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源氏物語   6  夕顔    7  女三宮と柏木 　

連載

歌舞伎をめぐる音楽のことごと  第四回

歌舞伎と三曲

クラシック音楽のテーマに基づく3つの話

イザイをめぐる3話
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に
正
室
と
な
っ
た
女
性
で
す
︒
源
氏
と
は
二
十

五
歳
ほ
ど
の
年
齢
差
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
女

三
宮
を
恋
い
慕
い
︑
抑
え
き
れ
な
い
思
い
を
遂

げ
て
し
ま
う
の
が
柏
木
で
す
︒
柏
木
と
の
不
義

の
子
を
産
ん
だ
女
三
宮
は
︑
罪
の
意
識
か
ら
衰

弱
し
︑
苦
悩
の
末
に
出
家
の
道
を
選
び
ま
す
︒

　
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
︑さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の

作
品
を
︑多
彩
な
演
出
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
︒

　
第
六
回
﹁
夕
顔
﹂
で
は
︑
三
曲
合
奏
に
よ
る

︿
う
た
語
り
﹀﹁
夕
顔
﹂
︑
箏
組
歌
﹁
須
磨
﹂
と

﹁
扇
の
曲
﹂
︑
清
元
﹁
源
氏
物
語 

夕
顔
の
巻
﹂

の
四
つ
の
作
品
を
お
聴
き
い
た
だ
き
ま
す
︒

　
︿
う
た
語
り
﹀
は
︑
朗
読
と
地
歌
の
名
作

﹁
夕
顔
﹂を
組
み
合
わ
せ
る
珠
玉
の
演
出
で
す
︒

箏
組
歌
は
︑静
謐
な
響
き
を
魅
力
と
す
る
箏
曲

の
原
点
で
︑
複
数
の
歌
を
組
み
合
わ
せ
て
歌
い

ま
す
︒﹁
須
磨
﹂
と
﹁
扇
の
曲
﹂
に
は
︑﹁
夕

顔
﹂の
物
語
を
踏
ま
え
た
歌
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
︒
今
回
の﹁
扇
の
曲
﹂は
︑
間
奏
﹁
銀
の
調
﹂

を
含
む
特
殊
な
構
成
で
演
奏
さ
れ
ま
す
︒
清
元

﹁
源
氏
物
語 

夕
顔
の
巻
﹂は
︑平
成
七
年
に
歌

舞
伎
舞
踊
の
曲
と
し
て
初
演
さ
れ
た
作
品
で
す
︒

今
回
は
︑純
粋
な
音
楽
作
品
と
し
て
再
編
成
し
︑

箏
も
加
え
た
演
出
で
ご
紹
介
し
ま
す
︒

　
第
七
回
﹁
女
三
宮
と
柏
木
﹂
で
は
︑
地
歌
の

人
気
曲
で
大
曲
の
三
曲
合
奏
﹁
新
青
柳
﹂
︑
箏

組
歌
﹁
薄
衣
﹂
︑
宮
城
道
雄
作
曲
の
歌
舞
伎
音

楽
﹁
源
氏
物
語
﹂
を
ご
紹
介
し
ま
す
︒

※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。
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音
楽
で
つ
づ
る
文
学

