


サントリーホールには、日々
さまざまな楽器の音色が響き渡ります。

ピアノやヴァイオリンなど
なじみのある楽器もあれば、古楽器や
見たこともない打楽器が登場することも。
どういう仕組みで鳴っているのか、

どんな演奏技法なのか、
楽器のことって

意外と知らないものですよね。
今号では、６月に開催される

室内楽の祭典、『サントリーホール
チェンバーミュージック・ガーデン』
（通称CMG）にも出演する

５人の器楽奏者を
クローズアップ。

楽器と演奏家のストーリーを
お届けします。

ま
な
打
楽
器
が
加
わ
り
ま
す
。

　

同
じ
楽
器
で
も
、
つ
く
り
手
や
素
材
に
よ
っ

て
音
の
鳴
り
方
は
異
な
り
ま
す
し
、
奏
者
の
演

奏
技
術
で
音
質
や
響
き
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

楽
器
や
奏
者
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
も

音
色
は
微
妙
に
変
化
し
ま
す
。
そ
ん
な
要
因
が

楽
器
ご
と
に
い
く
つ
も
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、

同
じ
作
品
で
も
ま
っ
た
く
違
う
音
楽
に
な
り
得

る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
毎

回
た
っ
た
一
度
き
り
の
奇
跡
な
の
で
す
。

　

演
奏
家
の
個
性
と
楽
器
の
組
み
合
わ
せ
の
妙

を
親
密
な
空
間
で
味
わ
え
る
室
内
楽
は
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
楽
器
の
魅
力
を
知
る
場
で
も
あ
り

ま
す
。
今
年
の
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
『
チ
ェ
ン

バ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ガ
ー
デ
ン（
Ｃ
Ｍ
Ｇ
）』

（
６
月
１
日
〜
16
日
）
は
、
充
実
し
た
弦
楽
四

重
奏
や
ピ
ア
ノ
を
交
え
た
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
な
ど

に
加
え
、
ハ
ー
プ
と
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
デ
ュ
オ

や
、
木
管
、
金
管
、
打
楽
器
奏
者
に
よ
る
室
内

楽
が
新
鮮
で
す
。
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
五
重
奏
、
ト

ラ
ン
ペ
ッ
ト
と
何
種
類
も
の
打
楽
器
の
掛
け
合

い
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
と
ホ
ル
ン
と
チ
ェ
ロ
と
小

太
鼓
の
珍
し
い
四
重
奏
な
ど
、
未
知
の
ハ
ー
モ

ニ
ー
に
刺
激
を
受
け
そ
う
で
す
。
楽
器
と
演
奏

家
の
関
係
性
を
知
れ
ば
、
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

に
聴
こ
え
る
で
し
ょ
う
。

　

演
奏
家
の
方
々
に
、
ご
自
身
が
奏
で
る
楽
器

の
魅
力
や
苦
労
を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
は
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
の
服
部
百
音
さ
ん
か
ら
。

ソ
リ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
は
も
ち
ろ
ん
、
初
登

場
の
Ｃ
Ｍ
Ｇ
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
室
内
楽

を
聴
か
せ
て
く
れ
ま
す
。

楽
器
×
演
奏
家

　

大
ホ
ー
ル
の
ス
テ
ー
ジ
に
80
人
超
の
奏
者
が

並
ぶ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
は
、
た
い
て
い
10
種
類

以
上
の
楽
器
が
合
わ
さ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
音
楽

を
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。
弦
楽
器
、
管
楽
器
（
木

管
、
金
管
）、
打
楽
器
か
ら
成
る
、
い
わ
ゆ
る

管
弦
楽
で
す
。
主
に
、
弦
楽
器
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
、
ヴ
ィ
オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
、

木
管
楽
器
の
フ
ル
ー
ト
、
オ
ー
ボ
エ
、
ク
ラ
リ

ネ
ッ
ト
、
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
、
金
管
楽
器
の
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
、
ホ
ル
ン
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
、
テ
ュ
ー

バ
、
打
楽
器
の
テ
ィ
ン
パ
ニ
、
大
太
鼓
、
小
太

鼓
、タ
ン
バ
リ
ン
、シ
ン
バ
ル
な
ど
。
曲
に
よ
っ

て
ピ
ア
ノ
や
ハ
ー
プ
、
マ
リ
ン
バ
ほ
か
さ
ま
ざ
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チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
『
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協

奏
曲
』
が
流
れ
る
と
、
泣
き
止
む
赤
ち
ゃ
ん

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

 

「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
曲
が
好
き
で
、
５
歳
か
ら

本
格
的
に
習
い
始
め
ま
し
た
。
好
き
な
曲
を
弾

き
た
い
一
心
で
。
ど
ん
ど
ん
技
巧
的
な
も
の
を

弾
き
た
く
な
っ
て
、
ク
リ
ア
し
て
ノ
ル
マ
達

成
！
み
た
い
な
ゲ
ー
ム
感
覚
で
し
た
」

  

「
父
が
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
奏
者
だ
っ
た
の
で
、

私
が
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
吹
く
の
は
自
然
な
こ
と

で
し
た
。
小
さ
い
頃
か
ら
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
が
大

好
き
。
か
っ
こ
い
い
で
し
ょ
」

　

と
流
暢
な
日
本
語
で
話
す
コ
ハ
ー
ン
さ
ん
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
音
楽
一
家
に
生
ま
れ
育
ち
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
で
音
楽
教
育
を
受
け
、
現
在
、
日
本

を
拠
点
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

 

「
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
は
、
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
現
代
音

