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絡
み
合
い
が
聴
き
も
の
で
す
︒

　
最
後
を
飾
る
メ
イ
ン
曲
は
劇
的
か
つ
幻
想
的

な
シ
ュ
ー
マ
ン
の
交
響
曲
第
４
番
︒前
回
の
Ｋ
Ｃ

Ｏ
と
の
共
演
に
お
い
て
同
じ
シ
ュ
ー
マ
ン
の
第
２

番
で
ロ
マ
ン
性
と
清
新
さ
を
併
せ
持
つ
名
演
を

聴
か
せ
た
ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
だ
け
に
お
お
い
に
期
待

で
き
る
で
し
ょ
う
︒今
回
彼
が
取
り
上
げ
る
の

は
︑後
年
シ
ュ
ー
マ
ン
自
身
が
手
を
入
れ
た
改
訂

稿
で
な
く
︑１
８
４
１
年
の
初
稿
で
す
︒厚
み
あ

る
改
訂
稿
に
比
べ
︑こ
の
初
稿
は
よ
り
す
っ
き
り

と
し
た
書
法
と
な
っ
て
お
り
︑Ｋ
Ｃ
Ｏ
の
よ
う
な

室
内
オ
ケ
に
は
初
稿
の
ほ
う
が
は
る
か
に
似

合
っ
て
い
ま
す
︒ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
は
こ
の
初
稿
の
持

つ
魅
力
を
存
分
に
引
き
出
し
て
く
れ
る
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
︒

　
ま
さ
に
聴
き
ど
こ
ろ
満
載
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
り
︑ウ
ィ
ー
ン
の
生
ん
だ
名
匠
の
タ
ク
ト
が
繰

り
出
す
音
楽
を
堪
能
し
た
い
も
の
で
す
︒

文
／
寺
西
基
之︵
音
楽
評
論
家
︶

　
紀
尾
井
ホ
ー
ル
室
内
管
弦
楽
団（
Ｋ
Ｃ
Ｏ
）

の
２
０
２
５
年
度
の
定
期
演
奏
会
の
幕
開
け

の
指
揮
者
は
サ
ッ
シ
ャ・ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
で
す
。

ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
は
こ
れ
ま
で
も
２
０
１
５
年
と

２
０
１
７
年
に
Ｋ
Ｃ
Ｏ
の
定
期
演
奏
会
を

振
っ
て
お
り
、２
０
２
０
年
に
も
再
々
登
場
の

予
定
で
し
た
。結
局
そ
の
時
は
コ
ロ
ナ
流
行
の

た
め
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、こ
の

よ
う
に
間
を
開
け
ず
に
定
期
に
招
か
れ
て
い

た
と
こ
ろ
に
、彼
が
い
か
に
Ｋ
Ｃ
Ｏ
か
ら
信
頼

さ
れ
て
い
る
か
が
窺
え
ま
す
。今
回
は
８
年
ぶ

り
の
待
望
の
再
会
に
な
り
ま
す
。

　
ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
は
ウ
ィ
ー
ン
生
ま
れ
︑若
い
こ
ろ

に
は
ウ
ィ
ー
ン
国
立
歌
劇
場
管
弦
楽
団
の
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
奏
者
も
務
め
て
お
り
︑音
楽
家
と
し

て
の
彼
の
根
底
に
は
ウ
ィ
ー
ン
の
伝
統
が
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒し
か
し
決
し
て
彼
は

古
い
伝
統
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
指
揮
者
で
は

あ
り
ま
せ
ん
︒フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
名
教
師
ヨ
ル
マ・

パ
ヌ
ラ
に
師
事
し
︑さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
タ
ン
グ

ル
ウ
ッ
ド
音
楽
祭
に
招
か
れ
て
小
澤
征
爾
に
指

導
を
受
け
た
ほ
か
︑ム
ー
テ
ィ
︑メ
ー
タ
︑プ
レ

ヴ
ィ
ン
に
薫
陶
を
受
け
る
な
ど
︑修
業
時
代
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
師
に
出
会
っ
て
幅

広
い
表
現
を
身
に
付
け
た
彼
は
︑

国
際
的
な
現
代
感
覚
を
持
ち
合

わ
せ
た
指
揮
者
で
︑近
年
の
演
奏

の
潮
流
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
︑

そ
う
し
た
今
日
的
な
感
性
を
よ

き
伝
統
と
溶
け
合
わ
せ
て
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
音
楽
を
生
み
出
す
こ
と
を

