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Vol.169紀尾井 明日への扉 2025年度シーズンのご紹介
邦楽 明日への扉 第7回・第8回
連載
徳丸吉彦 山口智子 対談
邦楽をたのしもう！ （第4回）
［クラシック音楽のテーマに基づく3話］
ピアノデュオをめぐる3つの話
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そ
ん
な
二
人
が
今
回
演
奏
予
定
の︽
蜘
蛛
拍

子
舞
︾は
︑源
頼
光
と
そ
の
家
臣
の
四
天
王
た
ち

が
︑白
拍
子
妻
菊
に
化
け
た
女
郎
蜘
蛛
を
退
治

す
る
物
語
︒登
場
す
る
個
性
的
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
︑唄
方
が
そ
れ
ぞ
れ
う
た
い
わ
け
ま
す
︒

　
﹁
歌
舞
伎
専
従
の
演
奏
家
と
し
て
︑そ
の
色
が

出
せ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
演
奏
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
︒音
を
聴
い
て
い
る
だ
け
で
歌

舞
伎
の
絵
が
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
と
言
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
﹂

　
今
公
演
で
は
演
奏
だ
け
で
な
く
Ｍ
Ｃ
も
楽
し

み
の
ひ
と
つ
︒﹁
初
め
て
の
方
で
も
親
し
み
や
す

い
演
奏
会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
﹂︒歌
舞
伎
の

舞
台
と
は
ひ
と
味
違
っ
た
演
奏
家
の
素
顔
も
垣

間
見
ら
れ
そ
う
で
す
︒

平
家
、三
味
線
、胡
弓
、箏
の
持
ち
味
を

　
か
つ
て
盲
目
の
琵
琶
法
師
が﹁
平
家
物
語
﹂に

節
を
つ
け
て
語
っ
た﹁
平
家
﹂︒そ
の
琵
琶
法
師
た

ち
が
江
戸
時
代
に
な
る
と
三
味
線
や
箏
︑胡
弓

の
音
楽
を
手
が
け
︑地
歌
箏
曲
家
と
し
て
活
躍

し
ま
す
︒と
は
い
え
自
分
た
ち
の
音
楽
の
原
点

は﹁
平
家
﹂と
考
え
伝
承
し
て
い
き
ま
す
が
︑時

代
の
流
れ
と
と
も
に
そ
の
伝
統
も
失
わ
れ
て
き

ま
し
た
︒危
機
的
状
況
の
な
か
立
ち
上
げ
ら
れ

た
平
家
伝
承
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
２
０
１
５
年
か

ら
参
加
す
る
日
𠮷
章
吾
︒今
回
の
公
演
は
彼
な

ら
で
は
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

平
家︽
祇
園
精
舎
︾を
琵
琶
で
弾
き
語
り
︑地
歌

︽
夕
空
︾を
三
絃︵
三
味
線
︶で
弾
き
歌
い
︑︽
六
段

調
︾を
胡
弓
２
挺
で
︑そ
し
て︽
残
月
︾を
三
絃・

尺
八
と
の
合
奏
で
箏
を
演
奏
し
ま
す
︒

　
﹁
平
家
は
楽
器
を
弾
く
と
い
う
よ
り
も
語
り

が
主
と