楽
ま
で
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
も
ジ
ャ
ズ
も
民
俗
音
楽

も
、
ど
ん
な
ス
タ
イ
ル
で
も
演
奏
で
き
る
の
が

２
カ
月
足
ら
ず
で
第
３
楽
章
を
マ
ス
タ
ー
。

 

「
身
体
に
ク
セ
を
つ
け
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
今

も
同
じ
で
、
身
体
の
ど
こ
を
ど
う
い
う
風
に
動

か
せ
ば
い
い
の
か
、
何
回
も
弾
く
こ
と
で
ク
セ

を
つ
け
ま
す
。
指
先
は
か
な
り
ア
ク
ロ
バ

テ
ィ
ッ
ク
に
動
き
、
背
中
の
筋
肉
や
両
腕
の
力

を
使
う
全
身
運
動
で
、
ア
ス
リ
ー
ト
と
同
じ
で

す
。
や
れ
ば
で
き
る
っ
て
い
う
根
性
も（
笑
）」

　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
、
人
の
声
に
近
い
音
が
出

る
の
が
魅
力
と
言
い
ま
す
。

 

「
音
域
も
音
質
も
ソ
プ
ラ
ノ
や
メ
ゾ
・
ソ
プ
ラ

ノ
歌
手
が
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
表
現
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
弾
く
人
の
声
に
音
が
似
る
し
、
普
段
ど

ん
な
言
語
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
か
が
、
音
楽
の

フ
レ
ー
ズ
の
取
り
方
に
影
響
し
ま
す
。
考
え
方

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
音
を
つ
く
る
こ
と
を
心
が
け

て
い
ま
す
」

　

息
を
吹
き
込
み
、
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
に
装
着
し

た
１
枚
の
リ
ー
ド
（
天
然
の
葦
や
グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
製
）
を
震
わ
せ
て
発
音
す
る
楽
器
で
す

が
、
同
じ
よ
う
な
仕
組
み
の
サ
ッ
ク
ス
な
ど
に

比
べ
、
音
の
出
し
方
が
難
し
い
と
言
い
ま
す
。

 

「
強
い
身
体
が
必
要
だ
し
、
顔
の
筋
肉
も
口
の

筋
肉
も
い
ろ
い
ろ
な
筋
肉
を
使
う
け
れ
ど
、
一

番
大
事
な
の
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
自
然
に
吹
く

こ
と
。
身
体
の
ど
こ
か
に
ス
ト
レ
ス
が
あ
る
と
、

や
価
値
観
な
ど
も
音
に
出
て
し
ま
う
楽
器
だ
と

思
い
ま
す
。
チ
ェ
ロ
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
、

太
い
低
音
も
魅
力
。
ど
ん
な
音
で
も
表
現
し
た

い
し
、
ど
う
い
う
音
を
出
す
べ
き
か
譜
面
か
ら

想
像
し
、
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。
気
分
や
感
覚
で

は
な
く
、
理
論
的
に
分
析
し
て
。
根
拠
の
な
い

音
は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
は
こ
う
い
う
音
、
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
を
外
し
て
聴
い
て
い
た
だ
く
と
、
い
ろ
い

ろ
な
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
よ
」

　

使
用
楽
器
は
1
7
4
0
年
製
ピ
エ
ト
ロ
・

グ
ァ
ル
ネ
リ
（
上
野
製
薬
貸
与
）。
イ
タ
リ
ア

そ
う
で
す
。
調
性
に
よ
っ
て
長
さ
の
異
な
る
数

種
類
を
使
い
分
け
、
主
に
は
B
管
（
変
ロ
調
）

と
A
管
（
イ
調
）
の
２
本
を
使
い
ま
す
。

　

コ
ハ
ー
ン
さ
ん
は
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
、

編
曲
や
作
曲
も
手
掛
け
ま
す
。

 

「
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
曲
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の

で
、
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
嬉
し
い
。
C
M
G

で
初
め
て
演
奏
す
る
フ
ラ
ン
セ
の
曲
は
、
大
学

生
の
時
に
図
書
館
で
楽
譜
を
見
つ
け
て
、
絶
対

や
り
た
い
！
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
た
く
さ

ん
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
吹
き
わ
け
る
、
す
ご
く

楽
し
い
曲
。
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ー
も
初
め
て
で
、
と

て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
」

Moné Hattori　
８歳でオーケストラとの初共演。
2010年より日本、ロシア、ヨーロッ
パ各地でコンサート活動を行う。
ＣＭＧでは室内楽を。「ピアノ、チェ
ロとのチームワークで同じところに
向かっていく楽しさがあります」。

István Kohán　
「この楽器は５年目。シルバーの
部分を金メッキにしたら、響きが変
わって、全方位に響くように。初
めてのサントリーホールが楽しみで
す」。ハンガリーのリスト音楽院卒
業後、2013年より日本在住。

　

6
歳
の
最
初
の
発
表

会
で
サ
ン
゠
サ
ー
ン
ス

の
『
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協

奏
曲
』
を
弾
く
と
言
い

出
し
て
譲
ら
ず
、
１
日

１
０
０
回
以
上
、
し
か

も
１
小
節
ご
と
に
繰
り

返
し
毎
日
練
習
し
て
、

５月８日（水）日本フィル＆サントリーホール
「とっておき アフタヌーン」Vol.10　
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲

チェンバーミュージック・ガーデン 
６月７日（金）プレシャス1pm Vol. 2 
「服部百音の室内楽」
ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第２番　ほか　