　
﹁
音
楽
で
つ
づ
る
文
学
﹂
は
︑
音
楽
と
文
学

が
結
び
つ
い
て
織
り
な
す
豊
か
な
表
現
を
お
楽

し
み
い
た
だ
く
シ
リ
ー
ズ
で
す
︒
第
一
回
か
ら

第
四
回
の
公
演
で
は
﹃
平
家
物
語
﹄
を
取
り
上

げ
ま
し
た
︒
昨
年
十
二
月
の
第
五
回
か
ら
﹃
源

氏
物
語
﹄
を
取
り
上
げ
︑
テ
ー
マ
は
﹁
葵
上
と

六
条
御
息
所
﹂で
し
た
︒

　
今
回
ご
紹
介
す
る
第
六
回
と
第
七
回
も
︑
前

回
に
引
き
続
き
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
女

性
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
︒
第
六
回
は
﹁
夕
顔
﹂
︑

第
七
回
は
﹁
女
三
宮
﹂で
す
︒

　
平
安
時
代
中
期
に
生
ま
れ
た
﹃
源
氏
物
語
﹄

は
︑
文
学
︑
音
楽
︑
美
術
︑
演
劇
︑
映
画
︑マ
ン

ガ
︑
ア
ニ
メ
な
ど
︑
多
く
の
分
野
に
影
響
を
与

え
て
き
ま
し
た
︒
来
年
の
一
月
か
ら
は
︑﹃
源
氏

物
語
﹄
の
作
者
︑
紫
式
部
︵
生
没
年
不
詳
︶
の

夕
顔

源
氏
物
語

　
﹁
新
青
柳
﹂
と
﹁
薄
衣
﹂
は
︑
六
条
院
の
蹴

鞠
の
催
し
の
折
に
︑
猫
の
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て

柏
木
が
女
三
宮
の
姿
を
目
に
す
る
有
名
な
場
面

︵
図
２
︶
を
歌
い
ま
す
︒﹁
薄
衣
﹂
は
︑
珍
し
い

八
橋
流
の
伝
承
に
よ
る
も
の
で
す
︒
宮
城
道
雄

作
曲
の
歌
舞
伎
音
楽
﹁
源
氏
物
語
﹂
は
︑
昭
和

二
十
六
年
に
初
演
さ
れ
︑
そ
の
後
改
訂
増
補
さ

れ
た
舟
橋
聖
一
脚
色
の
歌
舞
伎
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
た
め
の
作
品
で
す
︒
今
回
は
︑
昭
和
二
十
九

年
に
﹃
源
氏
物
語
︵
第
三
部
︶
﹄
と
し
て
上
演

さ
れ
た
女
三
宮
と
柏
木
に
関
連
す
る
場
面
の
音

楽
を
︑
朗
読
も
加
え
て
再
構
成
し
た
演
出
で
ご

紹
介
し
ま
す
︒ど
う
ぞ
︑お
楽
し
み
に
︒

文
／
野
川
美
穂
子

︵
紀
尾
井
ホ
ー
ル 

邦
楽
専
門
委
員
︶

生
涯
を
描
く
大
河
ド
ラ
マ
﹁
光
る
君
へ
﹂
の
放

送
が
始
ま
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
多
く
の
人

に
愛
さ
れ
て
い
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
世
界
を
︑

さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
と
と
も
に
︑
ご
堪
能
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
︒

　
﹁
夕
顔
﹂
は
︑
光
源
氏
が
十
七
歳
の
と
き
に

出
会
っ
た
女
性
で
す
︒
あ
る
年
の
夏
︑
乳
母
の

病
気
見
舞
い
に
出
か
け
た
源
氏
は
︑
隣
家
の
垣

根
に
咲
く
見
慣
れ
な
い
白
い
花
に
気
づ
き
ま
す
︒

そ
の
花
が
︑
女
性
の
名
前
に
も
な
っ
て
い
る

﹁
夕
顔
﹂
で
す
︒
夕
顔
の
花
の
縁
で
二
人
は
結

ば
れ
ま
す
が
︑
仲
秋
の
名
月
の
夜
︑
彼
女
は
物

の
怪
に
お
そ
わ
れ
︑
十
九
歳
の
短
い
生
涯
を
終

え
ま
し
た
︒

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
多
く
の
女
性
た

ち
の
な
か
で
も
︑
鮮
烈
な
印
象
を
残
し
て
消
え

る
薄
幸
の
女
性
が
﹁
夕
顔
﹂で
す
︵
図
１
︶
︒

　
い
っ
ぽ
う
︑﹁
女
三
宮
﹂
は
︑
光
源
氏
の
異
母

兄
・
朱
雀
院
の
皇
女
で
︑
源
氏
四
十
歳
の
と
き

薄
幸
の
女
性「
夕
顔
」と

苦
悩
の
女
性「
女
三
宮
」

［演目］
お話 野川美穂子

地歌〈うた語り〉源氏物語より「夕顔」
  福田栄香（歌・三絃・語り）
  大嶋敦子（箏）、清野樹盟（尺八）
箏組歌「須磨」「扇の曲」
  芦垣美穗（箏）  ほか
清元「源氏物語  夕顔の巻」
  清元志寿子太夫（浄瑠璃）
  清元菊輔（三味線）
  川瀬露秋（箏）ほか