身
上
と
し
て
い
ま
す
︒

　
そ
の
彼
が
今
回
の
公
演
で
最
初
に
振
る
ハ
イ

ド
ン
の
交
響
曲
第
39
番
は
不
安
な
切
迫
感
と
激

情
が
脈
打
つ
短
調
作
品
で
す
︒多
数
あ
る
ハ
イ

ド
ン
の
交
響
曲
の
中
で
︑敢
え
て
こ
の
マ
イ
ナ
ー

な
作
品
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
の
意

欲
的
な
姿
勢
が
見
て
と
れ
ま
す
︒演
奏
さ
れ
る

こ
と
は
稀
な
が
ら
も
実
は
隠
れ
た
名
作
で
あ

り
︑そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
味
わ
え
る
貴
重
な
ひ

と
と
き
と
な
る
で
し
ょ
う
︒

　
次
に
演
奏
さ
れ
る
の
も
な
か
な
か
聴
く
機
会

が
少
な
い
ツ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
の︽
シ
ン
フ
ォ
ニ

エ
ッ
タ
︾︒ウ
ィ
ー
ン
生
ま
れ
で
︑後
期
ロ
マ
ン
的

な
作
風
で
知
ら
れ
る
ツ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
で
す

が
︑後
期
の
１
９
３
４
年
に
書
か
れ
た
こ
の
作
品

は
︑新
古
典
的
な
ス
タ
イ
ル
の
う
ち
に
も
︑ナ
チ

が
台
頭
し
て
き
た
当
時
の
不
安
な
時
代
の
空
気

を
映
し
出
し
た
作
品
で
す
︒同
じ
ウ
ィ
ー
ン
出

身
の
音
楽
家
と
し
て
︑ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
が
こ
の
作
品

に
秘
め
ら
れ
た
当
時
の
ツ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
の

思
い
を
ど
う
表
現
す
る
の
か
︑興
味
が
そ
そ
ら

れ
ま
す
︒

　
そ
れ
に
続
く
の
は
︑ツ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
と
深

い
繋
が
り
が
あ
っ
た
新
ウ
ィ
ー
ン
楽
派
の
作
曲

8年振りにゲッツェルが共演
紀尾井ホール室内管弦楽団
第142回 定期演奏会

4/19
 

14：00
土

4/18
 

19：00
金

［曲目］
ハイドン ： 交響曲第39番ト短調 Hob. I:39
ツェムリンスキー ： シンフォニエッタ op.23
ベルク ： 7つの初期の歌
シューマン ： 交響曲第4番ニ短調 op.120［1841年初稿］

［出演］
サッシャ・ゲッツェル（指揮）
スヴェトリーナ・ストヤノヴァ（メゾソプラノ）

家
の
中
で
も
も
っ
と
も
ロ
マ
ン
的
な
傾
向
の
強

か
っ
た
ベ
ル
ク
の︽
７
つ
の
初
期
の
歌
︾で
︑初
期

の
作
だ
け
に
特
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
濃
厚

な
作
品
で
す
︒独
唱
を
務
め
る
の
は
ス
ヴ
ェ
ト

リ
ー
ナ
・ス
ト
ヤ
ノ
ヴ
ァ
︒ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ソ

フ
ィ
ア
出
身
︑今
は
ウ
ィ
ー
ン
国
立
歌
劇
場
を
は

じ
め
と
し
て
国
際
的
に
活
躍
す
る
名
メ
ゾ
ソ
プ

ラ
ノ
歌
手
で
︑官
能
性
や
叙
情
性
や
夢
幻
性
な

ど
︑こ
の
歌
曲
集
の
芳
潤
な
世
界
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
に
も
濃
や
か
な
表
現
が
求
め
ら
れ
る
作
品

で
︑ス
ト
ヤ
ノ
ヴ
ァ
と
ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
＆
Ｋ
Ｃ
Ｏ
の

スヴェトリーナ・ストヤノヴァ サッシャ・ゲッツェル
© Ozge Balkan

ウ
ィ
ー
ン
生
ま
れ
の

ゲ
ッ
ツ
ェ
ル
が
繰
り
出
す

隠
れ
た
名
作
の

聴
き
ど
こ
ろ
満
載
の
音
楽
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地
球
の
音
楽
映
像
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー「
Ｌ
Ｉ
Ｓ

Ｔ
Ｅ
Ｎ
．」で
、世
界
を
巡
り
音
楽
文
化
を
追
い

か
け
て
き
た
山
口
智
子
さ
ん
と
、音
楽
学
者
の

徳
丸
吉
彦
さ
ん
と
が
邦
楽
の
魅
力
に
つ
い
て
語

り
合
う
シ
リ
ー
ズ
も
い
よ
い
よ
最
終
回
。邦
楽

と
の
出
会
い
に
始
ま
り
、邦
楽
の「
声
」「
楽
器
」

「
伝
承
方
法
」と
話
題
を
展
開
し
て
き
た
お
二
人

が
最
後
に
テ
ー
マ
に
し
た
の
は「
常
に
進
化
を

続
け
る
邦
楽
」に
つ
い
て
で
す
。

徳
丸　
４
回
に
わ
た
り
︑邦
楽
の
魅
力
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
対
談
を
し
て
き
ま
し
た
ね
︒

