』、オディントンである。附録 2 を見ると、これらの中でも、

オディントンはいずれのリガトゥーラの譜例もフランコの理論に忠実に記譜している。  

 ピカルドゥスの一次資料に注目すると、両写本ともに、プリカ付きのペルフェクツィオ

無しの説明および譜例を省いている。それ以外の点では、S-Uu C 453 はフランコの理論に

忠実に記譜しているが、I-Nn Cod. XVI A 15 は、下行のプロプリエタス無しと下行のペル

フェクツィオ有りの説明に譜例を付けておらず、また上行のプロプリエタス無しの譜例に

おいて、縦線のない上行のプロプリエタス有りの記譜をいくつか混ぜている。  

 偽ペトルスおよび『モテット、ホケット、オルガヌムおよびディスカントゥスの技法』

に関しては、F-Pn lat. 15129 と US-PHf Lewis E 39 Bible ではほぼフランコの理論通りにリ

ガトゥーラが記譜されているが、S-Uu C 55 では、下行のプロプリエタス有りの例における

4 つ目のリガトゥーラが縦線を伴っておらず、プロプリエタス無しになっている、さらに、

同写本の上行のプロプリエタス無しを見ると、本来ならリガトゥーラの最初の音は左か右

に下向きの縦線を伴うはずだが、この譜例中のリガトゥーラ全てにおいて何も線が足され

ておらず、プロプリエタス有りの記譜になっている。  

 『パリ 14741 論文』では、『計量音楽技法』第 7 章に相当するプリカ無しのリガトゥーラ

の記譜に関してはフランコの規則に従っているが、第 8 章に対応するプリカ付きのリガ

トゥーラの譜例では、しばしばプリカの縦線が欠落している。  

 『現代人は簡潔さを賛美し』については、GBM2 と GBM7、GBM11 の一部は写本の保存

状態が悪いなどの理由により、記譜を解読することができなかった。また、GBM14 は譜例

部分が空白になっていた。残りの資料の中で、フランコの定義通りに記譜を行っているの

は、GBM1、GBM3、GBM8、GBM10、GBM13、GBM16 である。対して、GBM4 は全体的

に誤記が目立ち、上行のプロプリエタス有りに対して 2 つ縦線を伴う上行のプロプリエタ

ス無しを、下行のプロプリエタス有りに対して 2 つ縦線のない下行のプロプリエタス無し

を、また上行のペルフェクツィオ有りの譜例では、下行のリガトゥーラや、上行のペルフェ
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クツィオ無しを記している。さらに、上行・下行ともに、ペルフェクツィオ無しの譜例に、

縦線を多く伴ったリガトゥーラのようにも単独音符のようにも捉えられる不可思議な音符

を記している。  

 加えて、GBM5 は下行のペルフェクツィオ有りの譜例に上行のペルフェクツィオ有りを

記譜しており、なおかつ逆プロプリエタス有りの譜例における最初のリガトゥーラを下向

きの縦線を伴って、上行のプロプリエタス無しとして書いている234。また GBM6 は、上行

のペルフェクツィオ有りの譜例の 4 つ目のリガトゥーラをペルフェクツィオ無しとして書

いている。GBM12 は、上行のプロプリエタス無しの譜例における 4 つ目のリガトゥーラを

上行のプロプリエタス有りとして、下行のペルフェクツィオ有りの譜例における右から 2

番目のリガトゥーラをペルフェクツィオ無しとして記譜しており、さらに斜め上向きに書

かれるべき上行のペルフェクツィオ無しに、斜め下向きの下行のペルフェクツィオ無しを

書いている。  

 GBM17 も『計量音楽技法』第 7・8 章の要約箇所の譜例に関してはおおよそフランコの

理論の通りに記譜している。そして、この第 7・8 章の要約の後で、単独音符とそのプリカ

の記譜と併せて、もう一度リガトゥーラの記譜を以下のように整理している235。 

 

 

最初にプロプリエタス有り、かつ最後にプロプリエタス有りのリガトゥーラ  

（＝プロプリエタス有りペルフェクツィオ有り） 

 

最初にプロプリエタス無し、かつ最後にもプロプリエタス無しのリガトゥーラ  

（＝プロプリエタス無しペルフェクツィオ無し） 

 

                                                        
234 確かにザンクト＝エメラムの無名者は古くは逆プロプリエタスがプロプリエタス無しで記

譜されたと証言しているが（3-3-5 を参照）、GBM5 が筆写された 15 世紀において、この記譜

の伝統が継承されていた可能性は低く、よって、このプロプリエタス無しのリガトゥーラは

誤記と判断した。  
235 I-BGc MAB 21 (∑ IV 37): 49r–50r. 

Kaho Inoue

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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最初にプロプリエタス有り、かつ最後にプロプリエタス無しのリガトゥーラ  

（＝プロプリエタス有りペルフェクツィオ無し） 

 

最初にプロプリエタス無し、かつ最後にプロプリエタス有りのリガトゥーラ  

（＝プロプリエタス無しペルフェクツィオ有り） 

 

逆プロプリエタスのリガトゥーラ236 

 

 ここで興味深いのは、GBM17 はこの譜例の前まではプロプリエタスとペルフェクツィ

オという言葉をフランコの教え通り使っていたのに、この譜例ではペルフェクツィオとい

う語は使わず、ペルフェクツィオ有りは「最後にプロプリエタス有り」、ペルフェクツィオ

無しは「最後にプロプリエタス無し」という語で代用しているという点である。さらに、

譜例を見ると、やはりフランコの主張するものとは異なる記譜が多々見受けられる。プロ

プリエタス無しペルフェクツィオ無しの譜例に注目すると、円で囲った 2 つのリガトゥー

ラはプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで書かれている。同様に、プロプリエタス

無しペルフェクツィオ有りの譜例において円で囲われている 4 つのリガトゥーラはいずれ

も、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで記譜されている。さらに、プロプリエタ

ス有りペルフェクツィオ無しの譜例にある最初のリガトゥーラは、プロプリエタス有りペ

ルフェクツィオ有りで書かれている。  

 最後に注目したいのは GBM13 と GBM16 の逆プロプリエタスの譜例である。GBM13 と

GBM16 は、真ん中に逆プロプリエタスの縦線を伴うリガトゥーラを記譜しているが、フラ

ンコは『計量音楽技法』ではこのような用法には言及していない。計量音楽論において初

めて逆プロプリエタスをリガトゥーラの真ん中に置いたのはザンクト＝エメラムの無名者

の証言を見るにランベルトゥスであり、これらの『現代人は簡潔さを賛美し』のヴァリア

                                                        
236 “Ligatura cum proprietate in principio et in fine. Ligatura sine proprietate in principio et in 
fine. Ligatura cum proprietate in principio et sine proprietate in fine. Ligatura sine proprietate in 
principio et cum proprietate in fine. Ligatura cum opposita proprietate.”; I-BGc MAB 21 (∑ IV 37): 
50r. 

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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ントは、ランベルトゥスの逆プロプリエタスの記譜に影響を受けている可能性が高い237。 

 

 

プロプリエタスにのみ言及した理論書：ガッロの第 2 無名者  

 

 ガッロの第 2 無名者は、プロプリエタス有り・無しおよび逆プロプリエタスの語は用い

ているが、ペルフェクツィオと言う語は用いずに、リガトゥーラのウルティマの音価およ

びペヌルティマとウルティマの記譜を説明している238。しかし、そのリガトゥーラの譜例

を見ると、『計量音楽技法』第 7・8 章においてフランコが意図していた記譜を忠実に再現

している（附録 2）。  

 

 

プロプリエタスとペルフェクツィオともに言及していない理論書  

 

 ガッロの第 1 無名者は、フランコ『計量音楽技法』第 7・8 に従ってリガトゥーラの音価

と記譜を定義しているが、ただし、プロプリエタスおよびペルフェクツィオという語は用

いていない。すなわち、プロプリエタス有りの記譜を単に「始まりが B」、プロプリエタス

無しの記譜を「始まりが L」、ペルフェクツィオ有りを「終わりが L」、ペルフェクツィオ

無しを「終わりが B」と表している239。さらにその譜例を見ると、『計量音楽技法』では前

フランコ式理論からの伝統によってか、プロプリエタス有りが最初に説明されていたのに

対し、ガッロの第 1 無名者はプロプリエタス無しから先に解説している（図 8）。  

 

 

 

 

 

 

                                                        
237 ランベルトゥスの逆プロプリエタスについては、3-3-3 および表 19 を参照のこと。 
238 I-PAVu Aldini 361: 58v; Gallo, “Due trattatelli sulla notazione del primo trecento”: 128–129. 
239 I-Vnm Lat. Cl. VIII 82 (3047): 75r–v; Gallo, “Due trattatelli sulla notazione del primo trecento”: 
124. 
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図 8 ガッロの第 1 無名者によるリガトゥーラの記譜（I-Vnm Lat. Cl. VIII 82 (3047): 75r–

v） 

 

 

 

 

 また、『現代人は簡潔さを賛美し』を要約・再構成した『ストラスブール C22 論文』は、

プロプリエタスとペルフェクツィオという用語は使用していないが、フランコの第 7 章の

リガトゥーラの規則を踏襲している（表 29）。ただし、一つフランコの理論と異なるのは、

[LBBL]となる 4 音リガトゥーラの譜例において、1 つ目のリガトゥーラの最後に縦線を右

側に付している点である。これはおそらくプリカではなく、ウルティマの音が L であるこ

とを単独音符の L の形状を置くことで強調していると考えられ、このような記譜は、14 世

紀以降の楽譜写本でしばしば見られる240。   

                                                        
240 4-2-2、5-4-2 も参照のこと。  

Kaho Inoue
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表 29 『ストラスブール C22 論文』におけるリガトゥーラの記譜の規則（CSIII: 412） 

 上行 下行 

最初の音価  

B 
  

L 
  

S   

最後の音価  
B   

L   

真ん中の音価  常に B 
 

  [LBB(1:2)L] 
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4-2. モドゥスにおけるリガトゥーラの配列  

 

4-2-1.  フランコ『計量音楽技法』第 10 章 

 

 次に、6 つの一次資料における『計量音楽技法』第 10 章の譜例を比較したい。  

 上述のように、フランコは第 10 章において、5 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配

列について論じている241。しかし、その一次資料における譜例を見ると、フランコが第 10

章で説明する、あるいはすでに第 7・8 章で定義した記譜とは異なるリガトゥーラが散見さ

れる。  

 例えば、フランコは第 1 モドゥスの[LBL]をプロプリエタス無しペルフェクツィオ有り

と定義しているにもかかわらず、表 30 中の第 1 モドゥスにおいて黒枠で囲われた部分に

注目すると、I-TRE 以外の 5 つの写本が、[LBL]のリガトゥーラをプロプリエタス有りペル

フェクツィオ有りで書いており、前フランコ式理論あるいはモーダル記譜法への傾倒が見

られる。  

 また、第 3 モドゥスに注目すると、フランコがプロプリエタス無しペルフェクツィオ有

りの 4 音リガトゥーラを置くとするところに、F-Pn lat. 11267、F-Pn lat. 16663、I-Ma D 5 

inf.はプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラを置いている。前フラ

ンコ式理論では単独 L＋プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラが

置かれるはずなので、この 4 音リガトゥーラは前フランコ式理論とも一致しない。  

 しかし、前フランコ式理論では、プロプリエタス有りの記譜が優先される傾向があった

ことは前述した。おそらく、これらの 4 音リガトゥーラはフランコのプロプリエタス無し

ペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラと前フランコ式理論におけるプロプリエタス有

りの優位性とを掛け合わせた記譜になっている。  

                                                        
241 2-3-3 にて詳述。 
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表 30 6 つの一次資料におけるフランコ『計量音楽技法』第 10 章の譜例の比較242 

 第 1 モドゥス  

譜例 1 

 

譜例 2 

 

 

  

                                                        
242 Inoue, “Franco of Cologne, Ars cantus mensurabilis”: 102–103. 

Kaho Inoue



 123 

表 30（続き）  

 第 2 モドゥス  

譜例 1 

 

譜例 2 

 
 

 

 

  

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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表 30（続き）  

 

 第 3 モドゥス  

譜例 1 

 

譜例 2 

 

 

 

 

Kaho Inoue
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表 30（続き）  

 第 4 モドゥス  

譜例 1 

 

譜例 2 

 

 

  

Kaho Inoue
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表 30（続き）  

 第 4 モドゥス  

譜例 1 

 

譜例 2 

 

 

 

Kaho Inoue
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 このように、フランコは『計量音楽技法』第 10 章において、5 つのモドゥス中でのリガ

トゥーラの配列について述べているものの、この理論書の一次資料を見る限り、フランコ

が意図していたリガトゥーラの配列を示しているのはガッフリウス筆写の I-TRE だけで

あった。ゆえに、『計量音楽技法』第 10 章の内容・理論が 1280 年以降に広く受容・伝播さ

れていたとは考え難い。2-3-1 でも指摘したように、すでにザンクト＝エメラムの無名者

（1279 年）のときには、モドゥスにおけるリガトゥーラの配列あるいはシネ・リッテラの

議論そのものが下火になり始めていたと思われるが、これは、複雑なリガトゥーラの配列

を伴うシネ・リッテラ（特にオルガヌムやコンドゥクトゥス）の創作が衰退していった時

期と重なる。おそらく、ガルランディアやランベルトゥスの理論の影響を強く受けている

フランコは、彼らが詳細に論じたモドゥスにおけるリガトゥーラの配列を、自著でも扱う

ことにしたのであろう。  

 しかし、グロケイオやムリスが証言しているように、従来の 6 つのモドゥスの教えは 1280

年以降も依然主流として残っており、また、上述のように『計量音楽技法』の初期 3 写本

が、前フランコ式理論によるリガトゥーラを頻繁に描いていることから、13 世紀末〜14 世

紀前半には、たとえフランコのリガトゥーラの教え（第 7・8 章）が流布していたとしても、

前時代（特に 1280 年以前）の書法であるシネ・リッテラによるモドゥスの記譜には、依然、

前時代の前フランコ式理論によるリガトゥーラの規則・記譜が根強く使われていたものと

推測される。  
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4-2-2. 後フランコ式理論におけるモドゥス中のリガトゥーラ  

 

 2-3-3 でも述べたように、後フランコ式の理論書のうち、フランコが『計量音楽技法』第

10 章で唱えた 5 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列を扱ったものはほとんどない。

唯一、『現代人は簡潔さを賛美し』のうち、GBM8 と GBM13 がこれらのモドゥスにおける

リガトゥーラの配列を譜例に挙げているが（図 9・図 10）、そこに添えられている文章を

見ると、いずれも『計量音楽技法』の第 3 章の要約で、ゆえに 5 つのモドゥスの音価の並

び方には触れていても、第 10 章にあるようなリガトゥーラの音数やプロプリエタス・ペル

フェクツィオの有無には一切触れていない243。無論、GBM8 と GBM13 におけるリガトゥー

ラを用いた 5 つのモドゥスの譜例は、『計量音楽技法』第 10 章の譜例とは全く異なってい

る244。 

 そして、上述したように、『計量音楽技法』の一次資料（特に初期の 3 つ）では、前フラ

ンコ式理論の影響から、フランコの教えに反して第 1 モドゥス中の[LBL]と第 3 モドゥス

中の[LBBL]リガトゥーラはしばしばプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで書かれ

ていた。しかし、GBM8 と GBM13 の中では、[LBL]と[LBBL]は全てフランコの主張通りに

プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで記譜され、他のリガトゥーラもフランコの規

則の範疇で書かれているように思われる。  

 『現代人は簡潔さを賛美し』をさらに要約・再構成した『ストラスブール C22 論文』も、

本文では『計量音楽技法』第 10 章の内容には触れていないが、5 つのモドゥス（全て L か

ら成る配列を除く）の譜例中で、単独音符と混合させつつ、いくつかリガトゥーラを記し

ている（表 31）。  

  

                                                        
243 I-Sc L. V. 36: 18v–19r; I-Fl Plut. 29.48: 112r–113r. 
244 GBM8（図 9）と GBM13（図 10）の譜例を比較すると、前者は 1 声で書かれているのに

対し、後者はテノル声部とコントラテノル声部の 2 声書法になっている。また、各音のピッ

チなどの点では 2 つの写本の譜例を異なっているが、両者とも、第 2 モドゥスの途中に第 1
モドゥス（ガルランディアの用語で言えば、第 2 不完全モドゥス）、第 4 モドゥスの途中に第

3 モドゥス（ガルランディアの用語で言えば、第 4 不完全モドゥス）が置かれるなど、リガ

トゥーラの配列方法が類似するため、これらの元となった譜例が同じものであった可能性が

ある。 
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表 31 『ストラスブール C22 論文』における 5 つのモドゥスの譜例（CSIII: 412–413） 

モドゥス  5 つのモドゥスの譜例  

1 
 《O Maria maris stella》 [LBL] [BL] 

2 
 《Marie preconio》 B [LBL] [BL] B 

3 
 L B B L [BB] L 

4  B B L [BBL] 

5  《O Maria virgo davidica》 [BBB] [BB] B SSS [BBB] 

（第 1 モドゥスの《O Maria maris stella》に対しトリプルム声部として）  

 

 表 31 の第 1 モドゥスに注目すると、いずれのリガトゥーラの後ろにも縦線が付されて

いるが、これはプリカではなく、特に 14 世紀以降の記譜法に特徴的なウルティマの音価 L

を強調するための縦線であり、同様の記譜は第 2 モドゥス中の[BL]、第 4 モドゥス中の

[BBL]でも見られる245。フランコはこの縦線の用法については述べていないが、それ以外

の点では、この譜例におけるリガトゥーラの記譜は、フランコの規則と一致している。唯

一の例外が第 5 モドゥスの譜例の最後の円で示したリガトゥーラで、これは[BBB]となる

はずだが、最初の音が B であることを示すためのプロプリエタス有りの縦線がない246。  

                                                        
245 4-1-2、5-4-2 も参照のこと。  
246 ただし、焼失した元の写本 F-Sm 222 C22 ではこのリガトゥーラに縦線があったが、

Coussemaker が筆写する過程で落ちた可能性もある。 

Kaho Inoue
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図 9 GBM8 における 5 つのモドゥスの譜例（I-Sc L. V. 36: 18v–19r） 