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
す
の
で
︑内
容
を
伝
え

る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
ま
す
︒そ
の
平
家
を
す

る
よ
う
に
な
っ
て
︑地
歌
の
と
き
も
こ
れ
ま
で
以

上
に
言
葉
を
伝
え
る
と
い
う
意
識
が
強
く
な
り

ま
し
た
︒平
家
は
地
歌
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
で

す
の
で
︑声
の
出
し
方
も
土
台
が
し
っ
か
り
し
た

よ
う
に
思
い
ま
す
︒胡
弓
は
音
か
ら
音
に
移
る

と
き
の
繊
細
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
魅
力
で
も
あ
り
︑

難
し
さ
で
も
あ
り
ま
す
︒胡
弓
で
続
い
て
い
る
音

を
想
像
し
な
が
ら
︑箏
や
三
絃
で
旋
律
を
奏
で

る
と
豊
か
な
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
﹂

　
平
家
の
語
り
と
地
歌
の
歌
︑撥
弦
楽
器
の
琵

琶
三
絃・箏
と
擦
弦
楽
器
の
胡
弓
︒一
つ
の
公
演

で
一
人
の
演
奏
家
が
︑異
な
っ
た
持
ち
味
の
音

楽・楽
器
を
堪
能
さ
せ
て
く
れ
る
注
目
の
公
演

で
す
︒

取
材・文
／
織
田
麻
有
佐︵
邦
楽
記
者
︶

撮
影
／
堀
田
力
丸

歌
舞
伎
音
楽「
長
唄
」の
魅
力
を

　
歌
舞
伎
音
楽
に
は
︑舞
台
上
で
演
奏
す
る﹁
出

囃
子
﹂と
︑舞
台
下
手
の
黒
御
簾
で
演
奏
す
る﹁
黒

御
簾
音
楽︵
下
座
音
楽
︶﹂が
あ
り
ま
す
︒舞
踊
劇

の
伴
奏
音
楽
だ
っ
た
り
︑芝
居
の
効
果
音
だ
っ
た

り
と
そ
の
役
目
は
さ
ま
ざ
ま
で
重
要
で
す
︒

　
役
者
に
よ
っ
て
好
み
が
異
な
る
間
や
ノ
リ
︒

役
者
と
作
り
だ
す
舞
台
の
極
意
は
︑﹁
見
計
ら
い

で
す
ね
﹂と
ふ
た
り
口
を
揃
え
ま
す
︒コ
ン
ダ
ク

タ
ー
の
役
目
を
つ
と
め
る
立
三
味
線
と
︑唄
方
を

ま
と
め
リ
ー
ド
す
る
立
唄
︒立
を
初
め
て
務
め

る
の
は
40
代
と
い
わ
れ
る
な
か
︑ふ
た
り
は
30

代
で
初
経
験
︒

　
１
ヵ
月
公
演︵
23
日
間
く
ら
い
︶を
毎
月
年
間

を
通
し
て
務
め
る
た
め
の
体
調
管
理
も
重
要
な

こ
と
︒身
体
が
楽
器
の
唄
方・杵
屋
長
寿
郎
の
睡

眠
時
間
は
７
時
間
以
上
︒柏
要
二
郎
は
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
食
事
へ
の
意
識
と
毎
晩
の
ス
ト
レ
ッ

チ
が
欠
か
せ
な
い
と
言
い
ま
す
︒

2025

4月
調整中
19：00

第7回 杵屋長寿郎・柏 要二郎

［出演］ 杵屋長寿郎（唄）
 柏要二郎（三味線）　ほか
［曲目］ 蜘蛛拍子舞　ほか

6/10
 

19：00
木

第8回 日𠮷章吾
［出演］ 日𠮷章吾（箏・三絃・胡弓・平家）
 髙橋翠秋（胡弓）、澤村祐司（三絃）
 田嶋謙一（尺八）
［曲目］ 「祇園精舎」「夕空」
 「六段調」「残月」

