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﹁
ど
れ
だ
け
女
性
の
特
徴
を
出
し
て
踊
れ
る

か
﹂と
徳
穂
さ
ん
ご
本
人
も
述
べ
て
い
る
よ
う

に
︑曲
線
美
や
立
ち
居
振
る
舞
い
︑動
き
の
し

な
や
か
さ
な
ど
︑骨
格
や
体
型
が
醸
し
出
す
美

し
さ
を
︑踊
り
の
中
で
最
大
限
追
求
し
て
い
く

の
が﹁
吾
妻
流
﹂の
踊
り
で
す
︒加
え
て
そ
こ
に
︑

曲
の
中
に
表
れ
る
役
々
の
立
場・境
遇・心
境
の

変
化
な
ど
内
面
的
な
要
素
が
身
体
の
中
に
浸

透
し
て
い
く
こ
と
で
︑ま
さ
に
唯
一
無
二
の

﹁
美
﹂が
︑数
多
の﹁
細
部
に
宿
る
﹂踊
り
が
生
ま

れ
る
の
で
す
︒

　
今
回
の
公
演
で
は
︑吾
妻
徳
穂
さ
ん
が﹃
島

の
千
歳
﹄と﹃
静
と
知
盛
﹄を﹁
素
踊
り
﹂で
務
め

ま
す
︒

　
﹃
島
の
千
歳
﹄で
は
︑白
拍
子︵
平
安
時
代
に

登
場
し
た
舞
を
舞
う
職
業
︶が
今
様︵
白
拍
子

が
歌
う
歌
︶を
歌
い
な
が
ら
踊
り
︑祝
祭
的
な

雰
囲
気
を
醸
し
出
す
華
や
か
な
世
界
を
体
感

で
き
る
で
し
ょ
う
︒一
方﹃
静
と
知
盛
﹄で
は
︑悲

劇
の
武
将
・
源
義
経
の
恋
人
で
あ
る
静
御
前
の

凛
と
し
た
し
な
や
か
さ
と
︑平
家
の
滅
亡
ま
で

戦
い
続
け
た
平
知
盛
の
勇
ま
し
さ・荒
々
し
さ
︑

性
別
も
含
め
て
全
く
異
な
る
二
人
の
人
物
の

姿
を
︑舞
踊
家
と
し
て
の
卓
越
し
た
表
現
で
描

き
出
し
ま
す
︒

　
曲
に
登
場
す
る
白
拍
子
や
静
御
前
︑そ
し
て

平
知
盛
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
が
目
の
前
に
あ
り
あ

り
と
見
え
る
よ
う
な
体
験
が
で
き
れ
ば
︑﹁
素

踊
り
﹂を
存
分
に
楽
し
め
て
い
る
証
し
か
も
し

れ
ま
せ
ん
︒

　
日
本
舞
踊
家
の
舞
台
と
は
︑長
き
に
わ
た
り

そ
の
身
ひ
と
つ
で
人
間
の
喜
怒
哀
楽
を
描
き
出

す
こ
と
に
心
血
を
捧
げ
て
き
た
人
間
の
生
き

様
を
見
せ
る
場
で
も
あ
り
ま
す
︒

　
過
剰
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
︑極
限
ま
で
シ

ン
プ
ル
な
状
態
に
し
た
時
に
こ
そ
︑浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
︒そ
れ
は
決