［図1］ 鈴木春信筆「見立源氏夕顔」
 （東京国立博物館所蔵）
 出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp）

物
語
の
世
界
を
昇
華
さ
せ
る

多
様
な
音
楽

女
三
宮
と
柏
木

2/29
 

18：30

2024

木

７ ６

［図2］ 「源氏物語絵色紙帖 若菜上 詞菊亭季宣」
 （京都国立博物館所蔵）
 出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp）

 7   女三宮と柏木

せ
い
ひ
つ

し
ら
べ

こ
と
く
み
う
た

［演目］
お話 野川美穂子

宮城道雄作 歌舞伎音楽「源氏物語」
若菜～柏木～幻
　紺野美沙子（朗読）、深海あいみ（箏）ほか
箏組歌「薄衣」
　てん・仁智（箏）
地歌「新青柳」
　藤本昭子（三絃）
　平野裕子（箏）
　善養寺惠介（尺八）
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歌
舞
伎
の
演
目
で
女
方
三
人
が
主
役
の
芝
居

に﹁
加
賀
見
山
旧
錦
絵
﹂が
あ
り
ま
す
︒こ
れ
は

下
谷
の
医
者
容
楊
黛
が
加
賀
藩
の
お
家
騒
動
を

人
形
浄
瑠
璃
に
仕
組
ん
だ
も
の
で
︑悪
人
の
局

岩
藤
に
苛
め
抜
か
れ
草
履
で
面
を
打
た
れ
た
中

老︵
重
役
︶尾
上
が
自
害
︑召
使
の
お
初
が
主
人

の
仇
を
討
ち
ま
す
︒奥
庭
の
仇
討
で
は
箏
曲
を

ア
レ
ン
ジ
し
た﹁
六
段
の
合
方
﹂や﹁
八
千
代
獅

子
﹂が
黒
御
簾
で
演
奏
さ
れ
ま
す
︒

　
日
本
の﹁
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
﹂と
い
え

ば
︑近
松
半
二
の
最
高
傑
作﹁
妹
背
山
婦
女
庭

訓
﹂の
通
称﹁
山
の
段
﹂︵
吉
野
川
︶︒操
に
殉
じ
た

娘
の
首
が
雛
の
節
句
の
道
具
に
納
め
ら
れ
対
岸

へ
嫁
入
り
す
る
場
面
で
は
︑義
太
夫
に
合
わ
せ
て

箏
が
弾
か
れ
ま
す
︒森
鷗
外
の
短
編
小
説
を
宇

野
信
夫
が
脚
色
し
た﹁
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
﹂で

は
︑運
命
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
老
夫
婦
の
三

十
数
年
ぶ
り
の
再
会
を
︑箏
の
音
色
が
包
み
ま

す
︒雅
な
音
色
と
ハ
ー
プ
の
よ
う
な
華
麗
な
る
ア

ル
ペ
ジ
オ
が
そ
れ
ぞ

れ
の
場
面
を
彩
っ
て

い
ま
す
︒

　