ち
ょ
う
じ
ゅ
ろ
う

か
し
わ
よ
う
じ
ろ
う

じ
う
た
そ
う
き
ょ
く
か

インタビューの模様は後日紀尾井ホールウェブサイトでも特集する予定です。

　
次
世
代
を
担
う
邦
楽
演
奏
家
を
支
援
す
る

プ
ロ
ジェ
ク
ト﹁
邦
楽 

明
日
への
扉
﹂︒２
０
２
５

年
度
は
︑４
月
に
歌
舞
伎
専
従
の
長
唄
唄
方
・

杵
屋
長
寿
郎
と
三
味
線
方・柏
要
二
郎
が
︑６

月
に
地
歌
箏
曲
家
で
平
家
や
胡
弓
に
も
取
り

組
む
日
𠮷
章
吾
が
登
場
し
ま
す
︒

　
﹁
長
唄
﹂は
︑日
本
の
総
合
舞
台
芸
術﹁
歌
舞

伎
﹂の
音
楽
と
し
て
発
達
し
て
き
た
三
味
線
音

楽
︑﹁
地
歌
﹂は
︑三
味
線
音
楽
の
な
か
で
も

も
っ
と
も
古
く
に
成
立
し
︑江
戸
時
代
以
降
は

箏
曲
と
と
も
に
盲
人
音
楽
家
た
ち
が
専
業
と

し
て
き
た
音
楽
で
す
︒

　
そ
れ
ぞ
れ
の
聴
き
ど
こ
ろ
な
ど
を
伺
い
ま

し
た
︒

ば
や
し

ま

た
て

た
て
う
た

う
た
か
た

で

げ　
ざ

く
ろ
み
す

く
も
ひ
ょ
う

し
ま
い

は
つ

さ
つ

し
ら
び
ょ
う
し

第
7
回

杵
屋
長
寿
郎

柏 

要
二
郎

第
８
回

日
𠮷
章
吾

柏 要二郎杵屋長寿郎

日𠮷章吾
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邦
楽
に
奥
深
い
魅
力
を
感
じ
る
と
語
る
俳

優
の
山
口
智
子
さ
ん
と
、伝
統
音
楽
を
広
く
研

究
す
る
音
楽
学
者
、徳
丸
吉
彦
さ
ん
と
の
対
談

シ
リ
ー
ズ
。第
４
回
は
邦
楽
の
伝
承
の
仕
方
へ

と
話
題
が
展
開
し
ま
し
た
。世
界
の
民
族
音
楽

を
追
い
か
け
、地
球
の
音
楽
映
像
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー「
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
．」で
世
界
各
国
を
巡
っ
た

山
口
さ
ん
と
、邦
楽
の
歴
史
を
研
究
す
る
徳
丸

さ
ん
と
の
対
話
か
ら
、邦
楽
な
ら
で
は
の
伝
承

の
歴
史
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

徳
丸　
今
回
は
︑邦
楽
が
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ

れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
︒山

口
さ
ん
も
世
界
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
音
楽
の
伝

承
方
法
を
見
て
こ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
︒

山
口　
世
代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
音
楽
に
は
︑楽
譜
を
使
わ
な
い
伝
承
方
法
が

多
々
あ
り
ま
す
︒音
楽
は
本
来
︑楽
譜
で
覚
え
る

と
い
う
よ
り
も
︑耳
で
音
を
聴
き
︑リ
ズ
ム
を
体

で
感
じ
な
が
ら
︑覚
え
て
い
く
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒赤
ち
ゃ
ん
が
音
で
言
葉
を