し
て
誰
に
で
も
出
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

一
途
に
芸
を
磨
き
上
げ
て
き
た
者
に
し
か
出

す
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
な
の
で
す
︒

　
今
回
の
舞
台
は
︑吾
妻
徳
穂
さ
ん
の
磨
き
上

げ
ら
れ
た
感
性
と
描
写
力
で
︑﹁
素
踊
り
﹂と
い

う
究
極
に
シ
ン
プ
ル
な
美
の
世
界
へ
︑皆
さ
ま
を

ご
案
内
す
る
も
の
で
す
︒

ム
ト
ウ・タ
ロ
ー︵
文
化
芸
術
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
︶

　
﹁
素
踊
り
﹂︑読
ん
で
字
の
ご
と
く﹁
素
﹂で
踊

る
舞
踊
で
す
︒

　
こ
こ
で
い
う﹁
素
﹂と
は﹁
特
別
な
扮
装
を
纏

わ
な
い
﹂と
い
う
こ
と
で
す
︒男
性
の
場
合
︑地
頭

︵
鬘
な
ど
を
か
ぶ
ら
な
い
︑と
い
う
意
味
︶に
紋

付
袴
と
白
足
袋
︑女
性
の
場
合
は
鬘
を
か
ぶ
り

紋
付
と
白
足
袋
を
纏
う
の
み
で
踊
り
ま
す
︒

　
例
え
ば
女
性
で
あ
れ
ば
︑煌
び
や
か
な
衣
装

に
身
を
包
ん
で
踊
る﹁
衣
装
付
﹂の
歌
舞
伎
舞

踊
は
︑そ
の
纏
っ
て
い
る
も
の
で
︑踊
り
手
が
扮

し
て
い
る
役
の
立
場
や
境
遇
が
わ
か
り
︑振
袖

な
ど
が
激
し
く
動
く
こ
と
で
︑踊
り
の
中
に
秘

め
ら
れ
た
感
情
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
見
せ
る
効

果
が
あ
り
ま
す
︒

　
し
か
し﹁
素
踊
り
﹂は
必
要
最
小
限
の
実
に

簡
素
な
出
立
ち
で
す
︒こ
れ
は
己
の
身
体
の
み

と
い
う
究
極
に
シ
ン
プ
ル
な
状
態
で
観
客
の
眼

に
晒
さ
れ
る
︑と
い
う
こ
と
で
す
︒そ
の
た
め
︑

舞
台
上
で
そ
の
曲
世
界
の
雰
囲
気
や
︑役
の
立

場
や
心
情
を
︑観
客
に
思
い
起
こ
さ
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
︒

　
歌
舞
伎
舞
踊
を﹁
素
﹂で
踊
る
場
合
︑﹁
素
踊

り
﹂の
踊
り
手
に
は
︑﹁
衣
装
付
﹂で
表
現
さ
れ

る
躍
動
感
な
ど
を
︑衣
装
を
纏
っ
て
い
る
時
と

同
じ
よ
う
に
魅
せ
る
力
︑い
わ
ば
観
客
の
想
像

を
誘
発
し
て
い
く
描
写
の
力
が
求
め
ら
れ
る
の

で
す
︒

　
今
回
︑紀
尾
井
ホ
ー
ル
の
舞
台
で﹁
素
踊
り
﹂

の
魅
力
を
存
分
に
見
せ
て
く
だ
さ
る
の
は
︑二

代
目
吾
妻
徳
穂
さ
ん
で
す
︒

　
祖
母
で
あ
る
初
代
吾
妻
徳
穂
さ
ん︵
1
9
0
9

~
1
9
9
8
︶は
︑大
正・昭
和・平
成
を
ま
た
い

で
活
躍
し
た
女
性
日
本
舞
踊
家
の
第
一
人
者

で
す
︒﹁
ア
ズ
マ
カ
ブ
キ
﹂と
呼
ば
れ
る
海
外
公

演
を
数
多
く
行
い
︑日
本
舞
踊
の
魅
力
を
世
界

に
発
信
し
て
き
た
功
労
者
で
も
あ
り
ま
す
︒

　
こ
の
初
代
徳
穂
さ
ん
が
確
立
し
た
流
派﹁
吾

妻
流
﹂の
継
承
者
と
し
て
︑幼
い
こ
ろ
か
ら
お
婆

さ
ま
の
元
で
修
業
を
積
み
︑平
成
二
十
六
年
に

﹁
吾
妻
徳
穂
﹂の
名
前
を
二
代
目
と
し
て
襲
名

し
ま
し
た
︒

吾
妻 
徳
穂

新 
紀
尾
井
素
踊
り
の
会

第
三
回

※公演開催についての最新情報は
　紀尾井ホールウェブサイトをご確認ください。

7/1
 

18：30
金

邦楽主催公演
新 紀尾井素踊りの会 第三回

吾妻 徳穂

［出演者］
吾妻徳穂（立方）、今藤長一郎、杵屋巳之助、杵屋正則（唄）、
稀音家祐介、杵屋彌四郎、今藤政十郎（三味線）、
梅屋右近連中（囃子）、渡辺保（お話）

［曲目］
長唄『島の千歳』
素踊りの魅力（お話）
長唄『静と知盛』

素
踊
り
の
面
白
さ

吾
妻
徳
穂
の
魅
力

あ

づ

ま

と

く

ほ
ま
と

か
つ
ら

き
ら

し
ず
か

と
も
も
り



05 紀 尾 井だより 1 5 3 号  5 月 ●  6 月

私
の
お
す
す
め
こ
の
一
曲

邦
楽
名
曲
解
体
新
書

琵
琶
は
八
世
紀
︑ペ
ル
シ
ャ
や
イ
ン
ド
か
ら
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
︒正
倉
院
に
も
宝
物
と
し
て
琵
琶
は
納
め