チェンバーミュージック・ガーデン 
６月５日（水）プレシャス１pm Vol. 1
「クラリネット五重奏の深遠」
モーツァルト クラリネット五重奏曲 より 第２楽章
フランセ クラリネット五重奏曲 より 第３楽章　ほか
６月16日（日）フィナーレ 2019 
マルティヌー 四重奏曲

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン 

×

服
部
百
音

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト 

×

コ
ハ
ー
ン
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン

魅
力
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

発
音
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ

れ
違
い
ま
す
。
そ
の
作

品
に
最
も
合
っ
た
音
色

よ
く
響
く
自
然
な
音
は

出
ま
せ
ん
。
地
面
か
ら

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ス
ッ

と
取
り
込
む
よ
う
な
自

然
な
身
体
の
使
い
方
。

頑
張
っ
て
も
ダ
メ
。
楽

し
ん
で
、
自
信
を
持
っ

て
吹
く
こ
と
が
大
切
。

で
生
ま
れ
３
世
紀
弾
き
継
が

れ
て
き
た
名
器
。
14
歳
の
時

に
出
会
い
、
常
に
一
緒
で
す
。

 

「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
自
分
と

切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い

パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
対
話
を

し
な
が
ら
楽
器
の
ク
セ
を
知

り
、
身
体
を
合
わ
せ
て
い
く
。

私
が
弾
く
の
で
は
な
く
、
楽

器
に
音
を
出
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
意
識
で
い
ま
す
」

そ
し
て
、
自
分
の
思
い
描
く

音
色
を
出
す
た
め
に
、
楽
器

を
選
ぶ
と
い
う
よ
り
、
楽
器

に
自
分
の
身
体
を
合
わ
せ
ま

す
」

　

ア
フ
リ
カ
産
の
グ
ラ
ナ

デ
ィ
ラ
と
い
う
硬
い
木
で
つ

く
る
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
は
、
吹

き
始
め
て
半
年
か
ら
３
、
４

年
目
が
最
も
良
い
音
が
出
る

©Chiho Ishii
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Satoshi Takeshima
「奏者の言語やしゃべり方、性格が、はっきりリズムに表
れるんです」。CMGで演奏するプロコフィエフ『ロメオと
ジュリエット』は、トランペット・打楽器・ピアノ用に自身
で編曲。「僕ら３人ならではの音楽にします」。

チェンバーミュージック・ガーデン 
６月12日（水）ディスカバリーナイトⅡ（菊本・竹島）
ジョリヴェ トランペットと打楽器のための『エプタード』より
プロコフィエフ（竹島悟史 編曲） 
　バレエ音楽『ロメオとジュリエット』より　ほか
６月16日（日）フィナーレ 2019（竹島） 
マルティヌー 四重奏曲

打
楽
器 

×

竹
島
悟
史

  

「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
と
の
出
会
い
は
中
学
校
の

部
活
動
。
音
楽
に
あ
ま
り
興
味
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
姉
の
影
響
も
あ
っ
て
吹
奏
楽
部
に
。

甲
子
園
球
場
の
近
く
で
育
っ
た
の
で
、
タ
イ

ガ
ー
ス
の
応
援
団
が
吹
く
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
、

か
っ
こ
い
い
な
あ
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
」

　

が
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
「
苦
し
そ
う
に
吹
い

て
い
る
」
と
い
う
印
象
だ
っ
た
そ
う
。
実
際
、

身
体
へ
の
負
担
は
か
な
り
大
き
い
楽
器
だ
と
言

い
ま
す
。

 

「
唇
を
振
動
さ
せ
て
発
音
す
る
の
で
、
演
奏
後

は
鬱
血
し
た
り
腫
れ
上
が
っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
本
番
に
最
高
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン

　

同
じ
楽
団
員
の
菊
本
さ
ん
か
ら
見
て
、
竹
島

さ
ん
は
「
打
楽
器
奏
者
を
超
越
し
た
、
ま
さ
に

音
楽
家
と
い
う
言
葉
が
似
合
う
人
」。
実
際
、

作
曲
や
編
曲
も
手
掛
け
、
ピ
ア
ノ
を
弾
き
、
か

つ
て
指
揮
法
も
勉
強
し
た
竹
島
さ
ん
に
と
っ
て
、

打
楽
器
は
「
音
楽
を
表
現
す
る
た
め
の
ひ
と
つ

の
ツ
ー
ル
」
だ
と
言
い
ま
す
。

を
持
っ
て
い
く
た
め
に
、
唇
や
身
体
全
体
の
ケ

ア
が
大
事
で
す
。
リ
ッ
プ
ク
リ
ー
ム
は
普
段
か

ら
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

　

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
起
源
は
数
千
年
前
に
遡
り
、

唇
の
動
き
と
息
の
強
さ
・
速
さ
だ
け
で
音
を
変

え
る
楽
器
で
し
た
。
19
世
紀
初
め
に
バ
ル
ブ
機

構
が
発
明
さ
れ
、
指
で
ピ
ス
ト
ン
を
押
す
こ
と

で
管
の
長
さ
を
変
え
、
半
音
階
の
細
か
な
音
程

ま
で
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
は
言

え
、
自
分
の
口
で
音
を
つ
く
り
、
高
音
域
の
ひ

と
き
わ
目
立
つ
音
色
を
奏
で
る
緊
張
感
は
…
…
。

 

「
そ
れ
が
醍
醐
味
で
も
あ
り
ま
す
。
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
奏
者
は
自
我
が
強
く
て
目
立
ち
た
が
り
、

 