山
口　
私
は
テ
レ
ビ
の
歌
謡
曲
で
育
ち
ま
し
た

が
︑世
界
を
旅
し
て
異
国
の
音
楽
を
初
め
て
耳

に
す
る
時
︑無
性
に﹁
懐
か
し
さ
﹂を
感
じ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
︒そ
の
音
の
ル
ー
ツ
を
辿
っ
て
み
る

と
︑西
洋
と
東
洋
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た
歴
史

が
見
え
て
き
て
︑人
間
が
遙
か
な
旅
を
し
て
旺

盛
に
行
き
交
っ
て
き
た
証
し
が﹁
音
﹂に
潜
ん
で

い
る
こ
と
に
感
動
し
ま
す
︒思
え
ば
日
本
の
歌

謡
曲
に
も
︑世
界
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
た
く
さ
ん
詰

ま
っ
て
い
た
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
︒ま
さ
に
邦

楽
に
は
︑世
界
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒

徳
丸　
そ
う
で
す
ね
︒日
本
音
楽
の
ア
イ
デ
ア

も
中
国
や
朝
鮮
半
島
︑西
洋
音
楽
な
ど
と
影
響

し
合
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
︒

山
口　
音
は
︑壁
も
国
境
も
超
え
て
果
敢
に
進

み
︑互
い
に
融
合
し
な
が
ら
美
を
生
み
出
し
続
け

て
き
た
︒さ
ま
ざ
ま
な
風
土
に
育
ま
れ
て
︑生
ま

れ
変
わ
り
な
が
ら
︑大
切
な
心
を
次
の
世
代
に
伝

え
て
き
た
音
楽
は
ま
さ
に
生
き
る
力
で
す
よ
ね
︒

徳
丸　
例
え
ば
︑邦
楽
作
曲
家
の
宮
城
道
雄
は
︑

昭
和
の
は
じ
め
に
雅
楽
の︽
越
天
楽
︾の
旋
律
を

使
っ
て
︑箏
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
コ
ン
チ
ェ

ル
ト
の
形
で︽
越
天
楽
変
奏
曲
︾を
作
り
ま
し

た
︒ま
さ
に
和
洋
混
交
で
す
︒そ
の
後
︑箏
や
三

味
線
︑尺
八
の
演
奏
者
が
作
曲
家
に
曲
を
委
嘱

し
ま
し
た
の
で
︑現
代
音
楽
も
盛
ん
に
演
奏
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