筝
は
久
留
米
の

僧
︑賢
順︵
１
５
３
４

~
１
６
２
３
︶の﹁
筑

紫
箏
﹂に
始
ま
り
︑

八
橋
検
校︵
１
６
１

４
~
１
６
８
５
︶が

三
味
線
の
音
階
を

取
り
入
れ
て
完
成
︒

﹁
六
段
の
調
べ
﹂は
彼

の
代
表
作
で
す
︒そ

の
孫
弟
子
︑京
の
生

田
検
校︵
１
６
５
６

~
１
７
１
５
︶は
︑﹁地

歌
﹂と
箏
の
合
奏
を
確
立
し
ま
し
た
︒江
戸
の
山
田

検
校︵
１
７
５
７
~
１
８
１
７
︶は
︑長
唄
や
河
東

節
な
ど
江
戸
の
音
楽
を
加
味
し
山
田
流
箏
曲
を

つ
く
り
︑江
戸
っ
子
の
趣
味
に
合
っ
た
芸
風
で
一

世
を
風
靡
︑湯
屋
で
美
声
を
聴
か
せ
た
伝
説
が

あ
り
ま
す
︒

　
箏
曲
と
地
歌
に
胡
弓
ま
た
は
尺
八
が
加
わ
っ

た
演
奏
を﹁
三
曲
合
奏
﹂と
呼
び
ま
す
が
︑近
世
ま

で
に
盲
人
の
音
楽
集
団﹁
当
道
座
﹂の
な
か
で
洗

練
さ
れ
︑地
歌
が
合
奏
の
中
心
と
な
り
ま
し
た
︒

三
味
線
は
琉
球
か
ら
伝
来
し
た
楽
器
を
︑当
道

座
の
大
家
︑石
村
検
校︵
１
５
６
２
~
１
６
４
２
︶

が
改
良
し
た
も
の
で
三
絃
と
呼
ば
れ
ま
す
︒歌

舞
伎
の﹁
長
唄
﹂の
先
祖
も﹁
地
歌
﹂で
︑十
八
世

紀
前
半
ま
で
は
舞
台
に
盲
人
の
演
奏
家
も
出
演

し
て
い
ま
し
た
︒

 　
弓
で
弦
を
擦
る
楽
器
︑胡
弓
は
石
村
検
校
や

﹁
六
段
の
調
べ
﹂を
作
曲
し
た
八
橋
検
校
に
よ
っ

て
工
夫
さ
れ
ま
し
た
︒歌
舞
伎
で
は﹁
伊
勢
音

頭
﹂︑﹁
御
所
五
郎
蔵
﹂︑﹁
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
﹂な

ど
の﹁
縁
切
り
﹂や﹁
愛
想
尽
か
し
﹂︑﹁
沼
津
﹂の
千

本
松
原
︑﹁
加
賀
見
山
再
岩
藤
﹂の
鳥
居
又
助
の

腹
切
の
よ
う
な
悲
痛
な
場
面
で
演
奏
さ
れ
ま
す
︒

　
尺
八
は
七
世
紀
後
半
に
中
国
か
ら
伝
来
し
︑

禅
宗
の
楽
器
と
な
っ
て
虚
無
僧
が
吹
き
ま
し
た
︒

虚
無
僧
に
は
関
所
通
行
の
自
由
が
あ
っ
た
の
で
︑

犯
罪
者
や
浪
人
が
隠
れ
蓑
に
し
ま
し
た
︒岡
本

綺
堂
作
の﹁
虚
無
僧
﹂に
は
不
穏
な
集
団
が
描
か

れ
て
い
ま
す
︒侠
客
が
尺
八
を
腰
に
差
し
て
喧

嘩
の
道
具
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒ご
存
じ

歌
舞
伎
の﹁
助
六
﹂で
は
︑花
道
へ
登
場
す
る
出

端
の
前
に
揚
幕
の
中
か
ら
尺
八
が
聴
こ
え
ま
す
︒

歌
舞
伎
と

　
　
　
三
曲

﹁
御
所
五
郎
蔵
﹂

も
同
じ
く
男
伊

達
で
す
︒尺
八

は
独
奏
曲
が
多

く
瞑
想
的
で
す
︒

﹁
仮
名
手
本
忠

臣
蔵 

九
段
目
﹂

で
は
︑命
を
捨

て
る
覚
悟
の
加

古
川
本
蔵
が
虚

無
僧
の
姿
で

﹁
鶴
の
巣
籠
り
﹂

を
吹
き
ま
す
︒

　
三
味
線
︑琴
︑

胡
弓
の
三
曲
を

傾
城
が
舞
台
で

演
奏
す
る﹁
阿
古

屋
の
琴
責
め
﹂で

は
︑女
方
に
演
技

と
同
様
に
高
度

な
演
奏
能
力
が

求
め
ら
れ
ま
す
︒

　

昭
和
以
降
︑

三
曲
は﹁
鶴
寿

千
歳
﹂︑﹁
黒
塚
﹂

な
ど
歌
舞
伎
舞
踊
の
音
楽
に
も
な
り
︑ま
た

﹁
源
氏
物
語
﹂︑﹁
平
家
蟹
﹂︑﹁
天
守
物
語
﹂な
ど

の
伴
奏
音
楽
を
担
う
な
ど
新
し
い
歴
史
を
重

ね
て
い
ま
す
︒

文
／
岡
崎
哲
也

︵
松
竹
株
式
会
社
常
務
取
締
役
／

東
京
交
響
楽
団 

理
事
長
︶

第
四
回

そ
う
き
ょ
く

い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い

き
ん

か
と
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う
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よ
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ぼ
ね
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ゅ
う