ら
れ
て
い
ま
す
ね
︒琵
琶
は
雅
楽
で
用
い
ら
れ

ま
す
が
︑他
に
も﹁
盲
僧
琵
琶
﹂が
あ
り
ま
す
︒

琵
琶
法
師
た
ち
が
辻
説
法
の
伴
奏
楽
器
と
し

て
用
い
た
も
の
で
す
︒そ
し
て
︑﹃
平
家
物
語
﹄を

伴
奏
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
盲
僧
琵
琶
よ
り

も
や
や
大
型
の
琵
琶
が﹁
平
家
琵
琶
﹂で
す
︒

時
代
は
下
っ
て
戦
国
時
代
︑薩
摩
藩
の
島
津

忠
良
が
武
士
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
︑そ
れ

ま
で
の
琵
琶
を
改
良
し
て
勇
ま
し
く
男
性
的

な
音
が
出
る﹁
薩
摩
琵
琶
﹂を
作
り
ま
し
た
︒

薩
摩
で
は
藩
士
の
多
く
が
薩
摩
琵
琶
を
習
っ
て

い
た
の
で
︑西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
も
弾
い

て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒そ
う
思
う
と
親
近

感
が
湧
い
て
き
ま
せ
ん
か
？
明
治
に
な
っ
て
女

性
に
も
弾
き
こ
な
せ
る
よ
う
な
小
型
の﹁
筑
前

琵
琶
﹂が
作
ら
れ
ま
し
た
︒

私
が
演
奏
す
る
の
は
薩
摩
琵
琶
で
す
︒薩
摩

琵
琶
の
撥
は
他
の
琵
琶
と
比
べ
て
と
て
も
大
き

く
︑そ
れ
で
胴
の
部
分
を
バ
シ
ッ
と
叩
き
ま
す
︒

胴
に
は
丈
夫
な
桑
の
木
を
使
っ
て
い
ま
す
︒琵

琶
は
歌
う
人
の
声
の
高
さ
に
合
わ
せ
て
調
弦
を

行
う
楽
器
な
の
で
︑薩
摩
琵
琶
の
男
性
的
な
音

色
は
こ
の
よ
う
に
楽
器
の
構
造
や
調
弦
方
法
か

ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
ま
す
︒

楽
器
の
説
明
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
︑次
に

私
の
大
好
き
な
曲﹃
仲
秋
詩
抄
﹄に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
し
ょ
う
︒作
曲
家
の
牧
野
由
多
可
先
生

が
一
九
八
〇
年
に
作
ら
れ
た
曲
で
︑琵
琶
︑尺

八
︑十
七
弦
の
編
成
で
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
曲
で
す
︒秋
の
竹
林
の
情
景
が
表
さ
れ
て
お

り
︑葉
ず
れ
の
か
す
か
な
響
き
が
聴
こ
え
る
静

寂
か
ら
始
ま
り
︑や
が
て
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
力

強
い
展
開
と
な
り
︑再
び
静
か
で
清
ら
か
な
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
に
︒琵
琶
の
音
色
の
繊
細
な
余
韻
︑

柔
ら
か
さ
︑勇
ま
し
さ
︑全
て
が
詰
ま
っ
て
い

ま
す
︒琵
琶
と
い
う
楽
器
を
熟
知
さ
れ
て
い
る

牧
野
先
生
が
︑そ
の
音
色
の
魅
力
を
余
す
と
こ

ろ
な
く
引
き
出
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
曲
だ

と
思
い
ま
す
︒

様
々
な
琵
琶
の
曲
が
あ
る
中
で
︑演
奏
す
る

側
と
し
て
は
ト
ップ
レ
ベル
の
難
曲
と
い
え
る
で

し
ょ
う
︒私
が
初
め
て
こ
の
曲
を
演
奏
し
た
の
は

東
京
藝
大
の
学
園
祭
の
時
︒今
ま
で
出
し
た
こ

と
の
無
い
よ
う
な
高
い
音
を
出
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
︑弦
を
押
さ
え
る
指
の
肉
が
割
れ
る
か
と