「
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
は
、
弦
や
管
楽
器
が
奏
で
る

音
楽
に
、
色
づ
け
し
た
り
ス
パ
イ
ス
的
な
役
割

で
打
楽
器
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
よ

り
キ
ラ
ッ
と
さ
せ
た
り
、
ズ
ー
ン
と
さ
せ
る
。

自
分
ひ
と
り
で
は
成
り
立
た
な
い
。
け
れ
ど
、

打
楽
器
の
音
ひ
と
つ
で
音
楽
が
変
わ
っ
て
し
ま

う
。
だ
か
ら
、
譜
面
上
は
休
み
が
多
い
で
す
が
、

自
分
が
音
を
一
発
鳴
ら
す
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー

は
ず
っ
と
追
っ
て
い
て
、
音
楽
の
流
れ
の
な
か

で
皆
と
共
存
し
て
い
ま
す
」

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
は
、
テ
ィ
ン
パ
ニ
奏
者
と
、

そ
れ
以
外
の
打
楽
器
す
べ
て
を
担
当
す
る
奏
者

に
分
か
れ
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
、
竹
島
さ
ん

は
後
者
と
し
て
Ｎ
響
に
所
属
。
大
太
鼓
、
小
太

鼓
、
シ
ン
バ
ル
、
木
琴
・
鉄
琴
な
ど
の
鍵
盤
打

楽
器
、
銅
鑼
や
チ
ャ
イ
ム
な
ど
を
奏
で
ま
す
。

 

「
叩
け
ば
音
が
出
る
か
ら
こ
そ
、
ど
う
い
う
音

を
出
す
か
。
他
の
楽
器
と
混
ざ
り
合
い
、
そ
こ

に
し
か
な
い
音
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
目
標
に
し

て
い
ま
す
。
音
に
命
を
宿
す
。
打
楽
器
は
レ
ン

タ
ル
も
で
き
ま
す
が
、
僕
は
、
ど
ん
な
オ
モ

チ
ャ
み
た
い
な
楽
器
で
も
自
分
の
音
色
を
求
め

た
い
の
で
、
自
前
の
楽
器
が
家
に
溢
れ
か
え
っ

て
い
ま
す（
笑
）。ど
れ
だ
け
楽
器
と
仲
良
く
な

り
、楽
器
で
遊
べ
る
か
を
常
に
考
え
て
い
ま
す
」

　

Ｃ
Ｍ
Ｇ
で
は
、ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
と
打
楽
器
の

く
人
も
魅
了
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
ね
」

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
中
で
は
優
秀
な
パ
ー
ツ
で

あ
る
よ
う
心
掛
け
、
一
方
、
室
内
楽
は
自
分
の

表
現
を
す
る
場
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
魅
力
を
存

分
に
伝
え
た
い
と
言
い
ま
す
。

 

「
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思

い
ま
す
が
、
叙
情
的
な
表
現
も
で
き
る
し
、
柔

ら
か
な
音
色
も
出
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ト
＊
を
つ
け

る
こ
と
で
パ
ッ
と
音
色
を
変
え
ら
れ
る
の
が
特

徴
で
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
音
色
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
き
た
い
で
す
」

　

す
か
さ
ず
、
打
楽
器
奏
者
の
竹
島
悟
史
さ
ん

か
ら
一
言
。

 

「
菊
ち
ゃ
ん
が
ワ
ウ
ワ
ウ
・
ミ
ュ
ー
ト
で
吹
く

と
、
見
事
に
関
西
弁
に
聴
こ
え
る
ん
で
す
！　

組
み
上
げ
る
そ
う
で
す
。
使
用
す
る
す
べ
て
の

楽
器
の
運
搬
・
配
置
の
方
法
な
ど
を
綿
密
に
考

え
る
こ
と
も
、
打
楽
器
奏
者
の
重
要
な
仕
事
。

 

「
組
み
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
楽
譜
を
見
な
が
ら
、

頭
の
中
で
段
取
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
。
よ
り

い
い
音
を
出
す
た
め
に
、
い
い
音
楽
に
す
る
た

め
に
、
僕
ら
は
常
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
と
て
つ
も
な
い
瞬
間
が
生
ま
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ラ
イ
ブ
で
し
か
味
わ
え
な

い
時
空
間
で
す
。
ス
リ
リ
ン
グ
な
と
こ
ろ
も
含

め
て
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
空
気
感
、
匂
い
、
ド

キ
ド
キ
す
る
臨
場
感
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
た

ら
と
思
い
ま
す
」

＊ ミュートは、音色を変化させるために、音の出るベルの部分に装着して使う道具。
さまざまな形の種類があり、とくにワウワウ・ミュートは独特な音色に。

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト 

×

菊
本
和
昭

Kazuaki Kikumoto　
「このトランペットは人生で27本目。
初めて買ってもらったものからほと
んどとってあります」。そのうち10
本ぐらいを使い分けている。「ジャ
ンル問わず屋外でも吹ける、可能
性溢れる楽器だと思います」。

で
も
小
心
者
が
多
い
ん
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね（
笑
）。
狙
っ