ろ
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「壇浦兜軍記 阿古屋」2021年10月名古屋御園座（阿古屋＝坂東玉三郎）

箏、三絃、尺八で演奏する三曲合奏（2017年6月3日「川瀬順輔をきく会」より）

さ
ん
げ
ん

こ
す

い
せ
お
ん

ご
し
ょ
の
ご
ろ
ぞ
う

ど

え
ん
き

こ
む
そ
う

あ
い
そ
づ か

ご
つ
る
べ
さ
と
の
え
い
ざ
め

で

は

せ
ん
ざ
い

か
が
み
や
ま
ご
に
ち
の
い
わ
ふ
じ

し
ご
と

つ
く

か

こ
が
わ
ほ
ん
ぞ
う

す
ご
も

け
い
せ
い

か
く
じ
ゅ

© 松竹



06紀 尾 井だより 1 6 2 号  1 1 月 ●  1 2 月

　
﹁
太
っ
た
紳
士
﹂は
ジ
ャ
ッ
ク・テ
ィ
ボ
ー︵
１

８
８
０
~
１
９
５
３
︶の
回
想
録﹃
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
は
語
る
﹄に
登
場
す
る
人
物
で
す
︒大
変
な
巨

漢
で
︑大
皿
料
理
を
ど
れ
も
半
分
く
ら
い
一
人
で

た
い
ら
げ
て
し
ま
い
ま
す
︒い
っ
ぽ
う
︑ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
の
腕
前
は
お
そ
ろ
し
く
見
事
︒勇
敢
に

も
ジ
ャ
ッ
ク
少
年
は
彼
の
前
で
ヴ
ィ
エ
ニ
ャ
フ

ス
キ
の
協
奏
曲
を
弾
く
の
で
す
が
︑﹁
太
っ
た
紳

士
﹂は﹁
伴
奏
﹂と
称
し
て
︑オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

パ
ー
ト
を
︑す
べ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
一
挺
で
再
現

し
て
み
せ
ま
す
︒

　
さ
な
が
ら
魔
神
の
よ
う
な
こ
の
音
楽
家
こ
そ
︑

ウ
ジ
ェ
ー
ヌ・イ
ザ
イ︵
１
８
５
８
~
１
９
３
１
︶

で
し
た
︒ジ
ャ
ッ
ク
少
年
の
演
奏
が
気
に
入
っ
た

イ
ザ
イ
は
︑そ
の
後
も
折
に
触
れ
て
彼
と
連
絡

を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

　
こ
の
回
想
録
の
記
述
で
面
白
い
の
は﹁
ご
ち
そ

う
を
た
く
さ
ん
食
べ
た
あ
と
だ
か
ら
弾
け
な
い
﹂

と
主
張
す
る
テ
ィ
ボ
ー
に
対
し
て
︑イ
ザ
イ
が﹁
む

し
ろ
今
こ
そ
弾
く
べ
き
だ
﹂と
反
論
す
る
点
で
す
︒

た
く
さ
ん
食
べ
れ
ば
︑そ
れ
だ
け
よ
い
演
奏
が
で

き
る
か
の
よ
う
な
理
屈
で
す
が
︑じ
つ
は
ジ
ョ
ル

ジ
ュ・エ
ネ
ス
コ︵
１
８
８
１
~
１
９
５
５
︶も
︑似

た
よ
う
な
思
い
出
を
語
っ
て
い
ま
す
︒コ
ン
サ
ー

ト
で
の
イ
ザ
イ
の
演
奏
に
感
激
し
て
楽
屋
を
訪

ね
た
際
︑エ
ネ
ス
コ
は
彼
か
ら
︑次
の
よ
う
に
声

を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
︒

　
﹁
小
さ
な
エ
ネ
ス
コ
よ
︑歳
を
と
っ
た
と
き
に

私
の
よ
う
に
弾
き
た
い
の
な
ら
︑食
事
を
う
ん
と

と
り
な
さ
い
！
﹂

　
食
べ
物
に
限
ら
ず
︑気
に
入
っ
た
も
の
は
ど
ん

ど
ん
自
分
の
中
に
取
り
込
ん
で
ゆ
く
積
極
性
が

イ
ザ
イ
に
は
あ
り
ま
し
た
︒演
奏
家
と
し
て
の

彼
が
︑フ
ラ
ン
ク
の︽
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン・ソ
ナ
タ
︾

や
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の︽
弦
楽
四
重
奏
曲
︾な
ど
︑同

時
代
の
音
楽
の
初
演
を
数
多
く
手
が
け
た
こ
と

は
︑よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
す
︒

　
勢
い
あ
ま
っ
て
︑作
曲
家
の
仕
事
に
介
入
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒有
名
な
の
は