思
う
く
ら
い
に
真
っ
赤
な
線
が
つ
き
ま
し
た
︒

音
作
り
す
る
の
が
と
て
も
難
し
く
︑そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
︑弾
け
た
時
の
達
成
感
が
大
き
い
曲

で
す
ね
︒弾
き
終
わ
っ
た
後
は
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
っ

て
燃
え
尽
き
ま
す
が︵
笑
︶︒

演
奏
を
聴
か
れ
る
方
に
は
︑純
粋
に
音
色
の

美
し
さ
︑多
様
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
ね
︒ぜ
ひ
︑琵
琶
に
対
す
る
ご
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
を
上
書
き
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
︒と
い
う
の
も
以
前
︑あ
る
年
配
の
ご
婦
人

か
ら
︑﹁
私
︑琵
琶
が
嫌
い
な
の
︒子
ど
も
の
こ
ろ

映
画
を
観
て
︑そ
の
時
の
琵
琶
の
音
が
怖
か
っ

た
の
で
﹂と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
︒

そ
れ
が
心
に
引
っ
か
か
っ
て
い
ま
し
た
︒も
ち
ろ

ん
︑﹃
耳
な
し
芳
一
﹄の
世
界
も
琵
琶
の
一
つ
の

側
面
で
は
あ
り
ま
す
が
︑そ
れ
だ
け
で
は
な
い

ん
で
す
よ
︑と
言
い
た
く
て
︒そ
れ
で
︑学
校
で

出
張
授
業
や
公
演
を
す
る
際
は﹁
琵
琶
っ
て
こ

ん
な
に
楽
し
い
楽
器
で
す
よ
︒﹂﹁
き
れ
い
な
音

色
な
の
よ
﹂﹁
か
っ
こ
い
い
奏
法
で
し
ょ
う
？
﹂と

伝
え
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
︒高
校
生
か

ら﹁
琵
琶
っ
て
ロッ
ク
で
す
ね
！
﹂と
感
想
を
も

ら
っ
た
時
は
︑意
外
過
ぎ
る
表
現
だ
っ
た
の
で

び
っ
く
り
し
ま
し
た
が
︑本
人
の
感
性
に
先
入

観
な
く
響
い
た
の
だ
と
思
う
と
嬉
し
か
っ
た
で

す
ね
︒

取
材・文・イ
ラ
ス
ト
／
尾
花 

知
美

︵
月
刊﹃
江
戸
楽
﹄編
集
部
︶

琵
琶
の
ル
ー
ツ
や

成
り
立
ち
は
様
々

な
が
す
と
も
か
　

『
仲
秋
詩
抄
』

薩
摩
琵
琶お

話
／
長
須
与
佳
さ
ん

琴
古
流
尺
八
と
薩
摩
琵
琶
を
小
学
校
四
年
生
よ
り
始

め
る
。東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
邦
楽
科
卒
業
。

N
H
K
邦
楽
技
能
者
育
成
会
四
十
五
期
修
了
。第
九

回
長
谷
検
校
記
念
く
ま
も
と
全
国
邦
楽
コ
ン
ク
ー
ル

第
一
位
最
優
秀
賞・文
部
科
学
大
臣
賞
奨
励
賞
受
賞
。

第
二
十
八
回
茨
城
県
新
人
演
奏
会
奨
励
賞
受
賞
。平

成
二
十
年
茨
城
県
那
珂
市
よ
り『
ふ
る
さ
と
大
使
』を

拝
命
。現
在
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
世
界
各
国
で
の
公
演
や

国
内
の
学
校
訪
問
等
を
積
極
的
に
行
う
。

長
須
与
佳

ち
ゅ
う
し
ゅ
う
し
し
ょ
う

琵
琶
の
魅
力
が

詰
ま
っ
た
名
曲

た
だ
よ
し

ゆ
た
か

ば
ち
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ジ
ャ
ズ
の
持
つ
ビ
ー
ト
︑音
階
︑奏
法
︑ア
ド
リ

ブ
な
ど
に
魅
入
ら
れ
︑可
能
性
を
見
出
し
た
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話