た
音
が
出
る
か
博
打
の
よ
う

な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
、
頭
の
中
で
音
程
を

し
っ
か
り
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。

こ
の
I
Ｔ
時
代
に
、
超
ア
ナ

ロ
グ
。
そ
こ
に
、
奏
者
も
聴

た
め
の
『
エ
プ
タ
ー

ド
』
の
た
め
に
、
そ

の
数
え
き
れ
な
い
種

類
の
な
か
か
ら
、
グ

ラ
ス
チ
ャ
イ
ム
、
カ

ウ
ベ
ル
、
ウ
ッ
ド

チ
ャ
イ
ム
、
木
魚
、

ボ
ン
ゴ
、
コ
ン
ガ
、

大
・
中
・
小
太
鼓
、

銅
羅
や
タ
ン
バ
リ
ン
、

シ
ン
バ
ル
な
ど
20
余

の
打
楽
器
を
運
び
込

み「
要
塞
の
よ
う
に
」

次
に
お
話
を
伺
う
二
人
は
、
共
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団

団
員
と
し
て
の
活
動
を
行
い
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｃ
Ｍ
Ｇ
で
は
、
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
ジ
ョ
リ
ヴ
ェ
に
よ
る

ト
ラ
ン
ペッ
ト
と
打
楽
器
の
た
め
の
『
エ
プ
タ
ー
ド
』

と
い
う
難
曲
に
、
初
の
デ
ュ
オ
で
挑
戦
し
ま
す
。

楽
器
の
音
っ
て
生
身
の
人
間
が
ど
う
し
て
も
出

ち
ゃ
う
。
そ
れ
が
味
で
す
よ
ね
」
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サントリー美術館　ショップ×カフェ
和の空間で、優しい味わいの
ランチ＆スイーツ

サントリー美術館　shop×cafe
カフェ：11:00～18:00
ショップ：10:30～18:00（火曜日・美術館の展示替期間は11:00～18:00）
いずれも、金・土・祝前日は20:00まで営業
＊展示替期間中の火曜日、年末年始は休業
＊５月25日は六本木アートナイトのため、ショップのみ24:00まで営業

美術館では、４月27日（土）～６月２日（日）「information or inspiration? 左脳と右脳でた
のしむ日本の美」展開催。４月１～26日、６月３～25日は展示替期間で休館。美術館の
開館時間や休館日など詳細情報は　http://suntory.jp/SMA/

上：建築家・隈研吾設
計の落ち着いた店構え。
中・下：人気の数量限
定ランチ「ふやき御汁弁
当」1,836円と「不室屋
パフェ」897円（税込）。

『ウィーン・フィルハーモニー 
ウィーク イン ジャパン 
2019』は11月５日～15日
開催。５月25日よりチケッ
ト一般発売（サントリーホー
ル・メンバーズ・クラブ先
行 発 売 は4月27日～5月
18日）です。公演詳細は 
http://suntory.jp/HALL/ 
をご覧ください。

＊カフェでこの記事を提示していただくと、ポストカードをプレゼントします。

サントリーホールから歩いて約18分、六本木・東京ミッドタウン ガレリア
３階の「サントリー美術館」には、心落ち着くカフェがあります。金沢の老
舗「加賀麩 不室屋」のプロデュース。上品な味わいの和食ランチや、彩り
美しいスイーツが、マチネの前後を盛り上げてくれます。ワインやビールな
どのアルコール類も。もちろん展覧会鑑賞とクラシックのコンサートで、心
豊かな一日を過ごすのもおすすめです。併設のショップには、大切な方への
プレゼントにぴったりな、ユニークでセンス良い品々が並んでいます。

　

私
た
ち
は
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
で
の

演
奏
会
を
、
毎
年
本
当
に
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。
日
本
の
お
客
様
は
芸
術
や

音
楽
に
造
詣
が
深
く
、
演
奏
作
品
に
つ

い
て
も
本
当
に
よ
く
ご
存
知
で
、
愛
情

深
く
聴
い
て
く
だ
さ
る
。
で
す
か
ら
私

た
ち
も
最
高
の
演
奏
を
し
な
け
れ
ば
と
、

よ
り
努
力
し
ま
す
し
、
実
際
、
至
福
の

瞬
間
が
訪
れ
ま
す
。

　

今
年
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
テ
ィ
ー

レ
マ
ン
と
ア
ン
ド
レ
ス
・
オ
ロ
ス
コ
゠

エ
ス
ト
ラ
ー
ダ
、
二
人
の
マ
エ
ス
ト
ロ

が
作
品
に
よ
っ
て
指
揮
を
振
り
分
け
ま

す
。
テ
ィ
ー
レ
マ
ン
と
ウ
ィ
ー
ン
・

フ
ィ
ル
は
今
、
最
も
緊
密
な
関
係
に
あ

り
、
本
拠
地
ウ
ィ
ー
ン
楽
友
協
会
で
の

国
立
歌
劇
場
や
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
音
楽
祭

で
も
共
演
を
重
ね
て
い
ま
す
。
オ
ペ
ラ

を
愛
す
る
指
揮
者
と
、
オ
ペ
ラ
や
オ
ペ

レ
ッ
タ
の
曲
を
日
本
で
演
奏
す
る
の
が

楽
し
み
で
す
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
は
ス

ペ
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
組
ま
れ
る

予
定
で
す
。
俊
英
オ
ロ
ス
コ
゠
エ
ス
ト

ラ
ー
ダ
と
は
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
バ
レ
エ
音
楽
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

響
き
の
素
晴
ら
し
い
こ
の
サ
ン
ト

リ
ー
ホ
ー
ル
で
、
皆
さ
ん
と
音
楽
で
ひ

と
つ
に
な
れ
る
時
を
、
今
か
ら
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
。

　

母
親
が
ハ
ー
プ
奏
者
で
、
生
ま
れ
る
前
か
ら

ハ
ー
プ
の
音
色
を
聴
き
、
家
具
と
同
じ
よ
う
に

家
に
ハ
ー
プ
が
あ
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
と

い
う
吉
野
さ
ん
。

 