山
口　
遙
か
な
距
離
を
超
え
︑時
間
の
隔
た
り

を
も
超
え
る
も
の
が
音
楽
で
す
よ
ね
︒遠
い
異
国

が
無
性
に
懐
か
し
く
︑太
古
の
時
代
に
未
来
的

で
新
鮮
な
と
き
め
き
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

徳
丸　
そ
の
後
も
︑邦
楽
の
演
奏
家
は
︑異
文
化

の
楽
器
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
︑新
し
い
音
の

世
界
を
探
求
し
て
い
ま
す
︒紀
尾
井
ホ
ー
ル
で

も
︑箏
と
尺
八
で
よ
く
演
奏
さ
れ
る︽
千
鳥
の
曲
︾

を
箏
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
組
み
合
わ
せ
で
紹
介

し
ま
し
た
︒ま
た
︑箏
と
ヴ
ィ
オ
ラ
の
た
め
の︽
風

彩
︾︵
米
川
敏
子
作
曲
︶も
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
︒

山
口　
日
本
の
精
神
は﹁
和
﹂で
す
も
の
ね
︒海

外
の
民
族
音
楽
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
に
行
く

と
︑日
本
か
ら
参
加
し
て
い
る
音
楽
が
非
常
に

限
ら
れ
て
い
て
︑も
っ
と
多
彩
な
邦
楽
の
魅
力
を

世
界
に
発
信
で
き
な
い
も
の
か
と
思
っ
て
し
ま

い
ま
す
︒

徳
丸　
日
本
の
伝
統
音
楽
に
関
し
て
︑そ
れ
が

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
と
考

え
る
の
が
︑よ
く
見
ら
れ
る
誤
解
で
す
︒

山
口　
博
物
館
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
保
存
さ
れ

た﹁
伝
統
﹂で
は
な
く
て
︑日
本
の
毎
日
の
暮
ら
し

徳
丸
吉
彦
・
山
口
智
子 

対
談

新
し
い
音
の

世
界
を
探
求
し

進
化
を
続
け
る
邦
楽

新
し
い
音
の

世
界
を
探
求
し

進
化
を
続
け
る
邦
楽

邦
楽
を
た
の
し
も
う！5

か
ぜ

あ
や

の
中
に
生
き
て
い
る
音
楽
に
︑私
た
ち
自
身
が

も
っ
と
意
識
を
向
け
て
い
き
た
い
で
す
よ
ね
︒

徳
丸
　
そ
う
な
ん
で
す
︒最
古
の
音
楽
と
さ
れ

る
声
明
や
雅
楽
に
も
︑新
し
い
音
楽
が
生
ま
れ
︑

そ
れ
は
︑20
世
紀・21
世
紀
で
も
続
い
て
い
ま
す
︒

日
本
の
伝
統
と
い
う
の
は
︑変
わ
る
こ
と
が
前
提

な
の
で
す
︒

山
口　
江
戸
小
紋
の
職
人
さ
ん
を
取
材
し
た
と

き
︑﹁
伝
統
は
革
新
の
連
続
で
あ
る
﹂と
い
う
名
言

に
感
動
し
ま
し
た
︒私
た
ち
の
細
胞
が
日
々
生
ま

れ
変
わ
る
よ
う
に
︑新
た
な
変
化
に
挑
み
な
が

ら
生
ま
れ
変
わ
り
続
け
る
︒日
本
の﹁
和
﹂の
精

神
で
世
界
を
広
く
受
け
止
め
︑日
本
な
ら
で
は

の
風
土
を
生
か
し
て
︑唯
一
無
二
の
美
に
変
化
さ

せ
続
け
て
ゆ
く
︒そ
れ
こ
そ
が
伝
統
で
す
よ
ね
︒

徳
丸　
日
本
語
の﹁
伝
統
﹂と
い
う
言
葉
に
は
︑

﹁
過
去
﹂だ
け
で
な
く
︑﹁
今
﹂と﹁
未
来
﹂が
関
係

し
て
い
る
の
で
す
︒そ
の
見
方
か
ら
邦
楽
を
捉
え

る
と
︑も
っ
と
面
白
く
な
る
と
思
い
ま
す
︒

山
口　
初
め
て
雅
楽
を
聴
い
た
と
き
︑未
来
的

対談の模様はYouTubeで
ご覧いただけます。

協力：ザ・キャピトルホテル 東急

撮影：堀田力丸

な
響
き
に﹁
宇
宙
の
音
楽
﹂を
感
じ
ま
し
た
︒遙

か
な
古
と
超
未
来
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る

神
秘
︒古
代
こ
そ
実
は
最
先
端
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
︒

徳
丸　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
︒日
本
の
伝
統

は
︑停
滞
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑変
化
し
続
け

て
い
ま
す
︒伝
統
を
守
り
な
が
ら
変
化
す
る
邦

楽
の
面
白
さ
を
︑気
軽
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た

ら
と
思
い
ま
す
︒

山
口　
生
ま
れ
変
わ
り
続
け
る
邦
楽
が
楽
し
み

で
す
！

徳
丸
　
５
回
に
わ
た
り
対
談
を
し
て
い
た
だ
き
︑

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

文
／
芹
澤
一
美︵
音
楽
ラ
イ
タ
ー
︶
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
初
演
を
皆
で
観
に
行
っ
た
と
き
︑

誰
よ
り
も
そ
の
音
楽
に
興
奮
し
た
よ
う
に
︑19

世
紀
の
市
民
社
会
に
根
差
し
た
教
養
主
義
的
な

音
楽
文
化
の
中
で
育
ま
れ
た
感
性
は
︑ベ
ル
ク
の

音
楽
の
中
に
潜
ん
で
い
ま
す
︒極
小
形
式
を
試

み
た
無
調
の︽
４
つ
の
小
品
︾︵
1
9
1
3
︶で
も
︑

伝
統
を
完
全
に
振
り
切
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
︑

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
酷
評
さ
れ
た
の
も
そ
ん
な

と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

　
文
学
に
深
く
傾
倒
し
た
ベ
ル
ク
は
︑オ
ペ
ラ
を

ふ
た
つ
手
が
け
ま
し
た
︒ど
ち
ら
も
20
世
紀
を

代
表
す
る
名
作
で
す
︒ひ
と
つ
は
社
会
的
弱
者

を
題
材
に
し
た
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
の
戯
曲
に
よ
る

︽
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
︾︒も
う
ひ
と
つ
︑魔
性
の
女
性

ル
ル
の
誘
惑
と
破
滅
を
描
い
た
ヴ
ェ
ー
デ
キ
ン

ト
原
作
の︽
ル
ル
︾は
︑中
断
を
は
さ
み
第
３
幕
は

未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
︒な
ぜ
作
曲
を
中

断
し
た
の
か
︒そ
れ
を
し
て
ま
で
も
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
作
品
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
︒