覚
え
て
い
く
の
と
同
じ
よ
う
に
︒

徳
丸　
本
来
は
そ
う
で
す
ね
︒で
も
一
方
で
︑大

切
な
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち

も
︑お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
？

山
口　
五
線
譜
の
音
符
は
西
洋
の
形
式
で
す
よ

ね
？ 

邦
楽
の
場
合
︑ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
︒

徳
丸　
日
本
に
は
奈
良
時
代
か
ら
楽
譜
が
あ

り
ま
し
た
︒し
か
も
︑日
本
で
は
︑1
7
4
2
年

と
い
う
早
い
時
期
か
ら
印
刷
楽
譜
を
作
っ
て
い

ま
す
︒

山
口　
日
本
の
楽
譜
も
歴
史
は
古
い
で
す
ね
︒

印
刷
の
始
ま
り
は
︑確
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
と
言
わ

れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
︑楽
譜
に
お
い
て
は
︑

実
は
日
本
が
最
初
な
の
で
す
ね
︒

徳
丸　
そ
う
な
ん
で
す
︒ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は

驚
い
て
い
ま
す
よ
︒た
だ
日
本
で
は
︑楽
譜
を
使

う
文
化
が
あ
る
一
方
で
︑師
匠
が
歌
っ
た
り
演
奏

し
た
り
す
る
の
を
聴
い
て
︑そ
れ
を
耳
で
覚
え
る

と
い
う
口
頭
伝
承
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

き
ま
し
た
︒

山
口　

耳
で
覚
え
る
口
頭
伝
承
と
い
え
ば
︙ 

世
界
を
旅
す
る
中
で
興
味
深
か
っ
た
の
は
︑イ
ン

ド
の﹁
コ
ン
ナ
ッ
コ
ル
﹂と
い
う
も
の
で
す
︒楽
譜

に
記
す
の
で
は
な
く
︑耳
で
聴
い
た
リ
ズ
ム
を
︑

音
と
し
て
口
で
表
し
な
が
ら
︑記
憶
し
伝
承
す

る
伝
統
で
す
︒師
匠
の
発
す
る
音
を
︑繰
り
返
し

耳
で
聴
い
て
体
で
覚
え
て
い
く
︒私
た
ち
も
︑幼

い
こ
ろ
に
楽
譜
で
は
な
く
耳
か
ら
覚
え
た
歌
は
︑

今
で
も
記
憶
に
刻
ま
れ
て
無
意
識
に
歌
え
ま
す

よ
ね
︒聴
い
て
身
体
に
音
を
染
み
込
ま
せ
︑口
を

使
っ
て
音
を
再
現
し
な
が
ら
覚
え
る
伝
承
方
法

は
︑確
か
に
有
効
で
す
ね
︒

徳
丸　
日
本
に﹁
口
三
味
線
﹂と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
ね
︒三
味
線
音
楽
を
習
う
と
き
に
︑演
奏