「
自
分
に
と
っ
て
ハ
ー
プ
が
ど
う
い
う
存
在
か
、

考
え
た
こ
と
も
な
い
ぐ
ら
い
自
然
に
あ
っ
て
。

た
だ
、
ピ
ア
ノ
は
大
き
い
し
挑
む
と
い
う
感
じ

で
あ
ま
り
な
じ
め
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
ハ
ー
プ

は
最
初
か
ら
自
分
の
身
体
の
一
部
の
よ
う
で
、

な
ん
の
違
和
感
も
な
か
っ
た
ん
で
す
。
抱
え
て

弾
く
か
ら
か
し
ら
。
チ
ェ
ロ
ほ
ど
密
接
で
は
な

い
け
れ
ど
、
楽
器
と
身
体
が
共
鳴
し
ま
す
し
、

音
色
を
つ
く
る
の
は
自
分
の
手
だ
け
。
間
に
何

も
入
ら
な
い
シ
ン
プ
ル
さ
が
、
難
し
さ
で
も
あ

り
魅
力
で
も
あ
り
ま
す
」

ル
が
７
つ
も
付
い
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ダ

ル
を
三
段
階
踏
み
分
け
る
こ
と
で
、
ド
か
ら
シ

ま
で
の
各
弦
の
長
さ
を
調
整
し
て
半
音
（
♯
や

♭
）
を
出
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

「
両
手
両
足
、
結
構
忙
し
く
動
い
て
い
る
ん
で

す
。
使
わ
な
い
の
は
手
の
小
指
だ
け
。
私
は
手

も
身
体
も
小
さ
め
で
す
が
、
そ
の
自
分
の
身
体

で
、
い
か
に
ハ
ー
プ
を
美
し
く
鳴
ら
せ
る
か
。

優
雅
で
流
れ
る
よ
う
な
響
き
も
あ
れ
ば
、
打
楽

器
の
よ
う
に
一
音
だ
け
で
パ
ッ
と
場
面
を
変
え

た
り
、
リ
ズ
ム
を
刻
ん
だ
り
、
鋭
い
音
、
激
し

い
音
、
や
さ
し
い
音
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
で

き
る
ん
で
す
。
ハ
ー
プ
の
い
ろ
い
ろ
な
世
界
を

知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
」

こ
の
秋
は
、

特
別
な
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
を

最
後
に
、
Ｃ
Ｍ
Ｇ
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
、

「
親
密
で
あ
り
な
が
ら
ク
ラ
シ
カ
ル
な

ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
（
小
ホ
ー
ル
）
の
雰
囲
気
が
大
好
き
」

と
お
っ
し
ゃ
る
、
世
界
的
ハ
ー
プ
奏
者
の

吉
野
直
子
さ
ん
に
伺
い
ま
す
。

ハ
ー
プ 

×

吉
野
直
子

Naoko Yoshino　
ＣＭＧでは「楽器を超えて音楽家
として素晴らしい」コントラバスの
池松宏とデュオを。「お互い今まで
やったことのない曲ばかり。変化
のあるプログラムで、いろいろな表
情を楽しんでもらえると思います」。

　

ピ
ア
ノ
の
ペ
ダ
ル
の
よ
う
に
音
を
響
か
せ
て

伸
ば
す
機
構
も
な
く
、
他
の
弦
楽
器
の
よ
う
に

ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
を
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
弦
を

弾は
じ

く
指
の
角
度
や
速
度
、
強
さ
、
音
を
消
す
タ

イ
ミ
ン
グ
な
ど
の
工
夫
で
、
音
色
や
響
き
を
つ

く
る
の
だ
そ
う
で
す
。
弦
は
47
本
で
、
６
オ
ク

タ
ー
ブ
余
の
幅
広
い
音
域
。
実
は
足
元
に
ペ
ダ

チェンバーミュージック・ガーデン 
６月14日（金）プレシャス１pm Vol. 4 
「第一人者の華麗な交歓」
クープラン  『コンセールのための５つの小品』
フランセ  『バロック風二重奏曲』
サン=サーンス ファゴット・ソナタ

（コントラバス版）　ほか

　

木
の
楽
器
な
の
で
、
弾
き
込

む
こ
と
で
馴
染
ん
で
い
き
、

「
10
年
、
20
年
使
い
続
け
て
あ

げ
な
が
ら
自
分
の
音
に
し
て
い

く
。
一
緒
に
育
っ
て
い
く
」
の

だ
と
言
い
ま
す
。
そ
の
一
体
感

が
ま
た
、
聴
衆
を
魅
了
す
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
友
好
１
５
０
周
年
の
今
年
、
17
回
目
を
迎
え
る
「
ウ
ィ
ー
ン
・

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー 

ウ
ィ
ー
ク 

イ
ン 

ジ
ャ
パ
ン
」
も
、
よ
り
華
や
か
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
楽
団
長
の
ダ
ニ
エ
ル
・
フ
ロ
シ
ャ
ウ
ア
ー
さ
ん
よ
り
「
愛
す
る
日
本

の
聴
衆
の
皆
さ
ん
へ
」、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
・

コ
ン
サ
ー
ト
も
今

年
は
彼
の
指
揮
で

し
た
。
ウ
ィ
ー
ン

©Akira Muto
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席
に
座
る
と
、
ぶ
ど
う
の
段
々
畑
の
よ
う

に
広
が
る
大
ホ
ー
ル
全
体
を
ゆ
っ
く
り
と

見
渡
し
な
が
ら
、

 
「
こ
こ
で
フ
ル
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
鳴
り
響

い
た
ら
、
圧
倒
さ
れ
ま
す
よ
ね
」

　