シ
ョ
ー
ソ
ン
の︽
詩
曲
︾の
ケ
ー
ス
で
す
︒も
と
も

と
シ
ョ
ー
ソ
ン
は
こ
の
曲
を
イ
ザ
イ
の
依
頼
で

書
き
始
め
た
の
で
す
が
︑独
奏
パ
ー
ト
に
つ
い
て

は
依
頼
者
自
身
の
手
で
後
か
ら
加
筆
さ
れ
た
部

分︵
重
音
奏
法
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
︶も
多
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
︒関
与
の
大
き
さ
は
︑晩

年
の
イ
ザ
イ
が
公
開
レ
ッ
ス
ン
で︽
詩
曲
︾を

扱
っ
た
際
︑生
徒
に
次
の
よ
う
に
声
を
か
け
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
も
︑う
か
が
え
る
で
し
ょ
う
︒

　
﹁
君
は
本
当
に
彼︹
シ
ョ
ー
ソ
ン
︺が
こ
の
カ
デ

ン
ツ
ァ
を
自
力
で
書
け
た
と
思
う
の
か
い
？
﹂

　
シ
ョ
ー
ソ
ン
の︽
詩
曲
︾の
例
が
よ
く
示
す
よ

う
に
︑重
音
奏
法
は
数
あ
る
イ
ザ
イ
の
得
意
技

の
中
で
も
︑最
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
し
た
︒ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
の
弦
は
４
本
の
は
ず
な
の
に
︑晩
年
の

自
作︽
無
伴
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン・ソ
ナ
タ︵
全
６

曲
︶︾で
は
︑５
音
や
６
音
か
ら
な
る
和
音
が
い
く

つ
も
出
て
き
ま
す
︒指
を
押
さ
え
直
し
な
が
ら
︑

和
音
を
ポ
ロ
ロ
ン
と
く
ず
し
て
弾
け
ば
︑確
か
に

こ
れ
は
演
奏
可
能
で
す
が
︑こ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

あ
え
て
多
用
す
る
こ
と
で
︑彼
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

音
楽
の
可
能
性
を
一
段
階
押
し
広
げ
よ
う
と
し

た
よ
う
に
見
え
ま
す
︒

1
良
い
演
奏
は
食
事
に
あ
り
？

　
ま
さ
に
作
り
手
自
身
の
演
奏
技
術
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
成
り
立
つ
よ
う
な
音
楽
で
す
が
︑面
白

い
こ
と
に
イ
ザ
イ
本
人
は
こ
れ
ら
の
ソ
ナ
タ
を

人
前
で
演
奏
し
て
い
ま
せ
ん
︒第
一
次
世
界
大
戦

の
勃
発︵
１
９
１
４
年
︶あ
た
り
を
境
に
︑演
奏
家

と
し
て
は
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
て
い
ま
し
た
し
︑何

よ
り
も
作
曲
当
時
ま
で
に
︑持
病
の
糖
尿
病
が

か
な
り
悪
化
し
て
い
た
た
め
で
す
︒

　
も
は
や
自
分
で
は
弾
け
な
い﹁
イ
ザ
イ
風
﹂の

音
楽
を
︑次
代
に
託
し
た
い
思
い
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
︒彼
は
テ
ィ
ボ
ー
や
エ
ネ
ス
コ
な
ど
︑自