 

  

第 1 モドゥス  

第 2 モドゥス  

★2 
★1 

Kaho Inoue
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図 9（続き）  

 

 
 

 

 

  

  

第 3 モドゥス  

第 4 モドゥス  

第 5 モドゥス  

Kaho Inoue
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図 10 GBM8 における 5 つのモドゥスの譜例（I-Fl Plut. 29.48: 112r–113r）  

 

 

  

第 1 モドゥス  

第 2 モドゥス  

Kaho Inoue
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図 10（続き）  

 

  

第 2 モドゥス（続き）  

第 3 モドゥス  

第 4 モドゥス  

第 5 モドゥス  

★ 

Kaho Inoue
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図 10（続き）  

 

 

 ただ、唯一フランコの理論と異なるのは、第 2 モドゥス中のプロプリエタス有りペルフェ

クツィオ有りの 3 音リガトゥーラである。まず GBM8 に注目すると、図 9 中の★1 部分

は、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 2 音リガトゥーラ＋プロプリエタス有り

のペルフェクツィオ有り 3 音リガトゥーラと書かれており、これはフランコの理論に従え

ば、[BL] [BBL]と解釈される。同様に、★2 部分もプロプリエタス有りペルフェクツィオ有

りの 2 音リガトゥーラ＋プロプリエタス有りのペルフェクツィオ有り 2 音リガトゥーラ＋

プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラとなっており、フランコの

理論では[BL] [BL] [BBL]となるはずである。フランコは第 2 モドゥスに[BBL]のリガトゥー

ラを認めておらず、むしろ[BL]に[BBL]を伴うリガトゥーラの配列はランベルトゥスの第 5

モドゥスと一致する。確かに、このリガトゥーラの配列では、[BL]は(1:2)、[BBL]は(1:2:3)

と読むことができ、1 テンプス＋2 テンプスという並びの上では、第 2 モドゥスと同じで

ある。しかし、アルス・アンティクァの他の理論書では、このようなリガトゥーラの配列

を第 2 モドゥスとして扱っているものはない。  

 あるいは、★1 中と★2 中のプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥー

ラは[BLB]は解釈され、★1 を[BL] [BLB]、★2 を[BL] [BL] [BLB]と第 2 モドゥスの音価の

配列そのままで進む、という可能性もある。[BLB]は、前フランコ式理論、特にガルラン

ディアの理論に従うのであればプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りになるはずだが、

上述のように、モーダル記譜法では[BLB]は常にプロプリエタス有りペルフェクツィオ有

りの形（つまり角符ネウマ）で書かれ、さらにガルランディアはプロプリエタス無しをプ

ロプリエタス有りへと置き換えることを認めているため、★1 と★2 において [BLB]をプロ

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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プリエタス有りペルフェクツィオ有りで表すのは不可能な話ではない。ただし、他の部分

のリガトゥーラが一貫してフランコの規則に沿って記譜されているのに、ここで突如前フ

ランコ式理論より前のモーダル記譜法が登場するのはきわめて不自然であり、何よりフラ

ンコの理論では真ん中に L が置かれる[BLB]は禁止されていることから、この 3 音リガ

トゥーラは[BBL]と読む可能性の方が高いであろう。 

 同様に、図 10 中の★部分は第 2 モドゥスの例ではあるが、第 1 モドゥス（あるいはガ

ルランディアの用語では第 2 不完全モドゥス）のリガトゥーラの配列で、プロプリエタス

無しペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ＋プロプリエタス有りペルフェクツィオ有

りの 2 音リガトゥーラ＋プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラと

なっており、これはフランコの規則に従えば、[LBL] [BL] [BBL]と読むことができる。ここ

で、図 9 の★1 と★2 と同じ、最後のプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リ

ガトゥーラの解釈の問題が生じる。すなわち、[BBL]は、前フランコ式理論およびフランコ

『計量音楽技法』の第 2 モドゥス（あるいは第 1 モドゥス）では用いられない。ここで、

[BBL(1:2:3)]が、B(1) L(2) L(3)（最後の L(3)は B(1)と L(2)の複合として）とテンプスの並び

が同じであるためその代用として使われている可能性が指摘される。あるいは、ここでは

プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラは [BBL]ではなく[BLB]と

なり、★全体はモドゥスの音価の並びに忠実に、[LBL] [BL] [BLB]とする見方もある。そし

てこれが[BLB]である場合、このリガトゥーラはフランコの規則からは外れ、モーダル記譜

法に則っているものとみなされる。  

 GBM8 と GBM13 が 15 世紀に筆写されたという事実に鑑みれば、これらの筆写者（ある

いはこれらの元となった理論書の編者・筆写者）が 13 世紀の理論であるモドゥスの規則と

そこにおけるリガトゥーラの配列をあまり理解しておらず、このようなプロプリエタス有

りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラを第 2 モドゥスに記譜したという可能性も大

いにある。  

 このように、リガトゥーラの配列をフランコの 5 つのモドゥスに当てはめたのは、アル

ス・アンティクァの後フランコ式理論の範疇では、GBM8 と GBM13 のみである。一方、

GBM17 は 4 つのモドゥス（第 1 モドゥス：全て L か LB、第 2 モドゥス：全て B か BL、

第 3 モドゥス：LBB、第 4 モドゥス：BBL）の説明において単独音符による譜例およびリ
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ガトゥーラによる譜例を交互に挙げている（図 11）247。しかし、その説明の文章を見ると、

ここでも『計量音楽技法』の第 10 章の内容（モドゥスにおけるリガトゥーラの音数やプロ

プリエタスやペルフェクツィオに関する記述）は一切登場しない。しかし、譜例のリガ

トゥーラに注目すると、例えば第 1 モドゥスでは[LBL]に対してプロプリエタス無しペル

フェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラが置かれ、第 3 モドゥスでは[LBBL]に対してプロプ

リエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラ（あるいは派生系として[LBBBL]

にプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 5 音リガトゥーラ）が置かれていることか

ら、フランコの『計量音楽技法』第 7 章と第 10 章の規則を用いていることが分かる。ま

た、第 1 モドゥスの 4 段目の譜例にある、2 つのプロプリエタス無しペルフェクツィオ無

しの 2 音リガトゥーラ   も、フランコの理論に従って[LB] [LB]と第 1 モドゥスの音価

の配列に矛盾することなく解釈できる248。  

 さらに、第 1 モドゥスにおけるプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 2 音リガ

トゥーラ  の連続は[LL] [LL] …と理解でき、フランコの第 1 モドゥスの定義（全て L か

ら成る）と矛盾しないが、フランコは全て L から成る第 1 モドゥスは常に単独音符で表し

ており、リガトゥーラを用いた用法には一切触れていない。確かに、前フランコ式理論で

は 6 つのモドゥスの第 5 モドゥスを 3 音リガトゥーラと L 休符で[LLL] + L と表すことは

あるが、2 音リガトゥーラを連続させて第 5 モドゥス（あるいはフランコの第 1 モドゥス）

を示す用法について説明したアルス・アンティクァの理論書は一つもない。おそらくここ

で 3 音ではなく 2 音リガトゥーラが用いられているのは、[LLL]だとフランコのリガトゥー

ラの真ん中に L を置いてはいけないという禁則に触れてしまうためであろう。   

                                                        
247 4 つのモドゥスに言及した現存の理論書は GBM17 のみで、またこれら 4 つのモドゥスの

譜例と同じあるいは類似する譜例も、他のアルス・アンティクァの理論書には見られない。  
248 前フランコ式理論においては、特にガルランディアの教えに則ると、[LB]はプロプリエタ

ス無しペルフェクツィオ有りになり、  と記譜される。 
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図 11 GBM17 における 4 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの配列（I-BGc MAB 21 (∑ 

IV 37): 50v–51r）  

 
 

  

第 2 モドゥス  

第 1 モドゥス  
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図 11（続き）  

 

 

第 2 モドゥス（続き）  

第 3 モドゥス  

第 4 モドゥス  

4 つのモドゥスの混合

んごう  

★1 

 

★2 

Kaho Inoue
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 ただし、第 2 モドゥスの最後から 2 つ目の譜例（図 11 中の★1）を見ると、ここでは、

全て B から成るリガトゥーラが、フランコの規則に従えばプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りで書かれているはずであるが、円で囲っている下行の 4 音リガトゥーラは、左

側に縦線がなく、ゆえにプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで書かれていることが

分かる。フランコによればプロプリエタス無しは L で始まるはずなので、この 4 音リガ

トゥーラは誤記と捉えることができる。  

 さらに、第 2 モドゥスの最後の譜例（図 11 中の★2）を見ると、ここでは[BL] [BL] [BL]…

と進行するリガトゥーラが説明されているはずなのに、下行の 2 音リガトゥーラは全てプ

ロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで  と記譜されている。これはフランコの規則

と第 1 モドゥスの譜例に鑑みれば、[LL]と読まれるはずである。フランコの理論に従えば、

このリガトゥーラは  と書かれるべきで、また、前フランコ式のいかなる理論書におい

ても、下行の[BL]は原則として  となる。モーダル記譜法から後フランコ式理論に至る

まで、下行の[BL]のリガトゥーラは例外なく  と書かれるため、これを繰り返し  と

記譜するのは、単なる誤記と言うよりも、アルス・アンティクァの計量音楽論そのものの

知識の薄れを感じさせる。  

 4-1-2 でも述べたように、GBM17 はしばしばプロプリエタスの有りと無しの記譜を混同

していた。従って、上記の[LL]と[BL]は誤りであると見なしてしかるべきである。ただし、

GBM17 が 15 世紀末に成立したことを考慮すると、上記のようなフランコの規則に合わな

いリガトゥーラの記譜がなされていても何ら不思議ではない。むしろ、なぜ、リガトゥー

ラによるモドゥスの譜例が、13・14 世紀に成立した『現代人は簡潔さを賛美し』のヴァリ

アントには含まれておらず、GBM8、GBM13、GBM17 のようなかなり時代を下った 15 世

紀の、さらにはイタリア由来の写本に集中しているのか、という点の方がよほど不可思議

であり、興味深い論点である。もしかすると、イタリア周辺で伝承・流布した『現代人は

簡潔さを賛美し』のヴァリアントのみが、このようなリガトゥーラによるモドゥスの譜例

を持っていたが、15 世紀以前のものは喪失してしまったのかもしれない。あるいは、15 世

紀頃にイタリア周辺で、何者かが『計量音楽技法』第 10 章を学び、その譜例を補足として、

『現代人は簡潔さを賛美し』に追加した可能性も考えられる。いずれにせよ、これら 3 つ

の『現代人は簡潔さを賛美し』のヴァリアントは、リガトゥーラを用いたモドゥスの譜例

の中で、15 世紀におけるアルス・アンティクァの計量音楽論の伝承とその知識の衰退の様

相をありありと映している。  
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5. アルス・アンティクァの計量音楽を収めた楽譜写本におけるリガ

トゥーラ 
 

 本章では、本論文第 3 章と第 4 章で論じた前フランコ式理論およびフランコ・後フラン

コ式理論におけるリガトゥーラの規則と記譜が、どの程度実際の楽譜記譜で用いられてい

たか、あるいは用いられていなかったのかを、アルス・アンティクァの計量音楽を収めた

楽譜写本の分析を通して検討する。ここで分析対象となるのは、12 世紀後半から〜14 世紀

前半に成立したもので、モーダル記譜法、前フランコ式記譜法、後フランコ式記譜法で書

かれており、かつリガトゥーラを含む楽譜である249。以下ではこれら 3 つの記譜法の定義

を述べた後、楽譜写本を 3 つの記譜法ごとに分類して、それらにおけるリガトゥーラの特

徴を論じる。  

 

 

5-1. 記譜法の定義  

 

 序論でも述べたように、アルス・アンティクァの時期に用いられた記譜法には、ネウマ

と計量記譜法とに大きく分けられる。ネウマとは音高のみを示した記譜のことで、原則と

して、ネウマの各音符は特定の音価や長さを持たず、それゆえに、前計量記譜法あるいは

非計量記譜法とも呼ばれる。アキテーヌ式ネウマやメス式ネウマで計量音楽の楽曲が記譜

されることもしばしばあったが250、アルス・アンティクァの時代に成立した楽譜写本を見

ると、ネウマの中でも、角符ネウマが圧倒的に多く使われている。ゆえに、角符ネウマの

リガトゥーラを組み合わせてモドゥスを表したモーダル記譜法は、前計量記譜法と計量記

譜法両方の性格を持っているが、個々のリガトゥーラそのものに特定の音価・音の長さが

備わっているわけではない。さらに、計量記譜法では単独音符、特に単独 B と単独 L は原

則として書き分けられるのに対し、モーダル記譜法において単独音符の音価は区別されな

い。モーダル記譜法では、通常、単独音符は全て L（あるいはネウマで言うヴィルガ）の

                                                        
249 分析する楽譜の一覧は表 5 を参照のこと。また、第 5 章でもモーダル記譜法、前フランコ

式記譜法、後フランコ式記譜法に分けて分析する写本を挙げているので参照のこと。  
250 例えば、E-TO Cód. 97 はアキテーヌ式ネウマでコンドゥクトゥスとモテットを、F-BSM 
119 (148) V はメス式ネウマでノートル・ダムのレパートリーであるモテットを記譜してい

る。 
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形で書かれ、稀に全てが B の形（ネウマで言うプンクトゥム）で書かれることもある。ゆ

えに、本論文ではモーダル記譜法は、ネウマあるいは前計量記譜法（ないし非計量記譜法）

の一種と見なす。  

 そして、アルス・アンティクァにおける計量記譜法は、前フランコ式記譜法と後フラン

コ式記譜法に分けられるが、次に、モーダル記譜法と前フランコ式記譜法との違いについ

て見ていきたい。実のところ、この 2 つの記譜法の明確な違いは、上述の通り、単独音符

の音価（特に単独 L と単独 B）を書き分けているか否か、という点以外にはない。これに

加えて、休符の縦線の長さが音価あるいはテンプスを明示しているか否かも、両記譜法を

分かつ決定的な指標であるが、前フランコ式記譜法であれ後フランコ式記譜法であれ、計

量記譜法による 13・14 世紀の楽譜の多くが休符の長さを厳密に書き分けていないかある

いは省略しているため、休符だけで両記譜法を区別するのはほぼ不可能である。また、前

フランコ式理論で新たに登場した、あるいは前フランコ式理論で初めて理論化された記譜

の概念としては、例えばプリカがあるが、プリカは角符ネウマで記譜された楽譜の中でも

しばしば見られ、また計量音楽のみならず、非計量的な単旋律のレパートリー（グレゴリ

オ聖歌、トロープス、アンティフォナ、セクエンツィアなど）でも用いられる。  

 音価の書き分けがモーダル記譜法と前フランコ式記譜法（あるいはネウマと計量記譜法）

を区別する要素であるのなら、リガトゥーラの記譜のあり方も当然、両記譜法を見分ける

重要な判断基準となるはずである。確かに、プロプリエタスやペルフェクツィオの有無の

書き分けは、ネウマでは決して見られず、計量音楽論および計量記譜法をそれたらしめる

決定的な要素であることは、本論文第 2・3・4 章で幾度も強調した。それにもかかわらず、

ガルランディアと第 4 無名者がプロプリエタス無しをプロプリエタス有りで、ペルフェク

ツィオ無しをペルフェクツィオ有りへと置き換えることを認めているため、たとえリガ

トゥーラが角符ネウマのリガトゥーラのあり方で、すなわち全てプロプリエタス有りペル

フェクツィオ有りで書かれていても、単独音符の音価が区別されているのであれば、これ

は前フランコ式記譜法と見なされるべきであろう。 

 さらに、逆プロプリエタスも、前フランコ式の理論書の中で初めて言及されるが、E-Mn 

192 の余白に書かれた 2 声オルガヌム《Mors》（122r）は、13 世紀あるいは 14 世紀初めに

筆写されたと推定され、ここで用いられている記譜法はモーダル記譜法のようにも見える

が、モドゥスの規則とは異なるリガトゥーラの配列が多々見られるため、そのリズムの特

定は難しく、そもそもこの楽曲が計量音楽であるかも疑わしい（図 12）。少なくとも、単
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独音符が全て L の形で記譜されていることから、この楽曲が計量記譜法ではなく、角符ネ

ウマによるものであることが推定される251。ところが、円で示したリガトゥーラは全て逆

プロプリエタスの縦線を伴っている。上述したように、逆プロプリエタスは前フランコ式

の理論書で初めて明文化され、プロプリエタス有りとプロプリエタス無しに併せて、リガ

トゥーラの音価を示すための要素であった。この楽譜では、逆プロプリエタスの縦線のあ

るリガトゥーラが一体どのような音の長さを持つのか、筆写者がどのような意図で逆プロ

プリエタスを記したのかは不明であるが、逆プロプリエタスが角符ネウマの中で用いられ

ているという点は注目に値する252。 

 

図 12 2 声オルガヌム《Mors》（E-Mn 192: 122r） 

 

 

  

                                                        
251 この楽譜ではリガトゥーラがどのモドゥスで配列されているかを判別するのが難しく、

従って《Mors》がモーダル記譜法で書かれているか否かは不明である。この楽曲だけでな

く、多くの 2 声オルガヌムにおいて、しばしばモーダル記譜法か否かを判断するのが困難で

ある。（5-2 を参照）。  
252 逆プロプリエタスがモーダル記譜法に含まれる他の例としては、13 世紀に成立した I-BAas 
Fondo S. Nicola, 85 中の 2 声のキリエ・エレイソン（150v–151r）が挙げられる。  

Kaho Inoue
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 このように、モーダル記譜法と前フランコ式記譜法との境界はきわめて曖昧である。対