す
る
音
を
声
で
言
い
ま
す
が
︑こ
れ
を
一
般
に
は

唱
歌
と
言
い
ま
す
︒お
稽
古
の
と
き
師
匠
は﹁
そ

こ
は
ツ
ン
じ
ゃ
な
く
て
テ
ン
で
す
よ
﹂と
い
う
よ

う
な
言
い
方
を
し
ま
す
︒こ
れ
は
︑音
高
が
同
じ

で
も
︑二
の
糸
を
押
さ
え
る
の
で
は
な
く
︑三
の

糸
を
開
放
弦
で
︑と
い
う
意

味
で
す
︒

山
口　
﹁
コ
ン
ナ
ッ
コ
ル
﹂と

同
じ
で
す
ね
︒

徳
丸
　
は
い
︑た
く
さ
ん
の

ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
︒楽
譜

と
と
も
に
︑日
本
も
こ
う
し

た
唱
歌
で
伝
え
ら
れ
て
き
た

部
分
が
多
か
っ
た
ん
で
す
︒

山
口　

私
は
楽
譜
を
読
む

の
が
苦
手
な
の
で
︑唱
歌
や

コ
ン
ナ
ッ
コ
ル
で
体
ご
と
覚

え
た
い
タ
イ
プ
で
す
︒

徳
丸
　
と
こ
ろ
が
明
治
に

入
っ
て
か
ら
の
学
校
教
育
で

日
本
の
子
ど
も
に
五
線
譜
で

音
楽
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ

た
た
め
︑邦
楽
の
世
界
で
も

新
た
な
楽
譜
の
作
り
か
た
︑

つ
ま
り
新
し
い
記
譜
法
が
い

ろ
い
ろ
と
作
ら
れ
ま
し
た
︒

例
え
ば
五
線
譜
の
要
素
を

使
っ
て
︑三
味
線
の
た
め
に

3
本
線
の
楽
譜
が
書
か
れ
た

り
︑雅
楽
︑箏
曲
︑三
味
線
音
楽
な
ど
を
五
線
譜

に
直
す
試
み
も
生
ま
れ
ま
し
た
︒軍
楽
隊
の
人

は
︑長
唄
の︽
越
後
獅
子
︾を
早
い
時
期
に
五
線

譜
に
し
て
い
ま
す
︒私
は
︑そ
の
楽
譜
を
プ
ッ

チ
ー
ニ
が
手
に
し
た
の
で
︑歌
劇︽
蝶
々
夫
人
︾に

引
用
で
き
た
と
推
察
し
て
い
ま
す
︒

山
口　
楽
譜
も
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の

で
す
ね
︒現
代
の
よ
う
な
録
音
技
術
が
な
か
っ

た
時
代
は
︑や
は
り
書
き
表
し
て
伝
え
る
こ
と

が
重
要
だ
っ
た
の
で
す
ね
︒

徳
丸
　
え
え
︒楽
譜
は
遠
隔
地
に
も
︑後
の
時
代

に
も
伝
承
で
き
る
の
が
利
点
で
す
︒こ
の
よ
う

徳
丸
吉
彦
・
山
口
智
子 

対
談

唱
歌
と
楽
譜

唱
歌
と
楽
譜

し

ょ

う

が

邦
楽
を
た
の
し
も
う！4

に
︑と
き
に
は
邦
楽
の
楽
譜
に
も
興
味
を
も
っ
て

い
た
だ
く
と
︑演
奏
へ
の
親
し
み
も
湧
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

文
／
芹
澤
一
美︵
音
楽
ラ
イ
タ
ー
︶

© 堀田力丸

し
ょ
う
が

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
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音
楽
史
上
︑最
初
に
出
版
さ
れ
た
ピ
ア
ノ

デ
ュ
オ
曲
は
︑ピ
ア
ノ
の
発
明
か
ら
70
年
余
り
後

の
1
7
7
7
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た

チ
ャ
ー
ル
ズ・バ
ー
ニ
ー
の
連
弾
曲﹁
4
つ
の
ソ
ナ

タ
集
﹂と
さ
れ
て
い
ま
す
︒バ
ー
ニ
ー
は
欧
州
各

地
を
め
ぐ
る
旅
行
記﹃
音
楽
見
聞
録
﹄の
著
者
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑作
曲
家
で
も
あ
り
ま
し