分
と
つ
な
が
り
の
あ
る
若
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス

ト
６
人
に
そ
れ
ぞ
れ
一
曲
ず
つ
︑ソ
ナ
タ
を
献
呈

し
て
い
ま
す
︒一
風
変
わ
っ
た
音
楽
で
す
が
︑今

と
な
っ
て
は
失
わ
れ
た
魔
法
の
世
界
を
思
い
出

す
よ
す
が
と
し
て
︑か
え
っ
て
存
在
感
を
増
し
て

き
て
い
る
面
も
あ
る
よ
う
で
す
︒

文
／
太
田
峰
夫︵
音
楽
学
者
︶

3
次
代
に
託
さ
れ
た

６
つ
の
ソ
ナ
タ

　
卓
越
し
た
技
巧
と
音
楽
性
で
音
楽
界
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
イ
ザ
イ
︒多
く
の
音
楽
家

か
ら
そ
の
才
能
を
称
賛
さ
れ
た
彼
は
ど
の
よ
う

な
人
物
だった
の
で
し
ょ
う
︒

2
あ
ふ
れ
る
積
極
性

※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。

ミュンヘン・フィル コンサートマスター就任記念

イザイの集大成とも言うべき名曲
6つのソナタ全曲を通して聴く

紀尾井レジデント・シリーズ III
青木尚佳（第1回）

［出演］
青木尚佳（ヴァイオリン）

［曲目］
イザイ  無伴奏ヴァイオリン・ソナタ op.27
　第1番ト短調／第2番イ短調
　第3番ニ短調〈バラード〉／第4番ホ短調
　第5番ト長調／第6番ホ長調

イ
ザ
イ
を

　
　
　  

め
ぐ
る

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

　
　
テ
ー
マ
に
基
づ
く
3
つ
の
話

    
　
話
3

1883年に撮影されたウジェーヌ・イザイ

12/21
 

19：00
木
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今号の表紙 『サクソフォンと
   ポインセチア』  

［協力］  花／レ・ミルフォイユ・ドゥ・リベルテ 紀尾井町店
 サクソフォン／ドルチェ楽器

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》 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／鹿島建設／商船三井／菅原／住友商事／日本郵船／丸紅／
 三井住友銀行／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／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／浅沼雄二／淺見 恵／石崎智代／磯部治生／伊藤眞理子／井上善雄／
岩城宏斗司／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／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／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／小西美由紀／斎藤公善／
齋藤幸子／坂詰貴司／佐久間庸行／佐部いく子／澤田紀子／潮崎通康／柴田雅美／清水 正／清水多美子／
清水康子／白土英明／末岡明武／鈴木順一／鈴木 亮／高下謹壱／田中 進／戸田純也／外山雄三／
鳥居荘太／内藤基之／中塚一雄／中西達郎／中野洋子／中村健司／中山昌樹／名取正夫／原田清朗／
日原洋文／冬木寛義／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／宮田宜子／宮武悦子／宮原 薫／宮本信幸／陸田 実／村上喜代次／村上敏子／持留宗一郎／
八木一夫／八木晶子／矢田部靖子／山内寿実／山口 聡／横手 聡／渡邊一夫／渡辺弘次／渡辺由香里
ほか匿名46名　計243口  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          (202３年10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／NS建材薄板／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／
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／
日鉄総研／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／
日鉄物流君津／日鉄物流八幡／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           　　　　                 （2023年10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

通称「クリスマスフラワー」と言われるポインセチ
ア。大きな赤と緑の葉が印象的で、まちを彩るクリ
スマス飾りに大活躍します。オーケストラでサクソ
フォンが活躍する曲といえばビゼーの劇音楽《アル

ルの女》が有名ではないでしょうか。来年9月に開
催する紀尾井ホール室内管弦楽団第140回定期演
奏会では第1組曲・第2組曲を演奏します。

日本製鉄文化財団 主
催公演チケットTiP④

TiPのコーナーでは当財団主催公演チケットの「購入手続きの中でのヒント（Tips in Purchase）」
をご紹介していきます。

手数料はあまり払いたくないなぁ
…… どうしたらいいの？

カード決済・コンビニ発券をお選びください。カード決
済でお支払いいただくと、お客様が負担する決済手数
料はございません。クレジットカードによってはポイント
やマイルも貯まり、さらにお得になることも。チケットの
発券には、ファミリーマートとセブン-イレブンのいずれ
をご選択いただいてもシステム利用料、発券手数料は
例外なくかかります。コンビニ支払および口座振替（新
規受付停止中）では、1件（1回のご購入）ごとに決済手
数料がかかるので、カード決済がダンゼンお得です。