　
ベ
ル
ク
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲︵
1
9
3
5
︶

は
︑19
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
マ
ノ
ン︵
マ
ー

ラ
ー
の
妻
ア
ル
マ
と
再
婚
し
た
建
築
家
ヴ
ァ
ル

タ
ー・グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
娘
︶の
た
め
に
作
曲
さ
れ

ま
し
た
︒不
協
和
音
の
厳
し
い
響
き
や
動
機
の

執
拗
な
反
復
な
ど
で
鋭
く
切
り
込
む
一
方
で
︑

12
音
技
法
の
基
本
音
列
は
︑長
三
和
音
と
短
三

和
音
を
含
む
た
め
ベ
ル
ク
ら
し
い
調
性
感
の
あ

る
響
き
が
生
ま
れ
ま
す
︒さ
ら
に
こ
の
曲
で
は
︑

ま
る
で
オ
ペ
ラ
の
よ
う
に
愛
と
死
が
暗
示
さ
れ

ま
す
︒ベ
ル
ク
の
初
恋
の
女
性
や
晩
年
の
恋
人
の

存
在
を
ほ
の
め
か
す
仕
掛
け
が
あ
り
︑バ
ッ
ハ
の

コ
ラ
ー
ル
の
引
用
は
マ
ノ
ン
の
死
を
悼
み
ま
す
︒

も
し
か
し
た
ら
自
身
の
死
を
も
予
感
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒愛
と
情
熱
に
生
き
た
ベ
ル

ク
の
人
生
︒そ
れ
も
ま
た
︑彼
の
音
楽
の
本
質
を

識
る
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
に
な
る
の
で
す
︒

文
／
柴
辻
純
子︵
音
楽
評
論
家
︶

3
マ
ノ
ン
に
捧
ぐ

2
４
つ
の
小
品
で
試
み
た

極
小
形
式

ア
ル
バ
ン・
ベ
ル
ク
を

　
　
　    
め
ぐ
る

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

　
　
テ
ー
マ
に
基
づ
く
3
話

    
　
つ
の
話

3

1930年ごろのアルバンベルク

紀尾井ホール室内管弦楽団 第142回 定期演奏会

© Max Fenichel

サッシャ・ゲッツェル（指揮）、スヴェトリーナ・ストヤノヴァ（メゾソプラノ）
ベルク ： 7つの初期の歌    →P4でご紹介しています

4/18
 

19：00
金

4/19
 

14：00
土

紀尾井 明日への扉 第44回  瀬千恵美（クラリネット）
ベルク ： 4つの小品

5/16
 

19：00
金

紀尾井ホール室内管弦楽団 第145回 定期演奏会
ダンカン・ウォード（指揮）、ヴィクトリア・ムローヴァ（ヴァイオリン）
ベルク ： ヴァイオリン協奏曲

11/21
 

19：00
金

11/22
 

14：00
土

［会場：東京オペラシティコンサートホール］

ベルク作品が聴ける３つの演奏会

　
1
9
0
0
年
︑ベ
ル
ク
は
︑独
学
で
歌
曲
の
作

曲
を
始
め
ま
す
︒し
か
し
10
代
後
半
の
彼
の
私

生
活
は
大
波
乱
︒垢
抜
け
た
長
身
の
美
青
年
だ
っ

た
ベ
ル
ク
は
︑家
で
働
い
て
い
た
娘
と
の
間
に
非

嫡
子
を
も
う
け
︑学
校
は
落
第
︑別
の
女
性
と
の

恋
愛
事
件
の
末
に
自
殺
を
図
る
な
ど
︑相
当
な

も
の
︒そ
れ
で
も
1
9
0
4
年
か
ら
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
に
師
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑ベ
ル
ク