して、前フランコ式記譜法と後フランコ式記譜法は、本論文第 2〜4 章で論じてきた前フラ

ンコ式理論と後フランコ式理論の特徴を踏まえると、次の 10 の基準をもとに見分けるこ

とができる。  

 

(1) 前フランコ式記譜法において、上行のプロプリエタス無しの 3 音以上のリ

ガトゥーラは通常最初の音の左に縦線を持つが（例：  ）、後フランコ式

記譜法では、フランコ『計量音楽技法』第 7 章に従って、縦線は最初の音

の右にも左にも来ることができる（例： か  ） 

(2) 後フランコ式記譜法では、しばしば上行のペルフェクツィオ無しは  の

ように斜め上向きに書かれるが、これは前フランコ式記譜法では使われな

い。 

(3) 前フランコ式記譜法において、第 1 モドゥスの[LBL]は最も基本的なリガ

トゥーラであり、ゆえに常にプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで

書かれる。一方、後フランコ式記譜法ではプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りは常に [BBL]となり、 [LBL]はプロプリエタス無しペルフェク

ツィオ有りで記譜される。  

(4) なお、前フランコ式記譜法では、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有

りの 3 音リガトゥーラは通常、第 2 モドゥス中の [BLB]を示すが、フラン

コはリガトゥーラの真ん中に L が来る用法を禁止しており、フランコの理

論に忠実な楽譜写本はこのリガトゥーラを避けている。  

(5) 後フランコ式記譜法では、第 1・2 モドゥスで主に用いられる[LB]は、プロ

プリエタス無しペルフェクツィオ無しとして   と書かれる。しかし、

前フランコ式理論の中では、ランベルトゥスが上行形に限りプロプリエタ

ス無しペルフェクツィオ無しの記譜  を提唱しているが、通常前フラン

コ式記譜法においては、ガルランディアの理論に従って、[LB]はプロプリ

エタス無しペルフェクツィオ有り
．．

で    と書かれるか、あるいは『ブ

ルージュ・オルガヌム論文』に従えば   と書かれる。  

(6) 第 3 モドゥスは、前フランコ式記譜法では必ず単独 L＋プロプリエタス有

りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラで始まる。（フランコ『計量
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音楽技法』の第 10 章に厳密に従う後フランコ式記譜法の楽譜写本では第 3

モドゥスはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラ

で始まるが、ただし、中には前フランコ式記譜法と同じく、単独 L＋プロ

プリエタス有りペルフェクツィオ有り 3 音リガトゥーラを記譜する後フラ

ンコ式記譜法の楽譜写本もある。）  

(7) 前フランコ式記譜法では、シネ・リッテラにおける第 6 モドゥスは、通常

4 音リガトゥーラ＋3 音リガトゥーラ＋3 音リガトゥーラ…あるいはプリカ

付きの 4 音リガトゥーラ＋プリカ付きの 2 音リガトゥーラ＋プリカ付きの

2 音リガトゥーラ…となるのに対し、後フランコ式記譜法では、第 6 モドゥ

スあるいはフランコの第 5 モドゥスは可能な限り多くの音が連結される。  

(8) 後フランコ式記譜法では、逆プロプリエタスのリガトゥーラの最初には常

に 2 つの S しか置くことができないが、前フランコ式理論では、2 つの S

を置くこともできるし、ガルランディアと第 4 無名者の理論に従って、3 つ

以上の S を置くことができる。  

(9) 後フランコ式記譜法では、3 テンプスのまとまりおよび合計が 1 テンプス

になる S のまとまりを示すためにしばしば分割点が用いられるが、これは

前フランコ式記譜法では見られない。  

(10) フランコの理論に忠実に従った後フランコ式記譜法では、小 S 休符は線間

の 1/3 の長さで、大 S は 2/3 の長さで書かれる。しかし、ほとんどの後フラ

ンコ式記譜法による楽譜写本は、前フランコ式記譜法同様に、小 S 休符と

大 S 休符両方を線間の 1/2（あるいはおおよそ半分）の長さで記している。 

 

 上記の 10 の基準の中でも、特に前フランコ式記譜法と後フランコ式記譜法を決定的に

分かつのは、(3)の[LBL]の記譜である。以下で言及する全ての前フランコ式記譜法におい

て[LBL]はプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで書かれ、また後フランコ式記譜法

を含むとする楽譜写本全てにおいて[LBL]はプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで

記譜されている。  

 最後に、後フランコ式記譜法とアルス・ノヴァ記譜法の違いについて検討したい。アル

ス・ノヴァ記譜法は基本的にフランコの理論、とりわけリガトゥーラの記譜と規則をその

まま取り入れているため、後フランコ式記譜法との見分けが難しい。しかし、本論文では、
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以下のアルス・ノヴァの特徴を持たないものを後フランコ式記譜法と定義する。  

 

(1) ミニマ 

(2) 赤符あるいは色符  

(3) 計量記号  

(4) 2 分割（不完全分割）システム  

 

上記の点を踏まえると、例えば『フォヴェル物語』写本の名で知られる F-Pn fr. 146（1316

年頃成立）は、ミニマ、計量記号、および 2 分割システムを含まないが、赤符が用いられ

ているために、先行研究では後フランコ式記譜法とアルス・ノヴァ記譜法の中間として位

置付けられているが、本論文ではアルス・ノヴァの影響下にあるものとして、考察の対象

から外すこととする253。 

 

 

  

                                                        
253 F-Pn fr. 146 の一部の楽曲にはミニマの音符が見られるが、これらは後に何者かが S に線を

付加してミニマに変えたものと考えられる（RISM B/IV/2: 163）。  
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5-2. モーダル記譜法  

 

 先述したように、モーダル記譜法とは、モドゥスを角符ネウマのリガトゥーラの配列で

表したものを意味する。ゆえに、本節で分析するのは、リガトゥーラの配列から成るレパー

トリーやパート、すなわちシネ・リッテラの書法で書かれている楽譜に限る。モーダル記

譜法を含む『オルガヌム大全』写本群などでは、クム・リッテラの書法によるコンドゥク

トゥスやロンデルスなどのレパートリーが、全て角符ネウマの単独音符で書かれているこ

ともあり、これらは計量音楽であった可能性が高いが、ネウマの音符、特に単独音符それ

自体には特定の音の長さを示す役割はなく、ゆえにこれらのリズムを特定することは不可

能である254。 

 ただし、リガトゥーラで書かれていても、モーダル記譜法とは見なすことが難しいもの

もある。その際たる例は、2 声オルガヌム（純粋オルガヌム）である。なぜなら、ガルラン

ディアやザンクト＝エメラムの無名者、第 4 無名者の証言を見る限り、2 声オルガヌムが

必ずしも計量可能であったとは言い難く255、実際、角符ネウマで書かれたその楽譜のほと

んどにおいて、リガトゥーラの配列がモドゥスの規則とは異なりリズム解釈が困難である

ため、本節では考察の対象としない。  

 本節で主な分析の対象となるのは、計量音楽であったと考えられ、なおかつリズムの解

釈がある程度可能な、シネ・リッテラによるディスカントゥス声部、例えば、3 声以上の

オルガヌムにおけるディスカントゥス部分、コンドゥクトゥスのカウダ、モテットのテノ

ル声部などである。しかし、これらですら、リズムの解釈あるいはどのモドゥスに当ては

まるかの判断が困難なものが多いため、本論文では、個々の楽曲・旋律のモドゥスやリガ

トゥーラの配列によるリズムを明らかにするというよりは、前フランコ式理論で仄めかさ

れているモーダル記譜法のリガトゥーラの規則が、実際にこれらの楽譜写本で見られるか

に注目したい。また、序論や 2-3-1 でも述べたように、これらの規則の中でも、モドゥス

                                                        
254 例えば、クム・リッテラのモノフォニーによる楽曲を、その詩の韻律からリズム解釈しよ

うとする先行研究があるが、Mark Everist など今日の多くの研究者がこの試みに懐疑的である

（Everist, Discovering Medieval Song: 2）。なぜなら、アルス・アンティクァの時代に楽曲に見

られるラテン語詩のほとんどは、モドゥスのリズムとは関係のない韻律の構成になっている

か、あるいは不完全な韻脚からなっており、むしろ、これらの楽曲においては詩韻ではな

く、各行の音節数の方が、楽曲の構成（旋律の長さ、繰り返しなど）を決定する重要な要素

であった。  
255 Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, 1:47–49.  
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におけるリガトゥーラの基本配列（例えば、第 1 モドゥスは 3 音リガトゥーラ＋2 音リガ

トゥーラ＋2 音リガトゥーラ…、第 3 モドゥスは単独音符＋3 音リガトゥーラで始まるな

ど）は、モーダル記譜法の中できわめて頻繁に用いられるが、モーダル記譜法による資料

の量が膨大であることから、これらのリガトゥーラの基本配列を全て論じることは避けた

い。むしろ本節ではそれ以外のリガトゥーラの規則、特に 3 音リガトゥーラへの還元の規

則やガルランディアと第 4 無名者による逆プロプリエタスの規則がモーダル記譜法でどの

程度実践的に用いられているかを検証したい。  

 この 2 つの規則に共通していたのは、「無名の S」と関連付けられていることであった

256。すなわち、両規則において、リガトゥーラは音数が増えれば増えるほど、各先行音 257

は短くなるが、これらの先行音は前フランコ式理論では S とは明言されず、B や単に「音」

と言われることがしばしばあった。短くなる先行音の音価やテンプスには触れない、とい

う「無名の S」に見られる説明のあり方は、どこか計量と反する、いわば「前計量的」あ

るいは「非計量的」な性格を帯びており、事実、『ディスカントゥスの通常の配置』は S を

「計量外」と呼んで計量の対象外と見なしている258。ゆえに、これら 2 つの規則は、S と

いう音価の概念やテンプスが明確に規定されるようになった 1270 年代以前から存在した

可能性が高く、すなわち前フランコ式記譜法だけでなく、計量音楽を表す最初期の記譜法

であるモーダル記譜法にも、見出される可能性がある。このように、本節では、モーダル

記譜法におけるリガトゥーラの基本的配列や用法ではなく、応用的な用法、とりわけ 3 音

リガトゥーラへの還元の規則とガルランディアと第 4 無名者による逆プロプリエタスの規

則が適用されると思われる、音数の多いリガトゥーラ、特に 4 音以上のリガトゥーラに焦

点を当てたい。  

                                                        
256 2-1、3-2、3-3 も参照のこと。  
257 ここでの先行音とは、3 音リガトゥーラへの還元の場合はウルティマ以外あるいはウル

ティマとペヌルティマ以外の音、ガルランディアと第 4 無名者による逆プロプリエタスの規

則の場合はウルティマ以外の音のこと。詳細は 3-2 と 3-3 を参照のこと。  
258 2-1 を参照のこと。 
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5-2-1. モーダル記譜法を含む楽譜写本  

  

 モーダル記譜法におけるリガトゥーラの用法を考察する前にまず、この記譜法を含む楽

譜写本の成立年代や成立地域、レパートリーについて概観したい。モーダル記譜法を含む

と思われる楽譜写本や断片は数多く残っているが、そのうち全ての資料に共通して言える

のは、これらのうち、具体的な成立年が判明しているものは稀である、という点である（表  

32）。  

 アルス・アンティクァの楽譜写本の中で最も数多くの楽曲を収めた、『オルガヌム大全』

写本群の一つ I-Fl Plut. 29.1 に関しては年代特定の研究が進んでおり、Robert Branner と

Rebecca Baltzer によれば、この写本は 1245〜1255 年にパリにあったヨハネス・グリュシュ  

Johannes Grusch の工房で製作された259。また、Gregorio Bevilacqua、David Catalunya、Nuria 

Torres は、E-Mn 6528 の楽譜部分 と GB-Lbl Egerton 2615 が装飾やカリグラフィー、楽譜

の構成の点で I-Fl Plut. 29.1 と一致することを発見し、これらも同じ時期にグリュシュの工

房で筆写されたと推定している。さらに、Barbara Haggh と Michel Huglo にとよれば、I-Fl 

Plut. 29.1 は、収められている楽曲やレパートリーから、1248 年 4 月 26 日にパリのシテ島

にあるサント・シャペル Sainte-Chapelle の献堂式に参加したフランス国王ルイ 9 世（1214

〜1270）のために用意された可能性が高い260。 

  

                                                        
259 Robert Branner, “The Johannes Grusch Atelier and the Continental Origins of the William of 
Devon Painter,” in The Art Bulletin, vol. 54, no. 1 (1972): 26–27; Rebercca A. Baltzer, “Thirteenth-
Century Illuminated Miniatures and the Date of the Florence Manuscript,” in Journal of the American 
Musicological Society, vol. 25, no. 1 (1972): 15. また、ヨハネス・グリュシュの工房における楽

譜製作に関しては次の文献に詳しい。Gregorio Bevilacqua, David Catalunya, and Nuria 
Torres, “The Production of Polyphonic Manuscripts in Thirteenth-Century Paris: New Evidence for 
Standardised Procedures,” in Early Music History, vol. 37 (2018): 91–139. 
260 Barbara Haggh and Michel Huglo, “Magnus liber: Maius munus. Origine et destinée du manuscrit 
F,” in Revue de Musicologie, vol. 90, no. 2 (2004): 209–210, 230. 
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表 32 モーダル記譜法を含む楽譜写本一覧  

  

番号 写本 成立年代 成立地 フォリオ サイズ (mm x mm) レパートリー DIAMM  URL その他 DIAMM URL
1 CH-Bu  F.X.37 13世紀 パリ 2 190 x 260 / 185 x 260 オルガヌム https://www.diamm.ac.uk/sources/4765/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/4765/#/

2 CH-SGS  383 13世紀 フランス 176 170 x 117
トロープス、セクエン

ツィア、コンドゥクト

ゥス

https://www.diamm.ac.uk/sources/921/#/
アキテーヌ式ネウマと角符ネウ

マの中間
https://www.diamm.ac.uk/sources/921/#/ http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0383/165/0/Sequence-515

3 D-BAs  Lit. 115
1300年頃
（79v–80r）

フランス？ 80 263 x 186
アレルヤ（単旋律のオ

ルガヌム）
https://www.diamm.ac.uk/sources/863/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/863/#/

4 D-KA  St. Peter Perg. 29a
14世紀
（8rb–v）

ドイツ 39 197 x 107 オルガヌム https://www.diamm.ac.uk/sources/38/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/38/#/

5 D-Mbs  Clm. 16444 14世紀 ドイツ バイフォリオ2枚 210 x 156 モテット https://www.diamm.ac.uk/sources/868/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/868/#/ https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00069136/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=1&pdfseitex=https://www.diamm.ac.uk/sources/888/#/

6 D-Mbs  Mus.ms. 4775 13世紀 ドイツ 89
155 x 110 / 142 x 116 / 142 x 
103

オルガヌム、コンドゥ

クトゥス、モテット
https://www.diamm.ac.uk/sources/866/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/866/#/

7 D-W Cod. Guelf. 628 Helmst 1230年代
スコットランド、セン

ト＝アンドリュース
197（元は215） 215 x 150

オルガヌム、クラウズ

ラ、コンドゥクトゥス

、モテット

https://www.diamm.ac.uk/sources/870/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/870/#/ http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/628-helmst

8 D-W  Cod. Guelf. 1099 Helmst

ファシクル1・7
：1290年代？／
ファシクル2〜6
：1280年頃？／
ファシクル8：1
300年頃？14世
紀？

フランス、パリ？ 253 175 x 130
オルガヌム、クラウズ

ラ、コンドゥクトゥス

、モテット

https://www.diamm.ac.uk/sources/854/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/854/#/ https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?mode=ecran&panier=false&reproductionId=21593&VUE_ID=1944444&carouselThere=false&nbVignettes=4x3&page=2&angle=0&zoom=petit&tailleReelle=

9 E-E  T. I. 12 14世紀初頭 スペイン 309 358 x 258 セクエンツィア https://www.diamm.ac.uk/sources/65/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/65/#/
10 E-Mn  192 13世紀 シチリア 257 493 x 350 クラウズラ https://www.diamm.ac.uk/sources/875/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/875/#/ http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=Mss%2f192&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2

11 E-Mn  6528 1245〜1255
フランス、パリ、ヨハ

ネス・グリュシュの工

房

123 266 x 140 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/876/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/876/#/ http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=Ars+grammaticae&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1

12 E-Mn  20486 13世紀
スペイン、トレド大聖

堂
142 166 x 115

オルガヌム、コンドゥ

クトゥス、モテット
https://www.diamm.ac.uk/sources/879/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/879/#/ http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000005661&page=1

13 F-Pa  3517 13世紀
ドイツ東部？フランス

？
186 282 x 197 モテット https://www.diamm.ac.uk/sources/889/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/889/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/889/#/

14 F-Pn  fr. 12615 1300年頃 フランス 233 307 x 118
トルヴェール、モテッ

ト、ロンドー
https://www.diamm.ac.uk/sources/893/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/893/#/

15 F-Pn  fr. 25532 10th century フランス 336 250 x 182 モテット https://www.diamm.ac.uk/sources/319/#/ 1v-2 https://www.diamm.ac.uk/sources/319/#/
16 F-Pn  lat. 11411 13世紀末 イングランド バイフォリオ1枚 250 x 150 ミサ通常文 https://www.diamm.ac.uk/sources/905/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/905/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/884/#/

17 F-Pn  lat. 15139 11th century フランス 305 (1〜175は喪失) 180 x 102
オルガヌム、コンドゥ

クトゥス、モテット
https://www.diamm.ac.uk/sources/433/#/

3音クレンテスの最後の音にプリ
カ

https://www.diamm.ac.uk/sources/433/#/

18 GB-A  2379/1 12th century イングランド？ 2 53 x 260 アレルヤ、キリエ https://www.diamm.ac.uk/sources/279/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/279/#/
19 GB-Cgc  803/807 13th century イングランド 1 221 x 160 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/304/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/304/#/
20 GB-Cgc  820/810 14世紀 イングランド フライリーフ2枚 215 x 285 モテット https://www.diamm.ac.uk/sources/305/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/305/#/