クラシックとジャズをめぐる紀尾井ホール公演

クァルテットの饗宴2022
エベーヌ弦楽四重奏団

共催：株式会社メロス・アーツ・マネジメント

6/16
 

19：00
木

CLASSICプログラム

6/17
 

19：00
金

CLASSIC＋JAZZプログラム

※公演開催についての最新情報は紀尾井ホールウェブサイトをご確認ください。

　﹁
ジャ
ズ
と
ク
ラ
シッ
ク
﹂の
関
係
は
古
く
︑そ
れ

ぞ
れ
作
品
や
演
奏
に
互
いの
要
素
を
取
り
込
む

な
ど
リ
スペク
ト
し
合ってい
る
︒例
え
ば﹁
バッハと

ジャ
ズ
﹂とい
う
テ
ーマだ
け
で
も
︑ス
ウィン
グ
ル・シ

ン
ガ
ー
ズ
や
オ
イ
ゲン・キ
ケロ・ト
リ
オ
︑ジョン・ル

イ
ス
︑ブ
ラッ
ド・メル
ド
ー
ら
を
ト
ピック
にコラ
ム

が
書
け
て
し
ま
う
ほ
ど
︒そ
こ
で
本
稿
で
は
20
世

紀
の
ほ
ん
の
一
部
を
中
心
に
ご
紹
介
し
たい
︒

2
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
目
を
向
け
た

ジ
ャ
ズ

ベニー・グッドマン

ジョージ・ガーシュウィン
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冒頭では2022年度『明日への扉』の出演者インタビューをお届けし
ています。フレッシュな彼らの活躍と新緑が芽吹く季節が重なり、これ
からの公演が楽しみな内容となりました。そして、今号の表紙を飾っ

ているのは、紀尾井ホール所有のアトリエ・フォン・ナーゲル社製フレンチ二段鍵盤のチェ
ンバロです。紀尾井ホールで撮影を行い間近でチェンバロを見る絶好の機会になりまし
た。可憐な音色の奏で方を調べたところ撥弦楽器であることが分かりとても勉強になりま
した。ちなみにピアノは打弦楽器です。楽器の歴史や進化の奥深さをしみじみと感じた号と
なりました。（T）

編集
後記

『チェンバロとビバーナム・スノーボール』  今号の表紙

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》 Ａ.ランゲ＆ゾーネ／日鉄ソリューションズ／三菱商事／三菱地所
《みやび会員》 伊藤忠商事／大島造船所／ＫＤＤＩ／商船三井／菅原／住友商事／日本郵船／丸紅／
 三井住友銀行／三井物産／三井不動産／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／きらぼし銀行／高砂熱学工業／竹中工務店／山下設計
《みどり会員》 青鬼運送／赤坂維新號／赤坂 エクセルホテル東急／今治造船／ヴォートル／エーケーディ／ 
 ＮＴＴドコモ／荏原冷熱システム／鹿島建設／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／
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン／三井住友信託銀行／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／淺見 恵／足立友子／石崎智代／磯部治生／伊藤眞理子／井上善雄／
植竹浩樹／大垣尚司／大久保なほ子／太田清史／大久みどり／岡田章一／小川 保／片山國正／片山能輔／
加藤巻恵／神谷昌孝／菊池恒雄／木谷 昭／久保祐子／栗山信子／河野紗妃／坂詰貴司／佐久間庸行／
佐部いく子／清水 正／清水多美子／清水康子／白土英明／鈴木 亮／高下謹壱／武上由佳／田中 進／
外山雄三／中塚一雄／中西達郎／中村健司／名取正夫／西村剋美／原田清朗／日原洋文／北條哲也／
堀川将史／牧本惠美子／松枝 力／松本美恵／丸井正樹／簑輪永世／宮島正次／宮原 薫／宮本信幸／
陸田 実／村上喜代次／持留宗一郎／八木一夫／八木晶子／山内寿実／吉峯裕毅／渡辺弘次
ほか匿名34名　計181口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      (2022年4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

紀尾井ホール室内管弦楽団
2022年度シーズンメンバー、若手指揮者研修生

釜石市より感謝状を
いただきました

　2022年度から小・中・高校生を無料招待する新たな「紀尾井みらいシート」制度を始めています。 
　紀尾井ホール、紀尾井小ホールの多彩な主催公演のラインナップから興味のある音楽を自由に選び、体験できる機会
を、若い世代の皆さんに提供します。生の演奏を聞くことで音楽への扉が開かれて、未来の音楽ファンや次世代の演奏
家誕生のお役に立てればと願っています。
対　　　　象 ： 小学１年生から高校3年生（保護者とのペアでご招待）
 　高校生は保護者の承諾書提示で本人のみの申込も可
ご招待座席数 ： 洋楽・オーケストラ5組10名様　邦楽3組6名様
募 集 期 間 ： 各公演のチケット発売日の正午から公演の1か月前の正午まで
当 選 通 知 ： 公演のおよそ3週間前ごろ
応 募 方 法 ： https://kioihall.jp/kioimiraiseat
 　上のURLからお申込みください。応募はウェブサイトの応募フォーム
 　からのみ受付けます。応募者多数の場合は抽選となります。
2022年度公演 ： 洋楽・14公演　オーケストラ・11公演　邦楽・9公演（前期は5公演）