た
︒そ
の
頃
の
ピ
ア
ノ
は
5
オ
ク
タ
ー
ブ
が
一
般

的
︒連
弾
が
大
好
き
だ
っ
た
バ
ー
ニ
ー
は
特
別
に

6
オ
ク
タ
ー
ブ
の
楽
器
を
作
っ
て
も
ら
い
弾
い

て
い
ま
し
た
︒な
ぜ
な
ら
︑当
時
の
ご
婦
人
方
の

ス
カ
ー
ト
は﹁
張
り
骨
﹂で
横
に
広
が
っ
て
い
た

た
め
︑連
弾
の
と
き
に
距
離
が
で
き
て
し
ま
う
か

ら
で
す
︒バ
ー
ニ
ー
は
こ
ん
な
こ
と
も
言
っ
て
い

ま
す
︒﹁
連
弾
は
最
初
の
う
ち
は
他
人
の
手
に
触

れ
や
す
い
か
ら
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い
﹂︒窮
屈

だ
け
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
学
べ
る
︒そ
れ

も
ま
た
連
弾
の
だ
い
ご
味
で
し
ょ
う
︒

　
袖
触
れ
合
う
の
が
恥
ず
か
し
い
の
が
連
弾
で

す
が
︑そ
ん
な
こ
と
を
気
に
せ
ず
思
い
切
り
自

分
の
音
楽
を
書
い
た
の
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で
す
︒

た
と
え
ば
1
7
8
0
年
ご
ろ
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
が

描
い
た
一
家
の
肖
像
画
で
は
︑モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

は
姉
の
ナ
ン
ネ
ル
と
と
も
に
連
弾
を
し
て
い
て
︑

弟
の
右
手
が
お
姉
さ
ん
の
左
手
を
越
え
て
い
ま

す
︒実
際
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
連
弾
曲
に
は
手

の
交
差
が
盛
り
込
ま
れ
︑愛
好
家
の
慰
み
を
超

え
た
充
実
し
た
音
楽
が
鳴
り
響
い
て
い
ま
す
︒

1
7
8
1
年
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
ウ
ィ
ー
ン
で

﹁
2
台
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
﹂ニ
長
調
を
作

曲
し
ま
し
た
︒こ
れ
は
も
う
2
台
の
ピ
ア
ノ
の
た

め
の
協
奏
曲
か
交
響
曲
の
よ
う
な
大
作
で
す
︒

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
こ
の
よ
う
な
曲
を
書
か
せ
た

の
は
︑弟
子
の
ヨ
ー
ゼ
フ
ァ・ア
ウ
エ
ル
ン
ハ
ン

マ
ー
嬢
︒モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
女
性
と
し
て
の
彼
女

に
は
と
て
も
ひ
ど
い
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
が
︑

こ
と
音
楽
に
つ
い
て
は﹁
彼
女
は
う
っ
と
り
す
る

よ
う
な
演
奏
を
す
る
﹂と
絶
賛
︒ソ
ナ
タ
は
同
年

11
月
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
ヨ
ー
ゼ
フ
ァ
に
よ
っ

て
彼
女
の
邸
宅
の
演
奏
会
で
披
露
さ
れ
ま
し
た
︒

　
話
の
舞
台
は
変
わ
っ
て
百
年
後
の
1
8
8
0

年
の
夏
︑フ
ラ
ン
ス
西
部
の
ア
ル
カ
ッ
シ
ョ
ン
に

18
歳
の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
が
い
ま
し
た
︒チ
ャ
イ
コ

フ
ス
キ
ー
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
ロ
シ
ア

の
大
富
豪
フ
ォ
ン・メ
ッ
ク
夫
人
の
お
抱
え
ピ
ア

ニ
ス
ト
と
し
て
︑夫
人
の
旅
行
に
同
行
し
て
い
た

の
で
す
︒旅
の
一
行
は
夫
人
の
子
供
た
ち
と
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
ら
3
人
の
音
楽
家
た
ち
︒フ
ラ
ン
ス

の
他
︑ロ
ー
マ
や
ナ
ポ
リ
を
め
ぐ
り
︑旅
の
途
上

で
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
交
響
曲
第
4
番
の
連

弾
を
し
て
夫
人
と
子
供
た
ち
を
楽
し
ま
せ
ま
し

1
バ
ー
ニ
ー
の
４
手
連
弾
曲

た
︒同
時
に︽
白
鳥
の
湖
︾第
3
幕
の
舞
曲
を
連

弾
用
に
編
曲
し
て
作
曲
家
に
見
て
も
ら
い
︑こ
れ

は
後
に
モ
ス
ク
ワ
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
︒こ
の

よ
う
に
ピ
ア
ノ
デ
ュ
オ
は
20
世
紀
初
頭
に
レ

コ
ー
ド
が
発
明
さ
れ
る
ま
で
交
響
曲
や
管
弦
楽

曲
に
親
し
む
た
め
の
方
法
で
も
あ
っ
た
の
で
す
︒

ブ
ラ
ー
ム
ス
や
マ
ー
ラ
ー
等
19
世
紀
の
作
曲
家

た
ち
に
と
っ
て
も
同
様
で
す
︒作
曲
家
た
ち
は

交
響
曲
を
作
曲
す
る
と
2
台
ピ
ア
ノ
版
を
作
成

し
て
試
演
し
︑オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
版
と
と
も
に
出
版

し
ま
し
た
︒近
年
︑こ
う
し
た
交
響
曲
や
管
弦
楽

曲
の
デ
ュ
オ
編
曲
版
が
注
目
さ
れ
︑録
音
し
た

り
︑コ
ン
サ
ー
ト
で
演
奏
す
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
た
ち

が
出
て
き
ま
し
た
︒編
曲
者
も
様
々
︑原
曲
と
は

一
味
違
う
魅
力
を
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

文
／
那
須
田
務︵
音
楽
評
論
家
︶

3
ド
ビ
ュッ
シ
ー
に
よ
る

ピ
ア
ノ
連
弾
版

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の

「
白
鳥
の
湖
」

　
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ
で
お
友
達
や
家
族
で

楽
し
む
４
手
連
弾
︑二
人
の
腕
利
き
の
ピ
ア
ニ

ス
ト
が
ス
テ
ー
ジ
の
上
で
丁
々
発
止
の
熱
演
を

繰
り
広
げ
る
２
台
ピ
ア
ノ
︒今
回
は
そ
ん
な
ピ

ア
ノ
デ
ュ
オ
を
め
ぐ
る
３
つ
の
お
話
で
す
︒

2
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

「
２
台
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
」

ニ
長
調
Ｋ
４
４
８

East meets West
アレクサンダー・ガジェヴ＆三浦謙司

ピアノデュオ・リサイタル

ピ
ア
ノ
デ
ュ
オ
を

め
ぐ
る

モーツァルト一家の肖像画　ヨハン・ネポムク・ デラ・クローチェ作(1780年ごろ)