と
呟
き
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
始
ま
り
を
待

つ
観
客
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ト
の
光
注
ぐ
ス

テ
ー
ジ
を
見
つ
め
ま
す
。

 

「
演
奏
者
が
舞
台
に
出
て
く
る
の
を
待
っ

て
い
る
時
間
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
緊

張
感
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
演
奏

者
の
方
た
ち
も
緊
張
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
感
じ
、
僕
は
と
て
も
好
き
な
ん
で
す
。

そ
こ
に
流
れ
る
空
気
、
そ
の
空
間
と
い
う

の
が
、
た
ま
ら
な
い
。
僕
は
ス
テ
ー
ジ
に

立
つ
側
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
緊
張

感
っ
て
ラ
イ
ブ
な
ら
で
は
の
感
覚
な
ん
で

す
。
や
っ
ぱ
り
特
別
な
空
間
だ
し
、
そ
れ

を
楽
し
む
自
分
も
い
ま
す
」

　

ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
側
で
も
あ
る
か
ら
こ

そ
の
〝
思
い
〞
も
あ
り
ま
す
。

 

「
ど
ん
な
サ
イ
ズ
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル

で
も
劇
場
で
も
、
ど
ん
な
演
目
で
も
、
観

客
と
演
者
の
間
に
流
れ
る
緊
張
感
と
い
う

の
は
大
切
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ひ
と
つ

の〝
出
会
い
〞の
な
か
で
、お
互
い
に
対
し

て
敬
意
を
払
う
、
尊
敬
し
合
う
と
い
う
こ

と
。
そ
れ
は
礼
儀
で
も
あ
り
、
ひ
と
つ
の

エ
チ
ケ
ッ
ト
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
馴
れ

合
い
に
な
ら
な
い
緊
張
感
。
僕
ら
も
そ
れ

は
ず
っ
と
意
識
し
て
や
っ
て
き
て
い
る
こ

と
で
す
。
人
と
人
、
家
族
で
も
友
達
で
も

ど
ん
な
関
係
性
で
も
同
じ
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
そ
う
い
う
緊
張
感
が
あ
っ
た
ほ
う

が
、き
れ
い
だ
な
っ
て
僕
は
思
う
ん
で
す
」

体
感
し
、
共
有
す
る

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
空
間

は
「
敷
居
が
高
い
」
と
も
捉
え
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
も
必
要
な
こ
と
、

は
ど
う
や
っ
て
？
と
尋
ね
る
と
、

 

「
バ
ー
ン
と
切
り
替
え
る
こ
と
は
や
っ
ぱ

り
難
し
い
で
す
よ
。
だ
か
ら
い
つ
も
焦
ら

ず
に
、
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
を
待
つ
。
季
節

の
流
れ
に
順
応
し
て
ゆ
く
み
た
い
な
イ

メ
ー
ジ
な
の
か
な
。
こ
れ
ま
で
も
ず
っ
と
、

常
に
ま
っ
さ
ら
な
自
分
の
ま
ま
、
身
を
任

せ
る
よ
う
な
感
覚
で
仕
事
を
し
て
き
た
の

で
、
無
理
に
逆
ら
わ
ず
、
風
の
よ
う
に
、

水
の
よ
う
に
。
そ
う
や
っ
て
、
い
ろ
ん
な

こ
と
に
挑
戦
し
な
が
ら
、
前
に
進
ん
で
い

け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、
僕
も
ま
だ
ま
だ

勉
強
中
で
す
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
演

じ
る
こ
と
で
触
れ
た
世
界
か
ら
さ
ら
に
広

げ
、
音
楽
を
紹
介
し
た
り
、
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
的
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
う
れ

し
い
で
す
ね
。
自
分
で
い
い
な
と
感
じ
た

も
の
は
、
み
な
さ
ん
と
も
共
有
で
き
た
ら

い
い
な
っ
て
思
う
ん
で
す
」

に
よ
っ
て
広
が
る
世
界
、
そ
う
い
う
世
界

が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
多
く
の
方
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
な
っ
て
思
い
ま
す
。

僕
自
身
、
体
感
す
る
こ
と
で
た
く
さ
ん
の

感
動
を
も
ら
っ
た
経
験
が
多
い
か
ら
、
よ

り
そ
う
思
う
ん
で
す
よ
ね
」

　

映
画
や
舞
台
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
に
も
挑

み
、
留
ま
る
こ
と
な
く
新
し
い
世
界
を
広

げ
て
い
る
稲
垣
さ
ん
で
す
が
、
切
り
替
え

と
続
け
ま
す
。

 

「
僕
は
、
敷
居
が
高
い
と
い
う
の
は
い
い

言
葉
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
品

格
や
伝
統
で
も
あ
る
し
、
何
百
年
と
繋
い

で
き
て
く
れ
た
先
人
た
ち
へ
の
敬
意
で
も

あ
り
ま
す
か
ら
。
普
段
、
自
分
の
部
屋
で

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
な
が
ら
好
き
な
音
楽
を
聴

く
の
も
い
い
け
れ
ど
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー

ル
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
生
で
聴
く
こ
と

Hibiki Special Interview
 Goro Inagaki

稲垣吾郎（いながき　ごろう）　
1973年12月8日生まれ。91年に
CDデビュー。2017年9月に草彅剛・
香取慎吾らと共にファンサイト「新し
い地図」を開設。日本財団パラリン
ピックサポートセンターのスペシャルサ
ポーターに就任。サントリービール株
式会社「オールフリー」CMに現在
出演中。主なドラマ出演に『金田
一耕助シリーズ』『流れ星』『不機
嫌な果実』など、主な出演映画に
『催眠』『笑の大学』『十三人の刺
客』など。現在『半世界』が公開中。
手塚治虫原作の『ばるぼら』は今
年公開予定。