2024年1月に開催する「KCO名曲スペシャル ニューイヤー・コンサート2024」の公開リハーサ
ルを行います（無料）。普段なかなか観ることができない、指揮者とオーケストラの音楽づくりを
間近で体験できる貴重な機会。抜群の音響を誇る紀尾井ホールとKCOの卓越した演奏に触れ
てみませんか？どなたでもお申込みいただけます※。ふるってご応募ください。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。小学生は保護者が同伴でご来場ください。

日時 2024年1月24日（水）
 16:30～17:30（予定）
場所 紀尾井ホール
定員 400名
 （事前申込制、先着順、自由席）
【募集期間】
12月15日（金）～2024年1月15日（月）
■応募方法など、詳しくは紀尾井ホールウェブ
　サイトからご覧ください 2階バルコニー席からはこのようなアングルで観ることもできます。

天皇陛下と、ご案内する進藤孝生評議員会長

日鉄ソリューションズプレゼンツ

カード決済がおトクなんです

1997年4月の開館以来、395万人以上のお客さまにご来場いただいて
います。今後も末永く愛されるホールを目指し、開館30年を機に改修工
事を行います。これまで高く評価されているホールの音響や基本的な内
観はそのままに、より安全・快適な環境で音楽をお楽しみいただけるよ
う、舞台設備・客席の更新やバリアフリー対策など、設備のリニューアル
を行います。リニューアル後の紀尾井ホールにどうぞご期待ください。

［休館期間］ 2025年8月1日～2026年12月末（予定）
［対象施設］ 紀尾井ホール、紀尾井小ホールを含む建物全体

なお、紀尾井ホール室内管弦楽団 定期演奏会などの演奏会は休館中も
別の会場で開催する予定です。詳細は現在調整中です。

紀尾井ホール リニューアルに伴う
全館休館のお知らせ

天皇陛下が
紀尾井ホールにご来場KCO名曲スペシャル ニューイヤー・コンサート2024

公開リハーサルに先着400名様をご招待 ！

紀尾井ホール室内管弦楽団特別演奏会

6月5日に開催されたヴィオラスペース2023 vol.31
（主催：テレビマンユニオン）に天皇陛下が即位後
はじめて紀尾井ホールにご来場されました。
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公式 SNS で最新情報配信中

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

紀尾井
ホール

紀尾井ホール
室内管弦楽団

〒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

フォトレポート

公演の
最新情報などは

こちら

© 武藤章

7.14（金）・15（土） 紀尾井ホール室内管弦楽団
第１35回定期演奏会

冒頭のキラル《オラヴァ》から一気に
「トネッティ・ワールド」へ引き込まれ
ました。今回はオーストラリア室内管
弦楽団のスタイルと同様に、管楽器
も弦楽器（チェロを除く）も全プログラ
ムを立奏！ 生き生きとした演奏に、会
場から大きな拍手が送られました。 © TomokoHidaki

9.7（木）　邦楽探検 詞章の謎 File.4 長唄「娘道成寺」

9.22（金）・23（土）　  紀尾井ホール室内管弦楽団  第１36回定期演奏会

リハーサルから素晴ら
しい演奏・歌唱がホー
ル内に響き渡り、魂が
浄化されるような一週
間でした。ピノック指揮
のもと、ソリストの3名と
合唱、オーケストラ全員
が一体となって雄大で
幸福感に満ちた賛歌を
聴かせてくれました。 © 武藤章

© 堀田力丸

7.7（金）
紀尾井レジデント・シリーズ II
川口成彦（第2回） “協奏曲の宴～withブロードウッド（1800年頃）”

ピリオド楽器でさまざまな時代の作
品を聴いてみる、というコンセプトは、
予告ではピンと来なかったのですが、
会場で実際に音を聴いてたいへん
納得しました。作品の様式と楽器の
特性をどう繋ぐか、という奏者の取り
組みがよく伝わってきました。

アンケート
より

児玉さんの解説も大変興味深く、源
九郎さんの踊りながらの説明も解り
やすく腑に落ちました。また地方（長
唄・出囃子）も優れた方々が要に入
り、素踊りとは言え『娘道成寺』の世
界に入り込めました。講演（公演）内
容として満足です。

じかた

アンケート
より