21 GB-Cjec  QB1 13世紀末 イングランド 273 298 x 218
コンドゥクトゥス、モ

テット
https://www.diamm.ac.uk/sources/533/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/533/#/

22 GB-Cu Ff. ii. 29 13世紀 イングランド 96 293 x 223 アレルヤ https://www.diamm.ac.uk/sources/335/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/335/#/
23 GB-DOdhc  PE/NBY/MI 1 12〜13世紀？ イングランド 2 142 x 275 モテット https://www.diamm.ac.uk/sources/358/#/ 初期の角符ネウマ https://www.diamm.ac.uk/sources/358/#/
24 GB-Lbl Add. 27630 14世紀 バイエルン 109 167 x 122 モテット https://www.diamm.ac.uk/sources/695/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/695/#/ https://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF00004335151

25 GB-Lbl  Egerton 274 13世紀〜15世紀 フランス 160 150 x 107
トルヴェール、コンド

ゥクトゥス、モテット
https://www.diamm.ac.uk/sources/916/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/916/#/

26 GB-Lbl Egerton 2615 13世紀
パリ、ヨハネス・グリ

ュシュの工房 フランス
110 218 x 140

オルガヌム、コンドゥ

クトゥス、モテット
https://www.diamm.ac.uk/sources/918/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/918/#/ https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.lat.1543

27 GB-Lbl Harley 5393 13世紀 イングランド 76 215 x 150 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/432/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/432/#/

28 GB-Llp  457 13世紀 イングランド 192 195 x 133 
セクエンツィア、トロ

ープス
https://www.diamm.ac.uk/sources/448/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/448/#/

29 GB-Llp  752 13世紀
イングランド、レディ

ング
2 170 x 240 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/451/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/451/#/

30 GB-Ob  Bodl. 257 13世紀 イングランド 195 412 x 295 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/492/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/492/#/

31
GB-Ob  [pr. bk.] Auct. VI. Q. 
3.17

13世紀 フランス 4 285 x 155 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/547/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/547/#/

32 GB-Ob  [pr. bk.] Wood 591 13世紀 イングランド フライリーフ2枚 197 x 145 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/548/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/548/#/
33 GB-Occ 489 13世紀 イングランド バイフォリオ1枚 223 x 150 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/556/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/556/#/
34 GB-Owc  213* 13世紀 イングランド フライリーフ2枚 213 x 175 コンドゥクトゥス https://www.diamm.ac.uk/sources/580/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/580/#/
35 I-Ac  695 13世紀 フランス 242 212 x 151 ミサ通常文 https://www.diamm.ac.uk/sources/923/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/923/#/
36 I-BAas Fondo S. Nicola, 85 13世紀 フランス 308 287 x 202 アレルヤ、キリエ https://www.diamm.ac.uk/sources/824/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/824/#/

37 I-Bc  Q. 11 13世紀 イタリア 26 202 x 150
アレルヤ、トロープス

、ミサ通常文、モテッ

ト

https://www.diamm.ac.uk/sources/115/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/115/#/

38 I-Fl Plut. 29.1
1248年頃（追加
部分は1300年頃
？）

パリ、ヨハネス・グリ

ュシュの工房
476 232 x 157 

オルガヌム、コンドゥ

クトゥス、モテット、

ロンデルス

https://www.diamm.ac.uk/sources/924/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/924/#/

39 I-Rvat Ottob. lat. 3025 13世紀 フランス 80 212 x 148 オルガヌム https://www.diamm.ac.uk/sources/929/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/929/#/
40 I-Rvat  Reg. lat. 1490 13世紀 フランス 181 305 x 214 モテット、ロンドー https://www.diamm.ac.uk/sources/932/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/932/#/

41 US-PHf Lewis E 39 Bible 14世紀 ？ 329 142 x 275
ベネディカムス・ドミ

ノ
https://www.diamm.ac.uk/sources/919/#/ https://www.diamm.ac.uk/sources/919/#/
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 もう一つの『オルガヌム大全』写本群の重要な資料に、D-W Cod. Guelf. 628 Helmst と D-

W Cod. Guelf. 1099 Helmst があるが、装飾などの点から、前者は 1230 年代にスコットラン

ドのセント・アンドリュースで、後者は 1240 年頃〜1260 年頃にパリ周辺で筆写されたと

推定される261。 

 その他のモーダル記譜法を含む現存資料に関しても、1220 年頃〜1230 年頃より古く遡

ることのできる資料はなく、多くが 1220 年〜14 世紀前半の間に成立したと考えられる262。

また、これらの楽譜写本の成立地については不明な部分も多いが、パリを中心とするフラ

ンス、ブリテン島、ドイツ、スペイン、イタリアなどヨーロッパの様々な地域で筆写され

たことが分かる。そしてこれらは、修道院のみならず、上述のヨハネス・グリュシュの工

房のような、楽譜の筆写を専門ないし得意とする写本工房で、製作されたと推定される。

そして、13 世紀以前は、楽譜写本は純粋に宗教上の目的で書かれることが多かったが、特

に I-Fl Plut. 29.1 のようなノートル・ダム・ポリフォニーを収めた大型の選集の多くは豪華

な装飾が施されており、宮廷や貴族への献上品であったと考えられる。  

 レパートリーに関してオルガヌムやコンドゥクトゥス、モテット、ロンデルスが中心を

しめ、コンドゥクトゥスなどはモノフォニーでも見られるが、ポリフォニーが圧倒的に多

い。また、これらのレパートリーは基本的に教会音楽で、世俗歌曲はまず見られない。  

 ただし、F-Pn fr. 844 は例外かもしれない。この写本は、別名「王のシャンソニエ 

Chansonnier du Roi」とも呼ばれ、その大部分はモノフォニーのトルヴェールとトルバドゥー

ルの歌曲から成り、これらは角符ネウマで記譜されている。しかし、写本中の ff. 205r–210r

には 2〜3 声のモテットが 41 曲ほど収められており、特にそれらのテノル声部はモーダル

記譜法で書かれている（図 13）263。確かにこれらのテノル声部はラテン語でグレゴリオ聖

歌などから歌詞と旋律を引用しており、ゆえに宗教的性格を持つが、モテトゥス声部の歌

詞は全て古フランス語で、この写本がトルヴェールとトルバドゥールの選集になっている

ことに鑑みれば、これらのモテットはきわめて世俗的であると言える。   

                                                        
261 Mark Everist, Polyphonic Music in Thirteenth-Century France: Aspects of Sources and 
Distribution, PhD Dissertation, University of Oxford (1985): 109. 
262 Mark Everist, Discovering Medieval Song: 17. 
263 John Haines, “The Transformations of the ‘Manuscrit du Roi’,” in Musica Disciplina, vol. 52 
(1998–2002): 33. 
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図 13 モテット《Quant revient et foille et flors contre la doucour / L'autre jor m'en alai par 

un destor / Flos filius》（F-Pn fr. 844: 206v）264 

 

  

                                                        
264 テノル声部のモーダル記譜法に注目すると、基本的に 3 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥー

ラから成り、楽曲全体は第 1 モドゥスで進行するものと推定される。  

Kaho Inoue
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5-2-2. 4 音以上のリガトゥーラ：モーダル記譜法における 3 音リガトゥーラへ

の還元およびガルランディ第 4 無名者の逆プロプリエタスの規則の実用性  

 

 本項ではそれぞれ、3 音リガトゥーラへの還元の規則とガルランディアと第 4 無名者に

よる逆プロプリエタスの規則が、モーダル記譜法の中で見られるかを探っていきたい。  

 3 音リガトゥーラへの還元の規則を論じた理論家・理論書は、ガルランディア、第 7 無

名者、『ブルージュ・オルガヌム論文』、ザンクト＝エメラムの無名者、第 4 無名者であっ

たが、そのいずれもが [LBL]への還元を論じていた。それにもかかわらず、オルガヌムの

ディスカントゥス声部では、[LBL]に還元し得る 4 音以上のリガトゥーラ、すなわち、第 1

モドゥスの最初で[LBL]に対して置かれている 4 音以上のリガトゥーラを発見することが

できなかった。  

 コンドゥクトゥスのカウダでは、『オルガヌム大全』写本群において[LBL]へと還元し得

る 4 音以上のリガトゥーラが数例見られた。その一つが、I-Fl Plut. 29.1: 244v–245r におけ

る 3 声コンドゥクトゥス《Quare fremuerunt gentes》である。図 14 中の冒頭のフレーズで

は、テノル声部が 3 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラ＋単独音符＋単独音符、ドゥプル

ム声部が 3 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラ＋単独音符＋単独音符となっており、第 1

モドゥスで進行するものと考えられる。そしてこれに対し、トリプルム声部に 4 音リガ

トゥーラ＋2 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラが置かれているが、最初の 4 音リガトゥー

ラはテノル声部とドゥプルム声部の 3 音リガトゥーラ[LBL]に合わせて、ガルランディア

の方法だと[••(=L)BL]、第 7 無名者および『ブルージュ・オルガヌム論文』の方法だと

[•••(=LB)L]と還元されるが、いずれの場合にも、もし•が等しい長さであれば[BBBL]となる

であろう。  
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図 14 3 声コンドゥクトゥス《Quare fremuerunt gentes》のカウダの一部（I-Fl Plut. 29.1: 

245r） 

 

 

 もう一つの例は、I-Fl Plut. 29.1: 324r–325r と D-W Cod. Guelf. 628 Helmst.: 138v (147v)–

139v (148v)における 2 声コンドゥクトゥス《Ego reus confiteor deo》の冒頭のカウダである

（表 33）。図中の黒線で囲った部分において、テノル声部はおそらく[LBL] [BL] [BL]と進

行している。これに対して、ドゥプルム声部の旋律には 3 音リガトゥーラへの還元が適用

され、ガルランディア式では[••(=L)BL] BP [•••(=L)BL]となり、第 7 無名者・『ブルージュ・

オルガヌム論文』式では[•••(=LB)L] BP [••••(=LB)L]となるであろう265。もし最初の 4 音リ

ガトゥーラ中の•が等価であれば、いずれの場合においても、[BBBL]となろう。  

 

 

  

                                                        
265 両写本において休符は書かれていないが、最初の 4 音リガトゥーラの最後の音が L(2)であ

る場合、次に BP(1)が置かれるものと解釈できる。なお、モーダル記譜法において休符の記譜

はしばしば省略される。あるいは、4 音リガトゥーラの最後の音を、L(2)+B(1)を内包する

L(3)とし、ガルランディア式で[••(=L(2))B(1)L(3)] [•••(=L(2))BL(1:2)]、もしくは第 7 無名者・

『ブルージュ・オルガヌム論文』で[•••(=LB(2:1))L(3)] [•••(=L(2))BL(1:2)]と捉えることもでき

る。 
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表 33 2 声コンドゥクトゥス《Ego reus confiteor deo》の冒頭（I-Fl Plut. 29.1: 324r） 

I-Fl Plut. 29.1: 324r D-W Cod. Guelf. 628 Helmst.: 138v (147v) 

 
 

 

 ここで一つ明らかなのは、[LBL]への還元は第 1 モドゥスの冒頭に 4 音以上のリガトゥー

ラを置くことを前提としているが、モーダル記譜法で書かれた楽譜写本のほとんどが、特

に第 1 モドゥスにおいて、4 音以上のリガトゥーラをフレーズの冒頭に置くことはきわめ

て稀である、という点である。もしかしたら、このような 4 音以上のリガトゥーラの用法

は、前フランコ式理論が成立した以降に実践されるようになったのかもしれない。この問

いについては、次節の分析で答えを探すことにしたい。  

 次に、ガルランディアと第 4 無名者の逆プロプリエタスの規則が、これらの楽譜写本で

適用できるかについて検討する。この両理論家による逆プロプリエタスの規則の特徴は、

他の前フランコ式の理論家が原則として 2 つの S をリガトゥーラの最初に置いていたのに

対し、3 音以上の「名無しの S」を[BL]中の B に対して当てはめることにあった。 ただし、

モーダル記譜法あるいは前フランコ式記譜法では[BL]に対して 3 音リガトゥーラが置かれ

る場合、逆プロプリエタス有りとして[SSL]と解釈することもできるし、[BBB]と解釈する

こともできる。ただし、[BL]に対して 4 音以上のリガトゥーラを置く方法については、前

フランコ式理論の中では、ガルランディアと第 4 無名者のみが、逆プロプリエタスの規則

として説明している。従って、ここで特に 4 音以上のリガトゥーラが[BL]に対して置かれ

ている例を探すと、 I-Fl Plut. 29.1: 36r–37v におけるペロティヌス作曲の 3 声オルガヌム

《Alleluia. Posui adjutorium》の中で一点見つけることができた。この曲は F-MOf H 196: 16v–

20（ファシクル 1）でも残っており、こちらは後フランコ式記譜法（一部前フランコ式記

譜法）による。両写本において、シラブル「Po(-sui)」の冒頭のフレーズは 2 音リガトゥー
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ラの連続から成り、典型的な第 2 モドゥスを示している（表 34）。  

 

表 34 ペロティヌス作 3 声オルガヌム《Alleluia. Posui adjutorium》におけるシラブル

「Po(-sui)」冒頭  

I-Fl Plut. 29.1: 36v F-MOf H 196: 17v 

 
 

 

表 34 中の黒線で囲った部分の 4 音クレンテスは、第 2 モドゥスの進行上、確実に [BL]の

長さに相当する。ゆえに、特にモーダル記譜法で書かれた I-Fl Plut. 29.1 の方の 4 音クレン

テスは、ガルランディアと第 4 無名者の逆プロプリエタスの規則を当てはめて、[•••L]、あ

るいはもし•を「名無しの S」と解釈するのであれば、[SSSL]と読むことができる。一方、

F-MOf H 196 の 4 音クレンテスに注目すると、  という記譜を説明した理論書はないが、

ウルティマは単独 B の形で書かれているため、B に相当するものと考えられる。また、ザ

ンクト＝エメラムの無名者は、 …と始まるクレンテスを[BSS…]と解釈しているため、

 全体は[B(1)SS(=1)B(1)]となる可能性が高い。ゆえに、F-MOf H 196 中の 4 音クレンテ

スは、ガルランディアと第 4 無名者の逆プロプリエタスの規則に従って解釈した I-Fl 

Plut. 29.1 中の[•••L]あるいは[SSSL]とは異なる音価を持つことになってしまう。もちろん、

F-MOf H 196 の《Alleluia. Posui adjutorium》はもともとモーダル記譜法であったものを後

世になって計量記譜法として一種「編曲」したものであり、もとより[BSSB]などと演奏さ

れていたかは疑わしい。しかし同時に、この 4 音クレンテスは、ガルランディアと第 4 無

名者の逆プロプリエタスの規則とは異なる音価の理解の仕方があった可能性も示唆してい
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る。 

 次に第 3・4 モドゥスの中の 4 音以上のリガトゥーラに注目したい。ペロティヌス作と

される 4 声オルガヌム《Viderunt omnes》は I-Fl Plut. 29.1: 1r–4r、GB-Lbl Egerton 2615: 79r–

82r、E-Mn 20486: 13v–17r を例に挙げたい。表 35 中のシラブル「om-(nes)」の冒頭のフレー

ズに注目すると、ドゥプルム声部は、I-Fl Plut. 29.1とE-Mn 20486において L [BBL(p)] [BBL]、

GB-Lbl Egerton 2615 では L [BBL] [BL] [BL]と進行するが、両者ともフレーズの始まりは第

3 モドゥスであることが分かる。次にこの部分に対して置かれているトリプルム声部のフ

レーズを見ると、3 つの写本ともに「4 音クレンテス＋4 音クレンテス＋2 音リガトゥーラ」

と進行している266。つまり最初の 4 音クレンテスは、第 3 モドゥスの冒頭の単独 L に対応

することになり、3 音リガトゥーラへの還元の規則を用いることができない。これをガル

ランディア・第 4 無名者の逆プロプリエタスで[•••(=B)L]と解釈しようとしても、全体の音

が短くなりすぎてしまい、ドゥプルム声部と噛み合わなくなってしまう。  

 そこで、テノル声部との音程関係から、テノル声部、ドゥプルム声部、トリプルム声部

のリズムを推測すると、図 15 のようになる267。ここでは、トリプルム声部の最初の 4 音

クレンテスは[•••(=BB)L]となり、もしこの 3 つの•の音符が等しい長さを持つのであれば、

[BBBL]となる。一方で、2 つ目の 4 音クレンテスは[•••(=BB)B]となり、•がそれぞれ等しい

長さであれば、[BBBB]となろう。ここで最初の 4 音クレンテスは 3 音リガトゥーラ[BBL]

に還元されており、つまり、冒頭が[BBL]で始まる第 4 モドゥスのような進行になってい

る。 

  

                                                        
266 モーダル記譜法における下行クレンテスは下行リガトゥーラと同様の機能を持つものと見

なされる。  
267 クァドルプルム声部は GB-Lbl Egerton 2615 では欠落しており、また、I-Fl Plut. 29.1 と E-
Mn 20486 では記譜のあり方が異なり、リズム解釈が困難なため、ここでは言及するのを避け

たい。 
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表 35 ペロティヌス作 4 声オルガヌム《Viderunt omnes》において第 3 モドゥス中で 4 音

以上のクレンテスが用いられている例  

I-Fl 

Plut. 29.1: 1v 

 

GB-Lbl 

Egerton 2615: 

79v268 

 

E-Mn 20486: 

14v 

 

                                                        
268 画像は次のファクシミリのページより引用。Mark Everist, ed., French 13th-century 
polyphony in the British Library: A facsimile edition of the manuscripts Additional 30091 and Egerton 
2615 (folios 79-94v) (London: Plainsong and Mediaeval Music Society, 1988): 79v. 