1
破
天
荒
な
青
年
の

あ
ふ
れ
る
才
能

　
20
世
紀
の
ウィ
ーンで
活
躍
し
た
ア
ルバン・ベル

ク︵
１
８
８
５
~
１
９
３
５
︶は
︑ア
ルノル
ト・シェー

ン
ベル
ク︵
１
８
７
４
~
１
９
５
１
︶︑ア
ン
ト
ン・

ウェー
ベルン︵
１
８
８
３
~
１
９
４
５
︶と
と
も
に
︑

新
ウィ
ー
ン
楽
派
の
作
曲
家
と
し
て
知
ら
れ
てい

ま
す
︒楽
派
と
ま
と
め
ら
れ
てい
ま
す
が
︑彼
ら
の

個
性
と
音
楽
は
さ
ま
ざ
ま
︒独
学
で
作
曲
を
学

び
︑類い
ま
れ
な
才
能
と
才
覚
で
時
代
を
切
り
開

い
た
シェーンベルク
︑弟
子
の
ウェー
ベルンは
奥
ゆ
か

し
く
て
理
知
的
な
ウィ
ーン
大
学
を
卒
業
し
たエ

リ
ー
ト
︑も
う
ひ
と
り
の
弟
子
ベルク
は
︑裕
福
な
商

人
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
早
熟
な
文
学
青
年
で
し
た
︒

が
書
い
て
き
た
歌
曲
を
兄
が
本
人
に
内
緒
で

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
見
せ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

し
た
︒そ
の
後
も
書
き
続
け
︑初
期
の
歌
曲
は

70
曲
を
数
え
ま
す
︒︽
７
つ
の
初
期
の
歌
︾は
︑

1
9
0
5
年
か
ら
08
年
に
作
曲
さ
れ
た
ピ
ア
ノ

伴
奏
付
き
歌
曲︵
後
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
伴
奏
に

編
曲
︶が
収
め
ら
れ
︑素
朴
な
曲
か
ら
︑修
行
時

代
の
成
果
と
も
い
え
る
ブ
ラ
ー
ム
ス
や
ヴ
ォ
ル

フ
の
作
曲
手
法
が
反
映
さ
れ
た
も
の
ま
で
︑世

紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
香
り
が
漂
う
テ
キ
ス
ト
が
全

音
音
階
や
増
三
和
音
を
多
用
し
た
響
き
の
な
か

で
夢
見
心
地
に
歌
わ
れ
ま
す
︒

　
ベ
ル
ク
も
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
ら
と
同
様
に
︑拡

大
さ
れ
た
調
性
︑極
小
形
式
︑無
調
︑12
音
技
法

と
進
ん
で
い
き
ま
す
︒手
法
や
技
法
は
同
じ
で
も
︑

や
は
り
響
き
に
個
性
が
表
れ
ま
す
︒ベ
ル
ク
の
場

合
︑た
と
え
表
現
主
義
的
傾
向
や
対
位
法
的
な

手
法
を
用
い
た
と
し
て
も
︑そ
こ
に
は
甘
美
な
抒

情
性
が
溢
れ
ま
す
︒マ
ー
ラ
ー
の
音
楽
を
熱
烈

に
崇
拝
し
︑R
.シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の︽
サ
ロ
メ
︾の



第35回 日本製鉄音楽賞 受賞者が決定しました

フレッシュアーティスト賞
上野通明

これからが期待される優れたアーティストに贈呈

フレッシュアーティスト賞　上野通明さん（チェロ）
ジュネーヴ国際音楽コンクール優勝後、リサイタルやコンチェルト、室内楽など幅広く活躍。なかでも2024年
5月に行われた邦人作曲家の無伴奏作品のみのリサイタルは作品に対する共感に満ち、彼自身の豊かな
感性が溢れた名演で聴衆を感嘆させました。さらなる世界への活躍を期待されての受賞となりました。

特別賞
宮澤敏夫

うえ の み ち あ き

音楽文化の発展に大きな貢献をされた個人に贈呈

特別賞　宮澤敏夫さん（富士山静岡交響楽団専務理事）
これまで様 な々楽団の事務局長や専務理事を務めるなど、長年にわたって日本のオーケストラ界の発展に
多大な貢献をなすとともに、日本演奏連盟事務局長や伊那文化会館館長などを歴任、さらに木曽音楽祭
はじめ地方の音楽祭の運営にも関わるなど、日本の音楽界全体の振興に尽力してきた功績の大きさは計
り知れないものがある、としてこれまでの功績に対し贈呈されました。
※2025年1月1日逝去。生前に受賞が決定しておりました。故人のご冥福をお祈り申し上げますとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。

み や ざ わ とし お

07 紀 尾 井だより 1 7 0 号  3 月 ●  4 月

紀尾井ホール室内管弦楽団（KCO）

新メンバーのご紹介
2024年10月1日付で、紀尾井ホール室内
管弦楽団に新しいメンバーを迎えました。

金子亜未（オーボエ）
かねこ あ  み

  メンバーとしての意気込み
このたびはメンバーとなることができてとても嬉しく思って
おります。これまでKCOに出演させていただいた際、なんて
温かく愛に溢れた音がするのだろう！と感じることが幾度と
なくありました。この感動を忘れずに精進してまいりますの
でどうぞよろしくお願いいたします。