3/19
 

19：00
水

［曲目］
シューマン ： 東洋の絵 op.66（連弾）
リムスキー＝コルサコフ ： 交響組曲《シェエラザード》～
   第1楽章〈海とシンドバッドの船〉
   第2楽章〈カランダール王子の物語〉（連弾）
チャイコフスキー／エコノム ： 《くるみ割り人形》組曲（2台ピアノ）
ストラヴィンスキー／ワストル ： 組曲《火の鳥》（2台ピアノ）

［出演］
アレクサンダー・ガジェヴ（ピアノ）
三浦謙司（ピアノ）

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

　
　
テ
ー
マ
に
基
づ
く
3
話

    
　
つ
の

話

3
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弾こう ! 歌おう ! 聴いてみよう !
紀尾井ホールのオープンハウス

音響・照明調整室から公演を支える今号の
表紙

当ホールは開館以来、舞台スタッフは「明治座舞台」の皆さんが務めています。
舞台の設営や、音響・照明の調整などを担っていて、影日向に公演を支えて
います。表紙の写真は、クラシック用のホールにある音響・照明調整室。本番中
はここで操作しています。 

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／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／松本美恵／
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／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244口 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　(2024年12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    　　　　                     （2024年12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

2024年10月17日(木)・18日(金)の2日間にわたって、
紀尾井ホールでの試奏会とホール見学会を開催しました。

弾こう ! 歌おう ! 聴いてみよう !
紀尾井ホールのオープンハウス
2024年10月17日(木)・18日(金)の2日間にわたって、
紀尾井ホールでの試奏会とホール見学会を開催しました。
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フォトレポート

葵トリオの演奏には、いつも感嘆しています。超難曲をさらりと弾きこなす力量と、それでいて
いつまでも瑞 し々く青年のようなスタンス。日本にこんなに素晴らしいトリオがいることを、本当
に嬉しく思います ！ 浄夜のあとの天衣無縫のモーツァルトは最高of最高でした！

10.3（木）
ピアノ・トリオ・フェスティヴァル2024-II
葵トリオ　紀尾井レジデント・シリーズ I 特別回

© 堀田力丸

（メンデルスゾーン「チェロ・ソナタ」に寄せて）深い躍動感のあるチェロの響きと、そこに寄り添う
かのような優しいフォルテピアノの響きが、まるで枯れ葉が舞い散る黄金の秋の世界に誘われ
ていくかのようで、どんどん引き込まれていきました。

© 武藤章

舞踊界や歌舞伎舞台を支える清元節の若手演奏家が舞台に顔をそろえた本公演。若 し々く
瑞 し々い語りと三味線の音色に、清元節の魅力がぎゅっと詰まった演奏会でした。ピンと張った
空気の中にも華やかさがあり、また一太夫さんの幕前トークも客席を和ませていました。

© 堀田力丸 © 武藤章

〒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

公演の
最新情報などは

こちら

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。

10.24（木） マリオ・ブルネロ＆川口成彦 デュオ・リサイタル

10.29（火）
邦楽 明日への扉
第5回 清元一太夫（清元節） 11.14（木）・16（土）ジェイムズ・エーネス

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会

アンケート
より

エーネスさんの再来日をチケット発売よりもずーーーーっと前からとても楽しみにしておりました。
正統派のエーネスさんらしい濁りのない素晴らしい音色で、その後の演奏にもグッと引き込まれ
ました。オライオン・ワイスさんのピアノとのハーモニーも素晴らしかったです。

アンケート
より

アンケート
より