 

z

 

 

 

 

z
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図 15 《Viderunt omnes》における 2 連続の 4 音以上のクレンテス（トリプルム声部）の

リズム解釈のための図解  
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 もし 2 つ目の 4 音クレンテスとその後ろの 2 音リガトゥーラの組み合わせが [BBBB] 

[BL]になるのであれば、これはザンクト＝エメラムの無名者が説明していた第 3 モドゥス

における[BBBB(1:1:1:1)] [BL(2:3)]のリガトゥーラの配列を彷彿とさせる。そして、ザンク

ト＝エメラムの無名者はプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの 4 音以上のリガ

トゥーラは全てプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ

[BLB(1:2:1)]に還元されると述べており、このときにプロプリエタス有りペルフェクツィオ

無しの 4 音リガトゥーラを[BBBB(1:1:1:1)]としていた。つまり、この 4 音クレンテス＋2 音

リガトゥーラは[BLB(1:2:1)] [BL(2:3)]の形に還元できるが、この音価の配列は、ランベル

トゥスの第 5 モドゥスに相当する。ザンクト＝エメラムの無名者はランベルトゥスの第 5

モドゥスを批判はしたが、自身の第 4 モドゥスの説明で触れており、そのときに

[BBBB(1:1:1:1)] [BL(2:3)]の配列にも触れている269。従って、2 つ目の 4 音クレンテスは、

ザンクト＝エメラムの無名者のプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 3 音リガ

トゥーラへの還元の規則に当てはまるものと考えられる。  

 また、ガルランディアはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 3 音以上のリガ

トゥーラが LLB の音価に、同様にザンクト＝エメラムの無名者はプロプリエタス無しペル

フェクツィオ有りの 4 音以上のリガトゥーラは[BBLB]に還元できると述べていたが、これ

らに還元できる例は見当たらなかった。さらに、第 4 無名者は逆プロプリエタス有りの 4

音以上のリガトゥーラは逆プロプリエタス有りの 3 音リガトゥーラになると述べていたが、

これに当てはまる例も見つけることができなかった。  

 無論、3 音リガトゥーラへの還元の規則あるいはガルランディア・第 4 無名者の逆プロ

プリエタスの規則いずれをも適用できない 4 音以上のリガトゥーラの用法が、数えきれな

いほど見つかった。最も良い例は第 5 モドゥス中の 4 音以上のリガトゥーラである。例え

ば、F-Pa 3517: 14r における 2 声モテット《Un chant renvoisie et bel dirai / Decantatur》のテ

ノル声部は、3 音リガトゥーラ＋休符が繰り返されていることから、第 5 モドゥスで進行

することが分かるが、図 16 中の円で示したリガトゥーラは 4〜6 音から成る。これらは、

第 5 モドゥスの文脈上、[LLLL]、[LLLLL]、[LLLLLL]となり、ゆえにこのモドゥスの基本

形の 3 音リガトゥーラ[LLL]に還元することはできない。  

                                                        
269 D-Mbs Clm 14523:151v; Yudkin, De musica mensurata: 212–213. 



 160 

図 16 2 声モテット《Un chant renvoisie et bel dirai / Decantatur》（F-Pa 3517: 14r） 
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 他のモテットのテノル声部に関しても同様で、今回の分析では 3 音リガトゥーラへの還

元およびガルランディア・第 4 無名者の逆プロプリエタスが適用できる例を見つけること

ができなかった。それどころか、それらにおいて 4 音以上のリガトゥーラが用いられてい

ること自体が稀であった。つまり、モテットのテノル声部では、短い音によるリズムの装

飾はほとんどなされなかったか、あるいは記譜する対象と見なされなかったものと推測さ

れる。  

 対して、オルガヌムのディスカントゥス声部やコンドゥクトゥスのカウダではしばしば

4 音以上のリガトゥーラが見られたが、3 音リガトゥーラへの還元あるいは逆プロプリエ

タスで解釈できるものは上述のいくつかの例に限られ、4 音以上のリガトゥーラのほとん

どは、リズム解釈が困難であるか、あるいは前フランコ式理論の範疇では説明が付かなかっ

た。 

 一例として、3 声オルガヌム《Alleluia. Dies sanctificatus illuxit nobis》における 9 音クレ

ンテスを取り上げたい。図 17 中の黒枠で囲っている部分のトリプルム声部は、3 音リガ

トゥーラ＋2 音リガトゥーラ＋3 音クレンテスとなっており、直前のフレーズのリガトゥー

ラの配列（3 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラ）も踏まえると、第 1

モドゥスの進行である可能性が高い。そして、トリプルム声部との対応を考えると、ドゥ

プルム声部の 9 音クレンテスは 3 音リガトゥーラに還元されるというよりも、トリプルム

声部の 3 音リガトゥーラ＋2 音リガトゥーラで計 5 音分に、あるいはそれよりも多い音数

のリガトゥーラに還元される可能性が高く、ここでは 3 音リガトゥーラへの還元や逆プロ

プリエタスの規則は当てはまらないであろう。同じ曲は、D-W Cod. Guelf. 628 Helmst: 55r 

(63r)–57r(65r)でも見られ、こちらの写本では、上記の 9 音クレテンスに相当する部分は 6

音クレンテスになっている270。そして、この 6 音クレンテスも同様の理由で 3 音リガトゥー

ラ[LBL]には還元できないと考えられる。  

  

                                                        
270 D-W Cod. Guelf. 628 Helmst: 56v (64v). 
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図 17  3 声オルガヌム《Alleluia. Dies sanctificatus illuxit nobis》における 9 音クレンテス

が見られる部分（I-Fl Plut. 29.1: 17v） 
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5-3. 前フランコ式記譜法  

 

 前フランコ式理論の述べるリガトゥーラの記譜が、モーダル記譜法のそれと決定的に異

なるのは、前者がプロプリエタスやペルフェクツィオの有無などの概念を用いて、フラン

コの理論に比べると部分的ではあるが、リガトゥーラ内の音価を記譜でもって示そうとし

た点である。ところが先述したように、前フランコ式理論においてこのリガトゥーラの音

価の書き分けは必須ではなく、むしろガルランディアや第 4 無名者は、無闇にプロプリエ

タス無しやペルフェクツィオ無しを使うことよりも、角符ネウマのリガトゥーラと同様の

記譜であるプロプリエタス有りやペルフェクツィオ有りを記譜する方に優位性を置いてい

た。 

 それゆえに、前フランコ式記譜法では、プロプリエタスとペルフェクツィオの有り無し

を積極的に書き分けるあり方から、単独音符の音価が区別される以外はモーダル記譜法と

ほぼ同様に、全てプロプリエタス有りやペルフェクツィオ有りで書かれるあり方までと、

多様な記譜のあり方が想定される。従って、本節では前フランコ式記譜法で書かれている

楽譜写本を以下の 3 つの段階に分けて、考察していきたい。  

 

 (1) 第 1 段階：ガルランディアの理論（第 4 無名者やザンクト＝エメラムの無名者も

含む）におけるプロプリエタスおよびペルフェクツィオの有無の書き分けを最大

限に行い、特にプロプリエタス無しとペルフェクツィオ無しの記譜両方を含む楽

譜写本。（あるいはガルランディアの規則を応用したランベルトゥスや、カールス

ルーエの無名者のプロプリエタス有りとプロプリエタス無しのリガトゥーラの記

譜と一致するもの。）  

(2) 第 2 段階：プロプリエタスおよびペルフェクツィオの有無を部分的に書き分けて

おり、特にプロプリエタス無しとペルフェクツィオ無しの記譜どちらかを含む楽

譜写本。例えば、第 7 無名者、『ブルージュ・オルガヌム論文』のリガトゥーラの

規則と記譜と一致するもの。  

 (3) 第 3 段階：単独 L や単独 B は書き分けているが、リガトゥーラに関しては、モー

ダル記譜法と同じく、全てプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで記してい

る楽譜写本。  
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5-3-1. 前フランコ式記譜法による楽譜写本  

 

 まずは本節で扱う資料について確認したい。前フランコ式記譜法を含む現存の楽譜写本

は、約 19 あると推定される（表 36）。その中で具体的な成立年が判明しているのは、D-DS 

2777 のみで、1296 年にリエージュのサン＝ジャック修道院で編纂された。この写本に収め

られているモノフォニーのコンドゥクトゥスは上述の第 1 段階で記譜されている。それ以

外の楽譜写本については、13 世紀から 14 世紀前半の間で成立したと言うこと以外は分かっ

ていない。  

 成立地に注目すると、フランスとイングランドで書かれたものが目立つ。そして、イン

グランド由来の資料は、いわゆるイングランド式計量記譜法で書かれている場合が多い271。

レパートリーはモテットやロンデルス、コンドゥクトゥスなどが見られ、オルガヌムは一

部の資料に限って見られる。また、モーダル記譜法で書かれている楽曲のほとんど全てが

典礼音楽でかつポリフォニーであったのに対し、前フランコ式記譜法で書かれた楽曲の中

には、F-Pn fr. 846 におけるモノフォニーによるトルヴェールの歌曲や、上述した D-DS 2777

におけるモノフォニーのコンドゥクトゥスなど、世俗歌曲やモノフォニーも散見される。   

                                                        
271 イングランド式記譜法とは、第 3 段階のモーダル記譜法に近い計量記譜法に分類される

が、単独 B が S のように斜めに書かれるのが特徴で、例えば、GB-Ctc O.2.1 や GB-DRu 
Bamburgh Collection, Sel. 13、GB-Lbl Harley 5958 などで見られる。  
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表 36 前フランコ式記譜法による楽譜写本一覧  
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イ
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5-3-2. 第 1 段階：プロプリエタス無しおよびペルフェクツィオ無し両方を含む

楽譜写本  

 

F-MOf H 196 のファシクル 2〜6 

 

 上記表 36 に挙げた写本中、プロプリエタス無しおよびペルフェクツィオ無し両方を含

むと思われるのは、F-MOf H 196 のファシクル 2〜6 と D-BAs Lit. 115、D-GOl CA. 2° 169、 

F-Pa 135、F-Pn n. a. f. 13521 である。本項では、特にプロプリエタスとペルフェクツィオ

の有無を一貫して積極的に書き分けている F-MOf H 196 と D-BAs Lit. 115 に注目したい272。  

 アルス・アンティクァの最大のモテット集とも言われるのは、F-MOf H 196 である。こ

の写本は、序論でも述べたように、8 つのファシクルから成り、さらにファシクル 7 の後

ろには 2 つの補遺が挿入されている（表 37）273。 

 この写本の最大の特徴は、これらのファシクルが異なる年代において成立した点である。

この中で最も古いのは、先行研究では「オールド・コーパス old corpus」とも呼ばれるファ

シクル 2〜6 で、これらは前フランコ式記譜法による274。次に古いとされるのはファシクル

1・7、および 2 つの補遺で、これらは後フランコ式記譜法によるが部分的に前フランコ式

記譜法も用いられ、特にファシクル 7 はペトルス式記譜法を含む。最後に追加されたのは

ファシクル 8 で、これは前フランコ式記譜法の要素をほとんど（あるいは全く）持たない

後フランコ式記譜法で書かれている。さらには、ファシクル 8 におけるモテットはしばし

ば、アルス・アンティクァの計量音楽論のモドゥスには当てはまらない新しいリズム・パ

ターンで書かれており、アルス・ノヴァの時代に近いアルス・アンティクァの音楽様式を

                                                        
272 D-GOl CA. 2° 169、F-Pa 135、F-Pn n. a. f. 13521 のリガトゥーラの記譜の詳細について

は、次の文献を参照のこと。Kaho Inoue, “Functions of Ligatures in Pre-Franconian Theory”: 
197ff. 
273 RISM B/IV/1: 272–27. 
274 Robert Branner, Manuscript Painting in Paris during the Reign of Saint Louis: A Study of Styles 
(Berkeley: University of California Press, 1977): 238; Wolinski, “The Montpellier Codex: Its 
Compilation, Notation, and Implications for the Chronology of the Thirteenth-Century Motet”: 13; 
Mary Elizabeth Wolinski, “The Compilation of the Montpellier Codex,” in Early Music 
History, vol. 11 (1992): 264–265; Mark Everist, ‘Anatomy of …’ in The Montpellier Codex: The Final 
Fascicle: Contents, Contexts, Chronologies., edited by Catherine A. Bradley and Karen Desmond 
(Woodbridge, Suffolk: Boydell & Brewer, 2018): 14; Dittmer, “The Ligatures of the Montpellier 
Manuscript”: 37–55; Willi Apel, The Notation of Polyphonic Music 900–1600, Publication 38, 4th 
edition (Cambridge, Massachusetts: Mediaeval Academy of America, 1949): 286; RISM B/IV/1: 272–
273. 
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示している275。 

 

表 37 F-MOf H 196 における 8 つのファシクル概要 

ファシクル  成立年代  フォリオ  

1 
1290 年代？  

後フランコ式記譜法  

1r–22v 

2 

1280 年頃？  

前フランコ式記譜法  

23r–60v 

3 

63r–86v 

※83v–86v の楽曲は空いている譜線に後に書き

足されたもの、ファシクル 7 を参照  

4 87r–110v 

5 111r–230v 

6 231r–269v 

7 

1290 年代？  

後フランコ式記譜法  

ペトルス式記譜法  

含む 

270r–349v 

・補遺 1：334r–335v 

・補遺 2：346r–349v 

※補遺 1・2 のフォリオは後に足されたもの  

8 

1300 年頃  

ペトルス式記譜法  

含む 

350r–397v 

 

 このような記譜法や音楽構造の特徴から、ファシクル 1〜7 は 1290 年代、ファシクル 8

は 1300 年頃と年代推定されている。ファシクル 2〜6 については、フランコの理論が一般

的になる前に筆写されたと考えられるが、Wokinski はこれらにおけるリガトゥーラの記譜

                                                        
275 近年の研究では、ファシクル 8 は独立したものと考えられる傾向にある。その最大の理由

はコンドゥクトゥス《Deus in adjutorium》がそのファシクルの冒頭に見られるためである。

D-DS 3471 など、この時代の多くのポリフォニーの音楽集において《Deus in adjutorium》が冒

頭に置かれているが、これは、そのテクストが毎時の聖務日課および時禱書の始まりで用い

られたことに由来する（Peter Jeffery, “A Four-Part In seculum Hocket and a Mensural Sequence in 
an Unknown Fragment,” in Journal of the American Musicological Society, vol. 37, no. 1 (1984): 
37）。  
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のあり方に、ランベルトゥスやザンクト＝エメラムの無名者の影響が見て取れると指摘す

る276。ゆえに、ファシクル 2〜6 は 1279 年前後すなわち 1280 年頃に成立した可能性が高

い。 

 まずはプロプリエタス無しに焦点を当てると、  は f. 58r と f. 122r において 2 度[LB(2:1)]

として記譜されているが、これはランベルトゥスが唱えた上行の[LB]の記譜と一致し、ま

たザンクト＝エメラムの無名者によれば、この記譜は、プロプリエタス無しペルフェクツィ

オ有りの不適切な例であった277。 

 一方、前フランコ式理論ではプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りと説明される第

2 モドゥスにおける[BLB]は、ファシクル 2〜6 では全てプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りで書かれ、例として、3 声モテット《Dame de valour, regart plain d'amour / 

Dame, votre doz regard m'ocit / Manere》（128v–130r）の第 2 モドゥスで進行するテノル声部

が挙げられる（図 18）278。このモテットにおいては、[BLB]だけでなく、[LB]も全てプロ

プリエタス有りペルフェクツィオ有りで記譜されている。  

 

図 18 3 声モテット《Dame de valour, regart plain d’amour / Dame, votre doz regard m’ocit / 

Manere》テノル声部冒頭（129r） 

 

 

 このようにプロプリエタス無しがほとんど例外的にしか用いられないのに対し、ペル

フェクツィオ無しの記譜はファシクル 2〜6 ではかなりの頻度で見られる279。F-MOf H 196

のファシクル 2 における 4 声モテット《Dieux, mout me fait sovent fremir / Dieux, je fui ja pres 

                                                        
276 Wolinski, “The Compilation of the Montpellier Codex”: 289–297. 
277 3-1-3 を参照のこと。  
278 なお、このモテットは前フランコ式記譜法において第 2 段階に分類される F-Pn 
n. a. f. 13521: 382r においても見られるが、こちらでも、[BLB]と[LB]は全てプロプリエタス有

りペルフェクツィオ有りの形で記譜されている。  
279 Dittmer, “The Ligatures of the Montpellier Manuscript”: 54–52. 