  オーボエ奏者になったきっかけ（楽器との出会い）
小学4年生のころ、学校にある管弦楽部でオーボエに出会い
ました。(個人練習の時間はなく)初めて演奏した曲はベー
トーヴェン交響曲第5番です！ 高校生のとき「藝大目指して
みたら？」とお言葉をいただき、そのころからオーケストラプ
レイヤーになりたいと考えていました。

  好きな作曲家 
バッハ、モーツァルト、ドヴォルザーク、マーラーなど

  趣味
旅行、温泉、美味しいもの、ショッピング、たまにゴルフ、など

  現在のマイブーム
おもてなしの心が素晴らしい、星野リゾートさんの虜になっ
ています。 © Ayane Shindo

邦楽の演奏会を支える
職人技  

今号の
表紙

邦楽用の小ホールで演奏する台や屏風を飾
るのは、熟練の明治座舞台スタッフです。短い
転換時間で、大きな屏風を左右均等に広げ、
山台を飾る5m以上ある毛氈をしわなく角を
合わせてピっと張る。まさに職人技です。

© Seiji Okumiya

もうせん

紀尾井サポートシステム会員 ( 五十音順・｢株式会社｣等表記及び敬称略 )

《特別協賛会員》 住友商事／日鉄ソリューションズ／三井不動産／三井物産／三菱商事／三菱地所
《みやび会員》 伊藤忠商事／大島造船所／大林組／鹿島建設／商船三井／菅原／住友商事／Ｄr.かすみ永田町クリニック／
日本郵船／丸紅／三井住友銀行／三井住友信託銀行／三井不動産／三井物産／三菱商事／三菱地所／メタルワン 
ほか匿名２社
《ひびき会員》 オカムラ／高砂熱学工業／竹中工務店／東京きらぼしフィナンシャルグループ／みずほ証券／山下設計
《みどり会員》 青鬼運送／赤坂維新號／今治造船／ヴォートル／エーケーディ／荏原冷熱システム／
ザ・キャピトルホテル 東急／三協／清水建設／上智大学／西武リアルティソリューションズ／大成建設／千代田商事／
テェイスト･ライフ／東芝ライテック／永田音響設計／ニュー・オータニ／ハウス食品グループ本社／パナソニック／
三菱ＵＦＪ銀行／三菱ＵＦＪ信託銀行／三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／ミュージション／明治座舞台／ヤマハサウン
ドシステム／ワークショップ２１
《あおい会員》 青木陽介／浅沼雄二／淺見 恵／石崎智代／磯部治生／伊藤眞理子／上野真志／馬屋原貴行／
大内裕子／大垣尚司／大久保なほ子／太田清史／大花謙一／小川 保／小倉 ヒロ・ミヒャエル／糟谷敏秀／片山國正／
片山能輔／加藤巻恵／加藤優一／金井俊樹／神川典久／川口祥代／川島知恵／菊池恒雄／木谷 昭／楠野貞夫／
栗山信子／河野紗妃／小坂部惠子／斎藤公善／坂詰貴司／坂根和子／佐久間庸行／佐野千紘／佐部いく子／
潮崎通康／柴田雅美／清水 正／清水多美子／清水康子／白土英明／新角卓也／鈴木順一／鈴木 幸／鈴木 亮／
高下謹壱／高杉哲夫／田中 進／陳 艶君／田頭亜里／戸田純也／中尾武彦／中塚一雄／中西達郎／中野洋子／
中村健司／中村昌子／中山昌樹／原田清朗／藤村行俊／冬木寛義／北條哲也／堀川将史／牧本惠美子／松枝 力／
松尾芳樹／真野美千代／丸井正樹／水口美輝／簑輪永世／宮島正次／宮田宜子／宮武悦子／宮原 薫／宮本信幸／
ミューズ Ｍ／村上喜代次／村上敏子／持留宗一郎／茂手木優輝／八木一夫／八木晶子／矢田部靖子／山内寿実／
山口 彰／山口 聡／横手 聡／吉田季光／吉見 亨／渡邊一夫
ほか匿名44名　計247口 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　(2025年2月1日現在)