2022年4月よりスタート「紀尾井みらいシート」

［協力］  花／hanadouraku

　若手演奏家を育成する「紀尾井ホール室内管弦楽団シーズン・メンバー」として、2022
年4月から1年間、ヴァイオリンの富井ちえり、堀内星良、ヴィオラの栗林衣李が活動します。
　また「若手指揮者育成支援 研修生」として、同じく1年間、指揮の石井裕望が研修を開始
します。どうぞ温かく見守ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。

　2013年から2015年の3回に亘り紀
尾井ホール室内管弦楽団（当時は紀尾
井シンフォニッタ東京）は、東日本大震
災の復興支援の一環として岩手県、福
島県、宮城県を訪問し地域の皆さま、学
生さんに演奏のレッスンやミニコン
サートを行なってきました。このたび訪
問先の釡石市
よりこの支援
活動に対して
感謝状が贈ら
れました。

富井ちえり 堀内星良 栗林衣李 石井裕望

バロック音楽の鍵盤楽器といえばオルガンかチェンバロ。この時代の代表的作曲
家ヨハン・ゼバスティアン・バッハは鍵盤楽器の名手として有名ですね。バッハは
チェンバロを弾きながら自らの作曲法を確立していきました。チェンバロの音色
にゆらゆらと揺れている花はビバーナム・スノーボール。若葉の頃には緑色の花
が咲き始め少しずつ白に変化し最後は、純白の雪玉のように見えることからス
ノーボールと名付けられました。

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／NST日本鉄板／NS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／
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／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／日鉄鋼線／日鉄鋼板／
日鉄興和不動産／日鉄ステンレス／日鉄精鋼／日鉄精密加工／
日鉄総研／日鉄ソリューションズ／日鉄テックスエンジ／日鉄ドラム／
日鉄物産／日鉄物流／日鉄物流君津／日鉄物流八幡／
日鉄保険サービス／日鉄ボルテン／日鉄溶接工業／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／
幕張テクノガーデン／松菱金属工業／三島光産／宮崎精鋼／
吉川工業／ワコースチール
日本製鉄　           　　　　　　　　　（2021年度、匿名一社除く）

せいら え  り ゆ  み
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フォトレポート 最近の公演から

2.11（金）・12（土）　 紀尾井ホール室内管弦楽団  第129回定期演奏会

アンケート
より

2度の延期を経て行われた
小林壱成さんの演奏会。ク
ラシックからタンゴまで幅
広いプログラムでお楽しみ
いただきました。

2.27（日）　 「伊賀越道中双六 岡崎の段」  竹本千歳太夫×豊澤富助

太夫、三味線とも演奏がす
ばらしかったです。特に90
分の長時間、一組の太夫三
味線で、最後まで声や音が
衰えることなく演奏されたこ
とに感動しました。

2.16（水）　 紀尾井 明日への扉  第30回 小林壱成（ヴァイオリン）

アンケート
より

明るく軽やかでいながら、低弦の十分に利い
た充実の響きのモーツァルト、一瞬《ばらの騎
士》ではないかと思わせたシュトラウス。古典
との響きの対比も見事。溌剌として、若きベー
トーヴェンの自己への期待と意気込みが伝
わって来る2番。芯のある響き、軽妙なニュアン
スもあり、申し分ない。指揮者の実力と経験か
らくる熟達さは素晴らしい。オケがコロナを経
て力強さを増した。今後が楽しみ。

《紀尾井レジデント・シリーズ》始動☆彡
葵トリオの「いま」を聞く

紀尾井友の会  ファイナル・イベント <2>
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3月14日（月）に、「紀尾井レジデント・シリーズ」の開
幕を飾る葵トリオを迎えて、演奏を交えたトークイベ
ントを開催しました。メンバーの小川響子さん（Vn）、
伊東 裕さん（Vc）、秋元孝介さん（Pf）に、これから3年
間の意気込みや日ごろのプライベートなことまでたく
さんお話を伺いました。ミレニアル世代3人の演奏に
対する向き合い方や、それぞれの個性を身近に感じ
た、あっという間のひと時でした。