Kaho Inoue
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de joïr, or n’i voi / Dieux, je n’i puis la nuit dormir, qu’adés oi / Et videbit et inclina aurem tuam》

（44v–45r）を例に挙げると、この曲全体は第 1 モドゥスから成り、そのテノル声部は基本

的にプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リガトゥーラ [LBL]で進行する。そ

して、図 19 の上声部に注目すると、LB(2:1)の計 3 テンプスに対して、クァドルプルム声

部に  が、トリプルム声部に  が、モテトゥス声部に  が置かれているが、  はプ

ロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで書かれ、ランベルトゥスとザンクト＝エメラム

の無名者によれば、これは[BBB(1:1:1)]となる280。ところが、  はザンクト＝エメラムの

無名者によれば逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで[SS(1/3:2/3)BL(1:2)]となる

が、この解釈では 3 テンプスを超えてしまう。このリガトゥーラはペルフェクツィオの有

無を厳密に書き分けるのであれば、ペルフェクツィオ無しとなり、[SS(=1)BB(1:1)]と解釈

されるべきであろう。さらに、  はプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの 3 音リ

ガトゥーラとして書かれており、一見、  はプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しと

噛み合わないように思われるが、これはモーダル記譜法に近いあり方で、いわば第 3 段階

のあり方で記譜されているためである。  

  

                                                        
280 表 19・表 20 を参照のこと。  
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図 19 4 声モテット《Dieux, mout me fait sovent fremir / Dieux, je fui ja pres de joïr, or n’i voi 

/ Dieux, je n’i puis la nuit dormir, qu’adés oi / Et videbit》の一部（F-MOf H 196: 44v–45r）  

クァドルプルム声部  トリプルム声部  

  

モテトゥス声部  （参考：テノル声部）  

  

 

  以上のように、F-MOf H 196 のファシクル 2〜6 では、プロプリエタス無しペルフェク

ツィオ有りは 2 音リガトゥーラ[LB]にて記譜されるが、これは 2 度しか登場せず、残りの

[LB]は全てプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで書かれている。対して、これらの

ファシクルでは、ペルフェクツィオ無しの記譜も頻繁に見られる一方、ペルフェクツィオ

無しとして解釈すべきリガトゥーラが、モーダル記譜法に近いあり方でペルフェクツィオ

有りとして書かれることも多く、ペルフェクツィオ有りで置くことのできるものをペル

フェクツィオ無しで置いてはならない、という第 4 無名者の規則を彷彿とさせる。   

 

  

Kaho Inoue



 171 

D-BAs Lit. 115 

 

 もう一つの前フランコ式記譜法による重要な資料は D-BAs Lit. 115 で、この写本も F-MOf 

H 196 に次いで多くのモテットを収め、楽譜集の後ろには、アメルス『音楽技芸の実践』

と『補遺』が添えられている。この写本は、これまで先行研究において「フランコ式記譜

法」と説明されることがしばしばあったが、Anderson はその見方を否定し、「前フランコ式

記譜法」であると結論付けている281。事実、5-1 で挙げた前フランコ式記譜法と後フランコ

式記譜法を区別する 10 の基準に従えば、10 の基準全てにおいて D-BAs Lit. 115 は前フラン

コ式記譜法の特徴を示しており、3 つの段階の中では、プロプリエタスとペルフェクツィ

オの有無を厳密に区別する第 1 段階に分類される。 

 プロプリエタス無しに注目すると、D-BAs Lit. 115 では、 [LB(2:1)]は常にプロプリエタ

ス無しペルフェクツィオ有りとして   のように記譜される（図 20）。また、第 2 モドゥ

スでは[BLB]は例外なく  

 

図 21 中の 3 音リガトゥーラのようにプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで書かれ

る。 

 

図 20 3 声モテット《A ce c'on dit bien m'acort que nus / Bele sans orguil et jone sans folie / 

Et confitebor》のモテトゥス声部におけるプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 2

音リガトゥーラ（D-BAs Lit. 115: 8v） 

 

                                                        
281 Anderson は特に、Carl Parrish と Friedrich Gennrich が D-BAs Lit. 115 をフランコの理論と結

び付けていることを批判しており、一方で、Johannes Wolf が D-BAs Lit. 115 を「ガルランディ

ア式」とする意見を支持している（Anderson, “The Notation of the Bamberg and Las Huelgas 
Manuscripts”: 19; Carl Parrish, A Treasury of Early Music: Masterworks of the Middle Ages, the 
Renaissance and the Baroque Era (New York: W. W. Norton, 1958): 114ff; Friedrich Gennrich, Abriss 
der Frankonischen Mensuralnotation, 2 vols., Musikwissenschaftliche Studien-Bibliothek 1–2, 2nd 
edition (Darmstadt: [s.n.], 1956; 1st edition, 1946)）。  

  

Kaho Inoue
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図 21 3 声モテット《Sea valors vient d'estre amourous / Bien me sui aparceü qe de vivre / 

Hic factus est》のテノル声部冒頭（9r） 

 
 

 さらに、D-BAs Lit. 115 は第 1・2 モドゥス中の[BB(1:1)]および第 3 モドゥス中の[BB(1:2)]

は全てプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで   と記譜しており、また、

[BBB(1:1:1)]もプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで    と記譜して

おり、これらの用法は特にザンクト＝エメラムの無名者の理論と合致する。  

 このように、この写本ではランベルトゥスやザンクト＝エメラムの無名者が言及するリ

ガトゥーラが数多く見られる。すなわち、D-BAs Lit. 115 の楽譜集における記譜法は、附属

のアメルス『音楽技芸の実践』（1271）よりも後の、なおかつフランコの影響が見られる『補

遺』（1280 年代）よりは前の計量音楽論（1279 年前後）を反映していることになり、ゆえ

にアメルスや『補遺』が論じる計量音楽論やリガトゥーラの記譜との関連性はきわめて薄

い。カリグラフィーなどから、楽譜集と理論書は異なる筆写者によって書かれたことが分

かっているが、どのような経緯と意図で 2 つの理論書がこの楽譜集に付されたのかについ

ては、今後解明を進める必要がある。  

 

 

  

Kaho Inoue
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5-3-3. 第 2 段階：プロプリエタス無しあるいはペルフェクツィオ無しどちらか

を含む楽譜写本  

 

 第 2 段階に分類されるのは、F-CA A 410、F-CA B 1328、D-DS 2777、F-Lm 397 (316)、F-

Pn fr. 846 である。  

 まず F-CA B 1328 について見ていきたい。この写本の ff. 19r–v にはアダン・ド・ラ・ア

ル Adam de la Halle282作とされる以下の 4 つの 3 声のロンデルスが収められている283。 

 

(1) 《Hareu, li maus d’amer m’ocist》（19r） 

(2) 《Fines amouretes ai, diex, si》（19r） 

(3) 《Je muir, je muir d'amourete, las》（19v） 

(4) 《Li dous regars de ma dame me fait》（19v） 

 

 (1)と(3)は第 2 モドゥスで、(2)は第 1 モドゥスで、(4)は 6 つのモドゥスの第 6 モドゥス

で書かれており、いずれもクム・リッテラの書法による。これらの楽曲では 3 種類のリガ

トゥーラ、すなわち[BB(1:1)]、[SS(=1)]、 [SS(=1)B(1)]のみが使われ、1 テンプスか 2 テン

プスに対して置かれている。そしてこれらはいずれもプロプリエタス有りペルフェクツィ

オ無し、あるいは逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの形で、       

   のように記譜されている。特に、逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの 2

音リガトゥーラ   はザンクト＝エメラムの無名者の理論と一致している284。 

 F-CA A 410 は ff. 129r–131v に 10 のモテットを収めているが、ここでも一貫して[BB]、

[BBB]、[SSB]にプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しのリガトゥーラ用いられ、   

   のように書かれている285。また、F-Pn n. a. f. 13521: 369r–390v ではモテットが

                                                        
282 アダン・ド・ラ・アルは 13 世紀後半のフランスで活躍した音楽家で、俗語の世俗歌曲で

あるトルヴェールから、ラテン語による計量音楽まで様々なレパートリーを作曲・演奏し

た。 
283 Irmgard Lerch, Fragmente aus Cambrai: Ein Beitrag zur Rekonstruktion einer Handschrift mit 
spätmittelalterlicher Polyphonie, 2 vols., Göttinger musikwissenschaftliche Arbeiten 11 (Kassel: 
Bärenreiter, 1987); Nanie Bridgman and David Fallows, “L’origine du Ms. 1328 de Cambrai,” in 
Revue de musicologie, vol. 62, no. 2 (1976): 275–80; Friedrich Ludwig, Repertorium organorum 
recentioris et motetorum vetustissimi stili, 2 vols. (Halle: M. Niemeyer, 1910), 1:698–699. 
284 表 20 も参照のこと。  
285 Friedrich Ludwig, “Die Quellen der Motetten ältesten Stils,” in Archiv für 
Musikwissenschaft, vol. 5, no. 3: 212–213; Ludwig, Repertorium, 1:612–616; Everist, Polyphonic 
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55 曲あり、そこでは、[BB]、[BBB]、[SSB]がプロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで

書かれることもあれば、プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで       の

ように書かれることもある。   

 また、F-Lm 397 (316)は f. 22v にトロープス《Agnus Dei, fili virginis primi lapsum》の 1 曲

のみを収めるが286、ここでは、プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しのリガトゥーラ  

  およびプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りのリガトゥーラ   が見られる。

しかし、  は[BB(1:2)]として用いられている可能性が高く、従って、ガルランディアの理

論におけるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しのリガトゥーラと同じ機能を持つも

のと考えられる。  

 D-DS 2777: 44r–45v の《O crux frutex》は、現存資料で唯一、計量記譜法で書かれたモノ

フォニーのコンドゥクトゥスである287。この曲は全体的にプロプリエタス有りペルフェク

ツィオ有りあるいは逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りでのみ書かれるが、唯一

の例外が最初のスタンザに置かれた  である。前フランコ式理論の中では唯一カールス

ルーエの無名者が、  を譜例の中に挙げて言及しており、「プロプリエタス無し」で[BLB]

と定義している。しかし、《O crux frutex》の冒頭の旋律は第 2 モドゥスで進行し、また  

の直前には単独 B があるため、もしカールスルーエの無名者のやり方で[BLB]と解釈する

とこの単独音符とリガトゥーラの配列は B [BLB]となってしまい、第 2 モドゥスの進行に

当てはまらなくなってしまう。おそらく  はザンクト＝エメラムの無名者の規則に従い、

プロプリエタス無しを逆プロプリエタスと解釈するのが最適であろう288。さらに、  の

後ろの 2 音は斜めに書かれておりペルフェクツィオ無しと読むことができ、よってこのリ

ガトゥーラは[SSB]になると考えられる。  

 

図 22 コンドゥクトゥス《O crux frutex》（D-DS 2777: 44r）の一部 

                                                        
Music in Thirteenth-Century France: 88–89, 224. 
286 Ludwig, Repertorium, 1:628–633. 
287 Friedrich Gennrich, “Die Laudes Sancte Crucis der Hs Darmstadt Hessische Landesbibliothek 
2777,” in Organicae voces: Festschrift Joseph Smits van Waesberghe angeboten anlässlich seines 
60. Geburtstages, 18. April 1961, edited by Joseph Smits van Waesberghe. (Amsterdam: 
I.M.M. Instituut voor Middeleeuwse Muziekwetenschap, 1963): 46–47. このコンドゥクトゥスある

いは詩はボナヴェントゥラ Bonaventura（1221〜1274）作の『O crux frutex salvificus』のコン

トラファクトゥムになっている（Ibid.: 45）。  
288 D-Mbs Clm. 14523: 143r; Yudkin, De musica mensurata: 142–143. 
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 最後に、F-Pn fr. 846 は「シャンソニエ・カンジェ Chansonnier Cangé」とも呼ばれ、全体

がトルヴェールの歌曲集になっている289。そのうち 350 曲はモノフォニーで、1 曲は 2 声

のポリフォニーによる290。 

 モノフォニーのトルヴェールに注目すると、単独 L と単独 B が明確に区別されているに

もかかわらず、モドゥスの規則には見られない音価の配列が散見され、そのリズム解釈は

きわめて難しい。リガトゥーラは全体的に角符ネウマのあり方で、プロプリエタス有りペ

ルフェクツィオ有りで         と書かれるが、[BBB]は時々  や    

の代わりに、プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの記譜で  と書かれる。ゆえに、

モノフォニーの部分だけを見ると、第 2 段階のペルフェクツィオ無しのみを用いた記譜に

分類されるであろう。  

 ところが、2 声のトルヴェール《Bien m'ont Amors entrepris / [Tenor]》（21v–22r）では、よ

り積極的にプロプリエタスあるいはペルフェクツィオの有無が書き分けられている。この

曲のテノル声部は第 2 モドゥスで、ドゥプルム声部は第 2 モドゥスに還元される 6 つのモ

ドゥスの第 6 モドゥスで書かれている。図 23 中のドゥプルム声部に注目すると、旋律の

                                                        
289 Heinrich Husmann, “Der Hoketus ‘A l’entrade d’avril’,” in Archiv für 
Musikwissenschaft, vol. 11, no. 4 (1954): 296–99; Friedrich Gennrich, Bibliographie der ältesten 
französischen und lateinischen Motetten, Summa musicae medii aevi 2 (Darmstadt: [s.n.], 1957); Jean 
Beck, ed., Reproduction phototypique du chansonnier Cangé: Paris, Bibliothèque 
Nationale, Ms. Français No 846, 2 vols., Corpus cantilenarum medii aevi 1, Les chansonniers des 
troubadours et des trouvères 1 (Paris: Honoré Champion; Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1927); Mark Everist, ‘The Horse, the Clerk and the Lyric: The Musicography of the Thirteenth 
and Fourteenth Centuries,’ in Journal of the Royal Musical Association, vol. 130, no. 1 (2005): 
141, 149–150. 
290 Heinrich Husmann, “Der Hoketus ‘A l’entrade d’avril’,” in Archiv für 
Musikwissenschaft, vol. 11, no. 4 (1954): 296–99; Friedrich Gennrich, Bibliographie der ältesten 
französischen und lateinischen Motetten, Summa musicae medii aevi 2 (Darmstadt: [s.n.], 1957); Jean 
Beck, ed., Reproduction phototypique du chansonnier Cangé: Paris, Bibliothèque 
Nationale, Ms. Français No 846, 2 vols., Corpus cantilenarum medii aevi 1, Les chansonniers des 
troubadours et des trouvères 1 (Paris: Honoré Champion; Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1927); Mark Everist, ‘The Horse, the Clerk and the Lyric: The Musicography of the Thirteenth 
and Fourteenth Centuries,’ in Journal of the Royal Musical Association, vol. 130, no. 1 (2005): 
141, 149–150. 
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構造は A–B–A–B–C–D–E となっている。 そして最初の A では、[BB(1:1)]に対してプロプ

リエタス有りペルフェクツィオ有りの 2 音リガトゥーラ  が 2 度置かれているが、これ

は 2 度目の A では  となっており、これはガルランディアの理論におけるプロプリエタ

ス有りペルフェクツィオ無しの記譜と一致する。そして、最初の A で 2 テンプスに対して

置かれている 3 音クレンテス  は、2 度目の A では 逆プロプリエタス有りペルフェク

ツィオ無しの記譜で  となっており、[SS(=1)B(1)]と解釈できる。ドゥプルム声部では最

初の A 以降、プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りは最後の E 中の   を除いては

登場せず、 また、この  は角符ネウマとしてではなく、前フランコ式の理論書が定義す

る通りに [BL]と解釈される。  

  

図 23 2 声トルヴェール《Bien m'ont Amors entrepris / [Tenor]》（F-Pn fr. 846: 21r） 
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 さらに、テノル声部を見ると、黒枠で囲った  は単独 B(1)後で[LB(2:1)]と解釈できる

が、これはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの記譜でガルランディア、『ブルー

ジュ・オルガヌム論文』、ランベルトゥス、ザンクト＝エメラムの無名者の記譜と一致する

291。しかし、プロプリエタス無しのリガトゥーラの記譜はこの  のみで、この写本の筆

                                                        
291 ただし、『ブルージュ・オルガヌム論文』では  はインペルフェクタと呼ばれている。

詳細は 3-1-5 を参照のこと。  
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写者が本当にプロプリエタス無しとペルフェクツィオ無しの概念を区別していたかは定か

でない。しかし、この楽曲の筆写者が基本形のリガトゥーラ（プロプリエタス有りペルフェ

クツィオ有り）とそれ以外のリガトゥーラ（プロプリエタス有りペルフェクツィオ無しあ

るいはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有り）とを区別しようとしていたことは確か

である。  

 加えて、F-Pn fr. 846 の全体はトルヴェールの歌曲集という一貫したテーマで統一性が保

たれているにもかかわらず、モノフォニーとポリフォニーとで、そのリガトゥーラの記譜

のあり方は明白に異なり、特にポリフォニーの方において、リガトゥーラの音価を明確に

書き分けようという試みが垣間見られる。このように、意図的にリガトゥーラの記譜を楽

曲の様式やテクスチュアに合わせて変えている 13・14 世紀の楽譜写本は珍しく、その点で

F-Pn fr. 846 は重要な事例であると言える。   
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5-3-4. 第 3 段階：プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りのリガトゥーラを

基本とする写本  

 

  第 3 段階に分類されるのは、D-HEu 2588、F-CV 78、F-Pm 307、GB-Ctc O.2.1、GB-DRu 

Bamburgh Collection, Sel. 13、GB-Lbl Add. 30091、GB-LBl Harley 5958、I-Rss XIV L3 であり、

3 つの段階中最も多くの写本がこの段階に集中している。  

 これらの中でもとりわけ興味深い事例を 2 つ挙げたい。一つは GB-Ctc O.2.1 における 2

声のコンドゥクトゥス・モテット 《O Maria singularis, stella》（215r–216v）である。この

写本は、典型的イングランド式計量記譜法、すなわち、単独 B は S のように斜めに書かれ、

またリガトゥーラは角符ネウマのあり方で書かれている292。 

 

図 24 2 声コンドゥクトゥス・モテット《O Maria singularis, stella》におけるカウダ

（GB-Ctc O.2.1: 215v） 

 

 

 

  

                                                        
292 Katarzyna Grochowska, “Tenor Circles and Motet Cycles: A study of the Stary Sacz Manuscript 
[Pl–SS Muz 9] and its Implication for Modes of Repertory Organization in 13th-Century Polyphonic 
Collections,” PhD Dissertation, University of Chicago (2013): 143–145; Ernst Apfel, Studien zur 
Satztechnik der mittelalterlichen englischen Musik, 2 vols., Abhandlungen der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaft, Philosophisch-Historische Klasse 1959/5 (Heidelberg: Winter 
Universitätsverlag, 1959), 1:40ff. 