特別支援会員 （五十音順・｢株式会社｣等表記略）

アステック入江／五十鈴／N Sユナイテッド海運／
NSユナイテッド内航海運／エヌエスリース／エヌテック／
王子製鉄／大阪製鐵／九築工業／草野産業／黒崎播磨／
合同製鐵／鴻池運輸／小松シヤリング／山九／産業振興／
三晃金属工業／サンユウ／三洋海運／山陽特殊製鋼／
ジオスター／新日本電工／スガテック／大同特殊鋼／
大和製罐／高砂鐵工／高田工業所／鶴見鋼管／DNPエリオ／
テツゲン／電機資材／東海鋼材工業／東邦シートフレーム／
トピー工業／日亜鋼業／日鉄SGワイヤ／日鉄エンジニアリング／
日鉄片倉鋼管／日鉄環境／日鉄ケミカル&マテリアル／
日鉄建材／日鉄鋼管／日鉄鉱業／日鉄工材／日鉄鋼板／
日鉄興和不動産／日鉄スチール／日鉄ステンレス／
日鉄ステンレス鋼管／日鉄精圧品／日鉄精密加工／
日鉄ソリューションズ／日鉄テクノロジー／日鉄テックスエンジ／
日鉄ドラム／日鉄物産／日鉄物流／日鉄プロセッシング／
日鉄保険サービス／日鉄ボルテン／日鉄溶接工業／
日鉄レールウェイテクノス／日本金属／日本触媒／濱田重工／
富士鉄鋼センター／不動テトラ／北海鋼機／幕張テクノガーデン／
三島光産／宮崎精鋼／吉川工業／ワコースチール
日本製鉄    　　　　                     （2025年2月1日現在）

紀尾井ホールにご支援いただいている企業および個人の方々です

とりこ
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フォトレポート

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6番5号
TEL.03-5276-4500（代表）  FAX.03-5276-4527  https://kioihall.jp

主催公演チケットのお申込み
紀尾井ホールウェブチケット  https://kioihall.jp/tickets
そのほかチケットぴあ、イープラス（クラシック公演のみ）
ＣＮプレイガイド（電話予約:0570-08-9999/10:00～18:00年中無休）
でもチケットを取り扱っています。

© ヒダキトモコ

唄、三味線、囃子が三位一体となった素晴らしい演奏でし
た。演奏前の曲の背景説明も初心者には嬉しい構成だと
思っています。今回の出演者の組み合わせで他の曲も聴い
てみたいと思いました。

源氏物語に登場する最後
のヒロイン、浮舟を題材に
作曲された箏組歌、地歌、
能を上演しました。前半の、
浮舟の物語についてスラ
イドを使った分かりやすい
解説も好評でした。

11.28（木）
紀尾井たっぷり名曲8
長唄「春興鏡獅子」 杵屋勝四郎×杵屋栄八郎

© 堀田力丸

とても聞き応えがあって面
白かった。音が滑らかにつ
ながって装飾音が唐草模
様みたいで美しかった。コ
レッリのヴァイオリン・ソナ
タはよく聞くので、リコー
ダーで表現できるとは驚
いた。

© 堀田力丸

12.12（木）

© 逢坂聡

12.6（金）

© ヒダキトモコ

1.21（火）イル・ポモドーロ with フランチェスコ・コルティ

12.18（水）
音楽でつづる文学8
源氏物語 ―浮舟―

待望の初来日公演。チェン
バロの魔術師と称されるコ
ルティの変幻自在で魔法の
ような演奏に、イル・ポモ
ドーロの洗練されたアンサ
ンブル、前田りり子さんの美
しいフラウト・トラヴェルソ
と、バロック音楽の魅力を余
すところなく堪能する一夜
でした。

紀尾井レジデント・シリーズ III
青木尚佳（第2回）“Fantasy”

三菱地所 presents
紀尾井 明日への扉 第41回 井上玲（リコーダー）

協賛：三菱地所株式会社

ウィーン・フィル・コンサートマスターのライ
ナー・ホーネックのヴァイオリンソロをたっ
ぷりと聴いていただいたあとは、ウィーン
の香るワルツやポルカなど。楽しい演出で
会場が笑顔に包まれる場面もあり、新春に
ぴったりの華やかなステージとなりました。

協賛：日鉄ソリューションズ株式会社

© ヒダキトモコ

1.17（金）・18（土）・19（日）
日鉄ソリューションズ プレゼンツ
KCO名曲スペシャル ニューイヤー・コンサート 2025
紀尾井ホール室内管弦楽団 特別演奏会

アンケート
より

ファンタジーというテーマ
であまり聞く機会のない
曲、プログラム構成、盛り
だくさんで楽しませていた
だきました。ハープとの共
演も素敵でした。いつもの
ように余裕で完璧かつ美
しい音色で素晴らしい。

アンケート
より

次号からデザインを一新 紀尾井だより5／6月号（171号）より、デザインを新たに、サイズがコンパクトになります。そして邦楽の新しい連載がスタート。
リニューアルする「紀尾井だより」をどうぞお楽しみに。

アンケート
より

公演の最新情報などはこちら