LBL L B B LBL

K 

BL BL BL 

★1 

★2 

★1 ★2 

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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 ここで注目したいのが、カウダの部分の 4 音リガトゥーラと 3 音リガトゥーラである。

このカウダは第 1 モドゥスで進行するが、図 24 の★1 部分で示したモテトゥス声部にお

ける単独 B と 4 音リガトゥーラ、およびテノル声部のプリカ付きの 4 音リガトゥーラは、

[LBL]に対して置かれていると考えられ、第 7 無名者および『ブルージュ・オルガヌム論

文』の方法で還元するとそれぞれ [••••L]と[•••Lp]、ガルランディアの方法で 3 音リガトゥー

ラへ還元すると、それぞれ[•••BL]と[••BLp]、また、ザンクト＝エメラムの無名者のように

音価を明示するのであれば、[SSBBL]と[BBBLp]となるであろう。また、同様のことは★2

にも当てはまり、ここでの 4 音リガトゥーラは[••BL]か[•••L]、あるいは[BBBL]と解釈でき

る。 

 もう一つの興味深い事例は、GB-Lbl Harley 5958 である293。この写本もイングランド式

記譜法で書かれ、基本的に角符ネウマのリガトゥーラしか用いられないが、3 声モテット

《Nobili precinitur vaticinio / Flos de virga nascitur, sol / Proles Marie virginis pie》において  

 が 2 テンプスの L に対して置かれている（図 25）。これは、プロプリエタス無しで書

かれているが、ザンクト＝エメラムの無名者が証言していた古い逆プロプリエタスと考え

られ、従って、[SSB]と解釈できる。ザンクト＝エメラムの無名者がパリ周辺の人物であっ

たことに鑑みると、そこで伝えられていた大陸の記譜法が、イングランド式計量記譜法と

いう地方の記譜法に適用されているのは、大変興味深い。  

 

図 25 3 声モテット《Nobili precinitur vaticinio / Flos de virga nascitur, sol / Proles Marie 

virginis pie》におけるプロプリエタス無しのリガトゥーラ  

 

 

 

 

                                                        
293 RISM B/IV/1: 570–571, 579–580; Andrew Wathey, ed., Manuscripts of Polyphonic Music: The 
British Isles, 1100-1400, Répertoire international des sources musicales, B, 4/1–2, supplement 
(Munich: G. Henle Verlag, 1993): 73–75. 

Kaho Inoue
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5-4. 後フランコ式記譜法  

 

 ここでは、フランコ『計量音楽技法』の影響を受けて、1280 年以降に成立した楽譜を取

り上げる。5-1 でも述べたように、リガトゥーラにおいてフランコ以降とフランコ以前の

記譜法を決定的に分ける要素は、プロプリエタスとペルフェクツィオの用法である。特に、

前フランコ式記譜法で最も基本的な第 1 モドゥスの[LBL]は必然的にプロプリエタス有り

ペルフェクツィオ有りで書かれたのに対し、フランコはこれをプロプリエタス無しペル

フェクツィオ有りとした。もし後者のリガトゥーラが見られたのであれば、これは間違い

なく後フランコ式記譜法に分類される。また、第 5 モドゥスの B が 5 つ以上連結されてい

る場合も、後フランコ式記譜法と見なすことができる。  

 さらに、フランコの第 3 モドゥスはプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音リ

ガトゥーラ[LBBL]で開始するが、これが見られた場合も、後フランコ式記譜法と見なす。

ただし、F-MOf H 196 のファシクル 1・7 では、第 1 モドゥスの[LBL]が後フランコ式であ

るのに対し、第 3 モドゥスは前フランコ式理論に基づいて単独 L＋プロプリエタス有りペ

ルフェクツィオ有り[BBL]の 3 音リガトゥーラで始まっている。確かに、この「単独音符＋

3 音リガトゥーラ」という配列自体は前フランコ式理論に見られるものであるが、3 音リガ

トゥーラ[BBL]はフランコのリガトゥーラの規則でもプロプリエタス有りペルフェクツィ

オ有りになり、フランコの理論と矛盾しない。  

 加えて、ペルフェクツィオ無しが…  のように斜め上に書かれる記譜も、フランコが

新たに考案したものと考えられる。上述したように、ザンクト＝エメラムの無名者はプリ

カを伴う際に上行のペルフェクツィオ有りと無しが同じ記譜になってしまうことを指摘し

ているが、フランコはこれを受けて、上行のペルフェクツィオ無しをペルフェクツィオ有

りから差別化しようと、この斜め上の記譜を提唱したと考えられる。しかし、フランコや

後フランコ式理論は、上行のペルフェクツィオ有りを従来の形で…  と書くことも認め

ているため、必ずしも後フランコ式記譜法にこのリガトゥーラが見受けられると言うわけ

ではない。  

 リガトゥーラ以外の要素にも注目すると、分割点が、3 テンプスのまとまりとなる 2 つ

あるいは 3 つ B の両脇に、あるいは 1 テンプスとのまとまりとなる 2 つないし 3 つの S の

両脇に付されている場合も後フランコ式記譜法と見なすことができるが、これも必ずしも

用いられているとは限らない。  
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 以上のように、フランコの理論に忠実に基づく記譜法、すなわち純粋な「フランコ式」

の記譜法が見られるのは稀である。他の例としては、休符の縦線の長さが、前フランコ式

記譜法の楽譜写本においても、あまり正確に書かれなかったことはすでに指摘したが、後

フランコ式記譜法の楽譜写本でも通常休符の線の長さは曖昧で、フランコの線間の 1/3 の

長さを持つ小 S 休符、線間の 2/3 の長さを持つ大 S はほぼ見られず、S 休符の長さは、ザ

ンクト＝エメラムの無名者が主張する 1/2 間あるいはおおよそ半間で書かれることがほと

んどである。このように、後フランコ式記譜法による楽譜写本の多くが F-MOf H 196 のよ

うに、部分的に前フランコ式記譜法を取り入れている。  

 逆に、フランコの理論にはなく、『計量音楽技法』以降に成立したとされる後フランコ式

記譜法の用法もある。一つは、ペルフェクツィオ有りあるいはウルティマの L の右側に縦

線を伴ったリガトゥーラである。この記譜法は『ストラスブール C22 論文』の譜例で見ら

れるが、アルス・アンティクァの時代にこの記譜の用法を明文化した理論書はなく、いつ

頃から用いられるようになったのかは不明である。また、ランベルトゥス、ザンクト＝エ

メラムの無名者、フランコは 1 つの B に対して 2 つか 3 つの S しか置くことを認めていな

かったが、『現代人は簡潔さを賛美し』のうち GBM4、GBM6、GBM11 は 1B に対して 3 つ

以上の S を置く、いわゆるペトルス式記譜法について論じていた。実際、この記譜は、F-

MOf H 196 などの後フランコ式記譜法による楽譜写本でも見られるが、一方、どちらかと

いうと前フランコ式記譜法と近しいイングランド式記譜法によるイングランド由来の楽譜

写本に含まれていることが多く、この記譜法が本当に「後」フランコ式であるか否かは議

論の余地がある。  

 上記の点を踏まえ、以下では後フランコ式記譜法を含む楽譜写本の成立年代や成立地、

楽曲の種類などを概観した後、リガトゥーラを、フランコ・後フランコ式理論に忠実なも

の、前フランコ式理論の影響が見られるもの、前フランコ式理論にもフランコ・後フラン

コ式理論にも登場しない記譜に分けて論じる。その際、特に F-MOf H 196 のファシクル 1・

7 およびファシクル 8 に注目したい。なぜならば、これらのファシクルは上述のように後

フランコ式記譜法に基づくが、ファシクル 1・7 には前フランコ式記譜法の要素が、ファシ

クル 8 はより後期の後フランコ式記譜法の要素が見られ、後フランコ式記譜法における記

譜の多様性を如実に映しているからである。  
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5-4-1. 後フランコ式記譜法による楽譜写本  

 

 後フランコ式記譜法を含み、なおかつアルス・ノヴァの影響を受けていないと思われる

記譜を含む現存の楽譜写本は、約 25 ある（表 38）。その中でも特に多くのアルス・アン

ティクァの楽曲を収めているのは、F-MOf H 196 のファシクル 1・7・8（表 37）、I-Tr Vari 

42、E-BUlh s/n である。  

 これらの具体的な成立年は分かっておらず、成立地も多くの場合で不明だが、モーダル

記譜法および前フランコ式記譜法を含む楽譜写本と同様に、様々な地域に分布しているこ

とが分かる。また、これらの楽譜において大部分を占めるのがモテットである。一方で、

オルガヌムはほとんど残っておらず、モテットに比べればコンドゥクトゥスもそこまで多

くは見られない。  
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表 38 後フランコ式記譜法を含む楽譜写本一覧  

 

 

 

番
号

写
本

成
立
年
代

 
成
立
地

 
フ
ォ
リ
オ

サ
イ
ズ

 (m
m

 x m
m

)
レ
パ
ー
ト
リ
ー

D
IAM

M
 U

R
L

リ
ガ
ト
ゥ
ー
ラ
の
音
数
の
最
高
値

そ
の
他

1
A-VO

R
 23

13
世
紀
〜

14
世
紀
？

フ
ラ
ン
ス
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン

335
290 x 208

モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/850/#/

https://daten.digitale-sam
m
lungen.de/~db/0006/bsb00065719/im

ages/index.htm
l

2
D

-D
S

 3471
14
世
紀
初
頭
？

ド
イ
ツ
？
フ
ラ
ン
ス
？

10
205 x 150

オ
ル
ガ
ヌ
ム
、
コ
ン
ド

ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、
モ
テ
ッ

ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/30/#/

http://bdh.bne.es/bnesearch/Com
pleteSearch.do?show

YearItem
s=&

field=todos&
advanced=false&

exact=on&
textH=&

com
pleteText=&

text=Ars+gram
m
aticae&

pageSize=1&
pageSizeAbrv=30&

pageN
um

ber=1

3
E-BU

lh
 s/n

14
世
紀

ス
ペ
イ
ン
、
サ
ン
タ
＝
マ
リ
ア
・

デ
・
ラ
ス
・
ウ
エ
ル
ガ
ス
王
立
修

道
院

170
260 x 180

オ
ル
ガ
ヌ
ム
、
コ
ン
ド

ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、
モ
テ
ッ

ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/857/#/

4
F-M

O
f H

 196

フ
ァ
シ
ク
ル

1
・

7
：

1290
年

代
？
／
フ
ァ
シ
ク
ル

2
〜

6
：

1280
年
頃
？
／
フ
ァ
シ
ク
ル

8
：

1300
年
頃
？

14
世
紀
？

フ
ラ
ン
ス
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
？

333
192 x 136

オ
ル
ガ
ヌ
ム
、
コ
ン
ド

ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、
モ
テ
ッ

ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/888/#/

https://bvm
m
.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?

m
ode=ecran&

panier=false&
reproductionId=21

593&
VU

E_ID=1944444&
carouselThere=false&

nbVignettes=4x3&
page=2&

angle=0&
zoom

=pet
it&

tailleReelle=

5
F-Pn

 fr. 25566
13
世
紀

ド
イ
ツ
東
部
？
フ
ラ
ン
ス
？

283
255 x 165 

ロ
ン
ド
ー
・
モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/896/#/

http://bdh-rd.bne.es/view
er.vm

?id=0000005661&
page=1

6
F-Pn

 lat. 11266
13
世
紀

フ
ラ
ン
ス

41
149 x 103 

モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/904/#/

ラ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
論
文
を
収
め
る

7
F-Pn

 lat. 11411
13
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

バ
イ
フ
ォ
リ
オ

1枚
250 x 150 

ミ
サ
通
常
文

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/917/#/

https://w
w
w
.diam

m
.ac.uk/sources/

905/#/

8
F-Pn

 lat. 15129
13
世
紀
〜

14
世
紀

フ
ラ
ン
ス

284
181 x 140

？
（
典
礼
の
た
め
の
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
）

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/909/#/

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/88

8/#/

https://bvm
m
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o
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panier=false&

reproductionId=21593
&

V
U

E_ID
=1944444&
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nb

V
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page=2&
angle=0&

zoom
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&
tailleR
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9

F-Pn
 n. a. f. 24541

14
世
紀

フ
ラ
ン
ス

244
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モ
テ
ッ
ト
？

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/99/#/

10
G

B-C
A A

dd. 128/2
1490

〜
1500

年
頃

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

？
1
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4
声
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の

断
片

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/3593/#/

　
1990

年
に
喪
失

11
G

B-C
gc 334/727

14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

202
275 x 210

サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
、
テ
・

デ
ウ
ム
、
モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/303/#/

12
G

B-C
gc 512/543

14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

262
255 x 183

セ
ク
エ
ン
ツ
ィ
ア
、
モ

テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/302/#/

13
G

B-C
gc 820/810

14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

フ
ラ
イ
リ
ー
フ

2枚
215 x 285

コ
ン
ド
ゥ
ク
ト
ゥ
ス

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/383/#/

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/30

5/#/
14

G
B-C
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14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
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モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
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m
.ac.uk/sources/310/#/

15
G

B-Lbl A
dd. 28550

1330
年
代

フ
ラ
ン
ス
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223 x 168 / 195 x 170

器
楽
の
た
め
の
エ
ス
タ

ン
ピ
ー
と
モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/386/#/

16
G

B-Lw
a

 W
.A

.M
. 12185

14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
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408 x 275

モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
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m
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w
w
.diam

m
.ac.uk/sources/
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G
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a W
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14
世
紀

イ
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ラ
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ド
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モ
テ
ッ
ト
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w
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w

w
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m
.ac.uk/sources/30
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18
G

B-O
b

 A
rch. Selden B

. 14
14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
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キ
リ
エ
、
グ
ロ
ー
リ
ア

、
ト
ロ
ー
プ
ス
、
コ
ン

ド
ゥ
ク
ト
ゥ
ス

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/485/#/

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/31

9/#/

19
G

B-O
b

 B
odl. 652

15
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

70
188 x 120 

ベ
ネ
デ
ィ
カ
ム
ス
・
ド

ミ
ノ
、
モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
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m
.ac.uk/sources/498/#/

20
G

B-O
b

 e M
us. 7

14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
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キ
リ
エ
、
モ
テ
ッ
ト
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w

w
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m
.ac.uk/sources/513/#/

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/43

3/#/

21
G

B-O
b

 H
atton 81

14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

45
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コ
ン
ド
ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、

モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/518/#/

22
G

B-O
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14
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

10
321 x 215 

コ
ン
ド
ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、

モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/569/#/

23
I-Tr V

ari 42
14
世
紀
初
頭
？

リ
エ
ー
ジ
ュ
、
サ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク

修
道
院

2
230 x 162

コ
ン
ド
ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、

モ
テ
ッ
ト

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/185/#/

24
I-Fl Plut. 29.1

1248
年
頃
（
追
加
部
分
は

13
00
年
頃
？
）

フ
ラ
ン
ス

476
232 x 157 

モ
テ
ッ
ト
（
後
フ
ラ
ン

コ
式
の
部
分
）
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w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/924/#/

モ
テ
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ト
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N
C
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S-PH
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楽
譜
部
分
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世
紀
？
（
本

体
は
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世
紀
？
）

？
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テ
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-
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テ
ッ
ト
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G
B
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w
w
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B
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https://w
w

w
.diam

m
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1248
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頃
（
追
加
部
分
は
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00
年
頃
？
）

パ
リ
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
リ
ュ
シ
ュ

の
工
房

476
232 x 157 

オ
ル
ガ
ヌ
ム
、
コ
ン
ド

ゥ
ク
ト
ゥ
ス
、
モ
テ
ッ

ト
、
ロ
ン
デ
ル
ス

https://w
w

w
.diam

m
.ac.uk/sources/924/#/

https://w
w
w
.diam

m
.ac.uk

/sources/924/#/
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5-4-2. 前フランコ式記譜法を一部含む後フランコ式記譜法  

 

 上述したように、後フランコ式記譜法がそれ以前の記譜法と決定的に異なっているのは、

第 1 モドゥスの 3 音リガトゥーラがプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで書かれる

点である。よって、本節で扱う後フランコ式記譜法を含む楽譜写本では基本的に全て第 1

モドゥスにこのリガトゥーラが用いられている。しかし、これらの楽譜の中には、その他

のモドゥスに関しては、フランコの理論に忠実でないケースがしばしば見られる。  

 F-MOf H 196 のファシクル 1 と 7 は、フランコ・後フランコ式理論の特徴である[LBL]を

プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りで、[LB]を上行・下行ともにプロプリエタス無

しペルフェクツィオ無しで記しているため、後フランコ式理論と見なすことができる294。

しかし、第 2 モドゥスに関しては前フランコ式記譜法への傾倒が見られる。F-MOf H 196: 

326v–328r 中の 3 声モテット《Dieux, ou porai / Ce sunt amorettes / Omnes》では、トリプル

ム声部とモテトゥス声部が第 2 モドゥスあるいはフランコの第 5 モドゥス（あるいは 6 つ

のモドゥスの第 6 モドゥス）で進み、テノル声部も第 2 モドゥスから成る。図 26 の黒枠

部分で明らかなように、テノル声部では 2 音リガトゥーラ＋3 音リガトゥーラの配列が見

られ、これはモドゥスの進行から[BL] [BLB]と解釈できる295。 

  

                                                        
294 ガルランディアは常に[LB]をプロプリエタス無しペルフェクツィオ有りと見なしていた

が、ランベルトゥスは上行の[LB]に限り、いわゆるプロプリエタス無しペルフェクツィオ無

しの記譜を採用していた。詳細は 2-2-2 および 3-1-2 を参照のこと。  
295 I-Tr Vari 42: 35v–37r における《Dieux, ou porai / Ce sunt amorettes / Ki n'a point d'argent》
は、テクストおよび旋律の面から、このモテットと同一の楽曲と考えられる（図 30）。特

に、両者のモテトゥス声部とトリプルム声部における歌詞と旋律は一致するが、一方でテノ

ル声部の旋律とリズムは少々異なり、特にテクストは完全に相違する。  
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図 26 3 声モテット《Dieux, ou porai / Ce sunt amorettes / Omnes》のテノル声部（F-MOf H 

196: 326v–328r）  

 

 
 

 このように第 2 モドゥスに [BLB]を[BL] … [BLB]とフレーズの最後に置くのはガルラン

ディアやランベルトゥスなどの前フランコ式理論の特徴であった。前フランコ式の理論書

ではそれぞれ[BLB]の記譜のあり方、特にペルフェクツィオの有無に違いが見られたが、そ

れでも、少なくともプロプリエタス無しで書かれるのが常であった。ところが、黒枠のリ

ガトゥーラ[BLB]は全てプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しで書かれている。そし

て、このプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの 3 音リガトゥーラは、フランコによ

れば [BBB]となり、プロプリエタス（最初）の音価とペルフェクツィオ（最後）の音価は

[BLB]と一致するが、フランコはリガトゥーラの真ん中に L を置くこと自体を禁じている

ため、フランコの理論で[BLB]を記譜することはできない。つまり、このモテットのテノル

声部に見られるプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの 3 音リガトゥーラは、前フラ

ンコ式理論と後フランコ式理論の折衷であると言ってよい。  

 興味深いのは、図 26 上段のプロプリエタス有りペルフェクツィオ無しの 3 音リガトゥー

ラには 3 つ目を除き全て下向きの縦線がリガトゥーラの真ん中に付されていて、下段の方

には縦線がないという点である。無論、この縦線の用法はフランコ『計量音楽技法』には

見られない。ゆえに、F-MOf H 196 あるいはその底本となった何らかの楽譜写本の筆写者

が、フランコの理論では記すことのできないリガトゥーラの真ん中の L を、縦線を付けて

単独 L の形で強調することで、示そうと試みた可能性が高い。  

 また、3 声オルガヌム《Virgo. V. Sponsus amat sponsam. Gloria》（5v–8v、ファシクル 1）

の図 27 の部分では、第 3 モドゥスが、フランコのプロプリエタス無しペルフェクツィオ

有りの 4 音リガトゥーラではなく、単独 L＋プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りの

3 音リガトゥーラと、フランコ式理論あるいはモーダル記譜法のあり方で書かれているこ

とが分かる。  

  

  

     

 

Kaho Inoue
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図 27 3 声オルガヌム《Virgo. V. Sponsus amat sponsam. Gloria》の一部（8r） 

 

 

 

  

Kaho Inoue

Kaho Inoue
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5-4-3. フランコの理論に忠実な後フランコ式記譜法 

 

 一方で、  196 のファシクル 8 はファシクル 1・7 以上にフランコの理論を最大限に反映

させたリガトゥーラの記譜を示している。例えば、3 声モテット《Au tans nouvel que naissent 

flours / Chele m’a tollu ma jolie / J’ai fait tout nouveletement》中の f. 360r では、プリカ付きの

逆プロプリエタス有りで上行のペルフェクツィオ無しを持つ 3 音リガトゥーラは、ペル

フェクツィオの部分が斜め上向きに書かれている。この斜め上向きのリガトゥーラは、基

本的に前フランコ式記譜法では登場せず、フランコの新しいリガトゥーラの記譜を活用し

ている好例である。  

 

図 28 3 声モテット《Au tans nouvel que naissent flours / Chele m’a tollu ma jolie / J’ai fait 

tout nouveletement》の一部（360r） 

 

 

 

 また、I-Tr Vari 42 におけるコンドゥクトゥス《P Parce, virgo, spes reorum》（1r–4r）は第

3 モドゥスで進行するが、ここではフランコ『計量音楽技法』第 10 章で述べられている規

則通り、プロプリエタス無しペルフェクツィオ有りの 4 音リガトゥーラ＋3 音リガトゥー

ラで進行する。同様に、フランコの第 3 モドゥスの規則に忠実に記譜している写本はいく

つかあり、例えば、D-DS 3471 や、F-Pn lat. 11266 などが挙げられる。これは後フランコ式

理論が『計量音楽技法』第 10 章の伝承に消極的であったのと対照的で、楽譜写本の記譜で

はより積極的にフランコの理論を応用している様子が見て取れる。  
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図 29 コンドゥクトゥス《P Parce, virgo, spes reorum》における第 3 モドゥスの（I-Tr 

Vari 42: 4r） 
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5-3-4. 前フランコ式理論および後フランコ式理論とは異なる後フランコ式記譜

法 

 

 I-Tr Vari 42 は、上述のように、フランコ『計量音楽技法』第 7・8 章で説明されているリ

ガトゥーラの規則と記譜を忠実に再現していた。一方で、そのリガトゥーラの配列を見る

と、『計量音楽技法』第 10 章で説明されているモドゥスにおけるリガトゥーラの配列とは

相違するものが目立つ。I-Tr Vari 42: 35v–37r における 3 声モテット《Dieux, ou porai / Ce 

sunt amorettes / Ki n'a point d'argent》を例に挙げよう。このモテットのモテトゥス声部とト

リプルム声部は、第 2 モドゥスあるいは第 2 モドゥスと互換性のあるフランコの第 5 モ

ドゥス（もしくは 6 つのモドゥスの第 6 モドゥス）で進み、テノル声部も第 2 モドゥスか

ら成る。しかし、そのテノル声部のリガトゥーラの配列を見ると、図 30 の黒枠部分では

リガトゥーラが B [LB] [LB] [LB]と配列されている。確かに、隣り合う B と L は同じピッ

チ（すなわち、B [L  B] [L   B]  [L   B]の下線部分が同じピッチ）であるため、 [BL] 

[BL] …と第 2 モドゥスの基本的なリガトゥーラの並びで置くことはできないが、アルス・

アンティクァの計量音楽論に照らし合わせれば、L と B をあえて繋げる必要性はなく、B 

L B L B L B と単独音符で切って書くのがより自然であるように思われる。  

  



 191 

図 30 3 声モテット《Dieux, ou porai / Ce sunt amorettes / Ki n'a point d'argent》のテノル声

部（I-Tr Vari 42: 35v–37r）  

 

 

 

 

 同様に、F-MOf H 196 のファシクル 8 も、リガトゥーラそのものの記譜に関してはフラ

ンコの理論に忠実である一方、しばしば前フランコ式理論とも後フランコ式理論とも相違

するリガトゥーラの配列を示している。これは、このファシクルが収めているモテットの

多くが従来のモドゥスとは異なるリズム・パターンを持つことによる。例えば、図 31 中

の F-MOf H 196: 373r–374r における 3 声モテット《Li savours de mon desir et li delis / Li grant 

desirs qui j'ai de recouvrer / Non veul mari》の冒頭に注目すると、トリプルム声部は B B L B 

[SSB] B L…と、モテトゥス声部は B Lp B B B [SSB] B L…と始まり、テノル声部は[BB] [LB] 

[SSBBL]…と進行する。この配列はランベルトゥスの第 5 モドゥスのようにも見えるが、

アルス・アンティクァの計量音楽論では登場しない音価の配列で、もはや脱モドゥスのリ

ズム・パターンになっている。  
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図 31 3 声モテット《Li savours de mon desir et li delis / Li grant desirs qui j'ai de recouvrer 

/ Non veul mari》の冒頭（F-MOf H 196: 373r）  

 
 

 フランコは、自身のリガトゥーラの用法が 5 つのモドゥスの枠組みの中で用いられるこ

とを想定したはずであるが、このように、フランコのリガトゥーラはモドゥスの文脈で音

価が変わることがないために、従来のモドゥスの基本形とは異なるリズム・パターンを表

すことも可能であった。そして、これは新しいリズム・パターンによるモテットの創作を

活性化させたであろう。  

 

  

Kaho Inoue



 193 

5-3-5. クム：リッテラにおけるリガトゥーラ：前フランコ式記譜法と後フランコ

式記譜法との境界の曖昧性  

 

 上述の後フランコ式記譜法におけるリガトゥーラの特徴や前フランコ式記譜法（あるい

はモーダル記譜法）との違いは、主にシネ・リッテラの書法において顕著であった。一方、

コンドゥクトゥスのカウダ以外の部分や、モテットの上声部などのクム・リッテラの書法

に目を向けると、プロプリエタスとペルフェクツィオの有り・無しを区別するタイプの前

フランコ式記譜法と後フランコ式記譜法とではほとんど違いが見られない。クム・リッテ

ラにおいては、1 シラブルの長さに対し装飾的に、 [SS]、[BB]、[SSB]、[SSL]のリガトゥー

ラが置かれることが多いが、モーダル記譜法に近い前フランコ式記譜法では、全てプロプ

リエタス有りペルフェクツィオ有りになる一方、ランベルトゥスやザンクト＝エメラムの

無名者の理論書では、[SS]は逆プロプリエタスの 2 音リガトゥーラ、[BB]はプロプリエタ

ス有りペルフェクツィオ無し、[SSB]は逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ無し、[SSL]

は逆プロプリエタス有りペルフェクツィオ有りで書かれ、これらは全てフランコの理論で

も踏襲された。  

 例えば、D-DS 3471 のモテットは全て後フランコ式記譜法で書かれているが、全声部が

クム・リッテラから成る 3 声モテット《Homo miserabilis, tu nunquam / Homo, luge, fuge, fuge 

mortalia / Brumas e mors》（6v）中のリガトゥーラに注目すると、[SS]、[BB]、[SSB]が見ら

れる（図 32）。これらのリガトゥーラの記譜はフランコの理論と矛盾はなく、むしろそれ

に忠実に書かれているが、一方でランベルトゥスあるいはザンクト＝エメラムの無名者の

リガトゥーラの記譜とも一致する。  

 このように、後フランコ式記譜法のクム・リッテラにおけるリガトゥーラは、後期の前

フランコ式理論に多くを負っており、ゆえにときに前フランコ式記譜法と見分けることが

できない場合がある。  
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図 32 3 声モテット《Homo miserabilis, tu nunquam / Homo, luge, fuge, fuge mortalia / 

Brumas e mors》（D-DS 3471: 6v）  
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結論 
 

 前フランコ式理論に見られる特有のリガトゥーラの規則や記譜として、まずガルラン

ディアや、第 7 無名者、『ブルージュ・オルガヌム論文』、ザンクト＝エメラムの無名者、

第 4 無名者が言及する 3 音リガトゥーラへの還元や、ガルランディアと第 4 無名者の逆プ

ロプリエタスがあった。これら 2 つの規則の特徴は音数が増えれば増えるほど、リガトゥー

ラ内の音の長さは短くなるという点にあった。ランベルトゥスやザンクト＝エメラムの無

名者あるいはフランコは、最小となる音価を小 S（1/3 テンプス）としているが、一方で、

ガルランディアや第 7 無名者、『ブルージュ・オルガヌム論文』、第 4 無名者の 3 音リガ

トゥーラへの還元およびガルランディアと第 4 無名者の逆プロプリエタスの規則では、理

論上は小 S よりも短い音価を作ることも可能で、音の長さを柔軟に変えることができると

いう特性を持っていた。そして、第 4 無名者はこのような短い音は、器楽で演奏されると

証言していた。  

 楽譜写本を見ると、これらの規則が適用されると思われる例が、モーダル記譜法や、プ

ロプリエタスやペルフェクツィオの有無を区別しないモーダル記譜法に近い前フランコ式

記譜法による楽譜写本でいくつか見られた。そしてそれらはシネ・リッテラの書法で書か

れたコンドゥクトゥスのカウダやオルガヌムの上声部で用いられる傾向があった。  

 しかし、これらの規則は、ランベルトゥスが S のテンプスを小 S と大 S に固定して以降、

またフランコが 3 音以上のリガトゥーラの最初と最後以外の音を全て B に固定して以降、

必然的に衰退した。他方で、『計量音楽技法』成立後まもなくして、1 つの B に対して 2 音、

3 音あるいは 4 音以上の S を置くペトルス式記譜法が登場し、こちらも音数が増えると各

S が短くなった。もしかしたら、ペトルス式記譜法は、3 音リガトゥーラへの還元やガルラ

ンディアと第 4 無名者の逆プロプリエタスに発想を得た、あるいはその延長線上の記譜法

だったのかもしれない。  

 また、これらの規則の衰退はオルガヌムやコンドゥクトゥスの衰退とも結び付いている

と考えられる。13 世紀末の音楽創作の中心はモテットに移行したが、確かにモテットもテ

ノル声部はシネ・リッテラの書法で書かれ、そこではリガトゥーラの配列が見られる。し

かし、オルガヌムの上声部やコンドゥクトゥスのカウダがシネ・リッテラで細かく複雑な

リズム・パターンを示す傾向があるのに対し、モテットのテノル声部では細かいリズムや

不規則なモドゥスの進行はほとんど見られず、ゆえに、3 音リガトゥーラへの還元やガル
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ランディアと第 4 無名者の逆プロプリエタスはモテットでは必要とされなかったであろう。 

 加えて、前フランコ式理論ではリガトゥーラの音価の解釈や記譜が、理論家ごとに異なっ

ており、唯一共通するのが、基本となるリガトゥーラを[LBL]と見なしている点であった。

対して、後フランコ式理論は一貫して、フランコ『計量音楽論』第 7 章のリガトゥーラの

規則と記譜、および第 8 章のプリカ付きのリガトゥーラの規則と記譜を引用しており、例

外はほとんど見られなかった。また、フランコは『計量音楽技法』第 10 章で 5 つのモドゥ

スにおけるリガトゥーラの配列にも言及しているが、第 10 章のテクストを要約・引用した

後フランコ式の理論書は皆無で、『現代人は簡潔さを賛美し』の一部のヴァリアントが、譜

例の中で第 10 章の規則に従ってリガトゥーラの配列を記譜するのみであった。さらに、フ

ランコの 6 つの一次資料を見ると、15 世紀にガッフリウスが筆写した I-TRE 以外の 5 つ

は、フランコの理論とは異なる、前フランコ式理論に近いリガトゥーラを多かれ少なかれ

記譜していた。これは、1280 年以降、特にアルス・アンティクァ後期の時代に、フランコ

の 5 つのモドゥスにおけるリガトゥーラの用法が十分に理解されていなかったか、あるい

はシネ・リッテラの書法におけるリガトゥーラがあまり必要とされていなかった可能性を

示唆する。  

 一方で、後フランコ式記譜法による楽譜写本を見ると、フランコの第 10 章の記譜に忠実

なものがいくつか見受けられ、例えば I-Tr Vari 42 が挙げられる。つまり、第 10 章の規則

は、理論書の中での伝承は廃れたが、記譜の実践面においては根強く継承されていたこと

がうかがえる。  

 また、F-MOf H 196 の 8 つのファシクルは異なる時代に成立し、一つの写本の中で前フ

ランコ式記譜法から、前フランコ式記譜法と後フランコ式記譜法の折衷、よりフランコの

理論に忠実な後フランコ式記譜法、と大きく 3 種類のリガトゥーラの記譜のあり方を見る

ことができた。特に 3 つ目の記譜では、フランコの 5 つのモドゥスとは異なる複雑なリズ

ム・パターンを、『計量音楽技法』第 7・8 章に忠実に従ったリガトゥーラの記譜で表す事

例も見られた。  

 このように現存するアルス・アンティクァの理論書を見ると、フランコの『計量音楽技

法』、とりわけ第 7・8 章の影響力が強いあまりに、前フランコ式理論から後フランコ式理

論への移行はかなり急なものであったように見受けられる。一方で、楽譜写本を見ると, 

前フランコ式記譜法から後フランコ式記譜法への移行は緩やかで、ときに共存していた。  

換言すれば、理論書のみに注目すると、リガトゥーラの規則と記譜は『計量音楽技法』の
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第 7・8 章のあり方に統一されたように見えるが、楽譜写本を見る限り、新旧のリガトゥー

ラの規則や記譜を柔軟に掛け合わせており、リガトゥーラのあり方はきわめて多様であっ

た。 
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GB-Ob Bodl. 257: Oxford, Bodleian Library, Bodleian 257. 

GB-Ob Bodl. 652: Oxford, Bodleian Library, Bodleian 652. 

GB-Ob Bodl. 842: Oxford, Bodleian Library, Bodley 842. 

GB-Ob e Mus. 7: Oxford, Bodleian Library, e Mus. 7. 

GB-Ob Hatton 81: Oxford, Bodleian Library, Hatton 81. 

GB-Ob [pr. bk.] Auct. VI. Q. 3.17: Oxford, Bodleian Library, [pr. bk.] Auct. VI. Q. 3.17. 

GB-Ob [pr. bk.] Wood 591: Oxford, Bodleian Library, [pr. bk.] Wood 591. 

GB-Occ 489: Oxford, Corpus Christi College, 489 (olim B. 489). 

GB-Onc 362: Oxford, New College, 362. 

GB-Owc 213*: Oxford, Worcester College, 213*. 

Herwagius 1563: Herwagius, Johannes. 1563. Opera Bedae venerabilis presbyteri Anglosaxonis. 8 

vols. Basel: [s.n.] 

I-Ac  695: Assisi, Biblioteca Comunale, Fondo Antico, 695. 

I-BAas Fondo S. Nicola, 85: Bari, Archivio di Stato Bari, Fondo S. Nicola, 85. 

I-BGc MIA 266 (∆ IV 30): Bergamo, Civica Biblioteca Angelo Mai, MIA 266 (∆ IV 30). 

I-BGc MAB 21 (∑ IV 37): Bergamo, Civica Biblioteca Angelo Mai, MAB 21 (∑ IV 37). 

I-Fl Plut. 29.1: Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus. 29.1. 

I-Fl Plut. 29.48: Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus. 29.48. 

I-FZc 117: Faenza, Biblioteca comunale Manfrediana, 117. 

I-Ma D 5 inf.: Milan, Biblioteca Ambrosiana, D 5 inf. 

I-Ma I 20 inf: Milan, Biblioteca Ambrosiana, I 20 inf. 
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I-Nn Cod. XVI A 15: Naples, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuelle III, Cod. XVI A 15. 

I-PAVu Aldini 361: Pavia, Biblioteca Universitaria, Aldini 361. 

I-Rss XIV L3: Rome, Archivio dei Domenicani di Santa Sabina, XIV L3. 

I-Rvat lat. 5320: Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 5320. 
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I-Sc L. V. 36: Siena, Biblioteca comunale degli Intronati, L. V. 36. 

I-Tr Vari 42: Turin, Biblioteca Reale, Vari 42. 

I-TRE: Tremezzo, Biblioteca Conte Gian Ludovico Sola-Cabiati. 

I-Vnm Lat. Cl. VIII 1 (3044): Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Cl. VIII 1 (3044). 

I-Vnm Lat. Cl. VIII 82 (3047): Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Cl. VIII 82 (3047). 

S-Uu C 55: Uppsala, Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, C 55. 

S-Uu C 453: Uppsala, Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, C 453. 

US-PHf Lewis E 39 Bible: Philadelphia, Free Library of Philadelphia, Music Department, Lewis E 

39 Bible. 
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