  

「
こ
こ
し
ば
ら
く
、
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ

や
交
響
曲
ば
か
り
聴
い
て
い
た
の
で
、
最

近
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
か
室
内
楽
も
聴
い

て
み
た
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

映
画
で
観
て
、カ
ル
テ
ッ
ト（
弦
楽
四
重
奏
）

に
も
興
味
を
も
っ
た
ん
で
す
。自
分
の
プ

レ
イ
リ
ス
ト
も
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　

昨
年
11
月
か
ら
全
40
公
演
に
わ
た
り
、

舞
台
『
Ｎ
ｏ
・
９ 

―
不
滅
の
旋
律
―
』

で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
を
生
き
抜
い

た
稲
垣
吾
郎
さ
ん
。
頭
の
中
に
は
次
の
新

し
い
音
楽
が
鳴
り
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

特
別
な
時
間

　

音
楽
を
聴
く
環
境
が
多
様
に
な
っ
て
き

て
い
る
今
こ
そ
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
足
を
運

ぶ
こ
と
は
特
別
感
が
あ
り
ま
す
よ
ね
、
と

稲
垣
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

 

「
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
行
く
と
い
う
の

は
、
ひ
と
つ
の
出
来
事
。
そ
れ
を
含
め
て
、

一
日
の
流
れ
が
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
。

サントリーホール大ホール、ヴィンヤード（ブドウ畑）形式の客席にて。

そ
の
日
の
夜
、
眠
る
前
に
思
い
返
す
と
、

〝
今
日
は
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
て
音
楽
を

聴
い
た
日
〞
と
な
り
ま
す
よ
ね
。
僕
も
自

分
が
舞
台
に
立
つ
と
き
は
、
観
に
来
て
く

だ
さ
る
方
の
一
日
の
時
間
を
預
か
っ
て
い

る
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
し
、

そ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
な
と
思
い
ま
す
」

　

稲
垣
さ
ん
は
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
客

稲
垣
吾
郎
（
俳
優
）

そ
の
4   
ラ
イ
ブ
な
ら
で
は
の
感
覚   

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
響
き
を

感
じ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。フ
ィ
ナ
ー
レ
で
す
。

撮影・加藤アラタ　構成・盆子原明美　ヘアメイク・金田順子　スタイリング・栗田泰臣11 10Hibiki Vol .7Hibiki Vol .7



コンサート案内
2019年4～7月

Concert Information

9年目を迎える初夏の恒例、室内楽の祭典

サントリーホール
チェンバーミュージック・
ガーデン 2019

世代や国境を超えた気鋭のアーティストたちが集結し、
定番のベートーヴェン・サイクルのほか、エラールピア
ノや現代作品など、宝石のようなさまざまなプログラム。
室内楽をもっと好きになる、室内楽の庭へ。

6月1日（土）～6月16日（日） ブルーローズ（小ホール）

6月1日（土） 

オープニング
堤 剛プロデュース 
2019 18:00開演

堤剛がディレクターを務める
室内楽アカデミーのフェローたちを
共演者に迎えた、アクティブで
緊密なアンサンブル。

6月5日（水） 

プレシャス１ｐｍ　
Vol.１ 13:00開演

クス・クァルテット　
ベートーヴェン・サイクル Ⅱ
 19:00開演

6月7日（金） 

プレシャス１ｐｍ　
Vol.2 13:00開演

6月8日（土） 

ENJOY!
室内楽アカデミー・フェロー
演奏会 Ⅰ 11:00開演

クス・クァルテット　
ベートーヴェン・サイクル Ⅲ
 19:00開演

6月6日（木） 

ディスカバリーナイト Ⅰ
 19:30開演

6月9日（日） 

エラールの午后

 14:00開演

～第１回ショパン
国際ピリオド楽器コンクール
優勝者を迎えて～

6月13日（木） 

クス・クァルテット　
ベートーヴェン・サイクル Ⅴ
 19:00開演
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲を
モチーフとする委嘱作品
マントヴァーニ：弦楽四重奏曲第6番
「ベートヴェニアーナ」を世界初演。

ディスカバリーナイト  Ｉ・Ⅱ

プレシャス 1pm  Vol. 1～4

平日19 :30から、音楽家が温めてきた「秘蔵の企画」をお披露目するシリーズ。
本格的なプログラムでありながら、ライブならではのトークで新しい発見も。
ブルーローズの親密な空間で企画者の心意気を感じることができるコンサートです。

気軽に楽しめる平日のお昼間60分コンサート。多彩な顔ぶれの
室内楽の第一人者や、今聴きたいフレッシュな音楽家が
気さくなトークを交えて、心沸き立つレパートリーを披露します。

Ⅰ 6月6日（木）　  19:30開演（19:00開場）
シューベルト 歌曲集『美しき水車屋の娘』D. 795　ほか
テノール：ジョン・健・ヌッツォ　ピアノ：岡原慎也
ピアノ三重奏：トリオ デルアルテ （室内楽アカデミー第5期フェロー）
　ヴァイオリン：内野佑佳子　チェロ：河野明敏　ピアノ：久保山菜摘

Ⅱ 6月12日（水）　  19:30開演（19:00開場）
イウェイゼン トランペット・ソナタ　クレストン マリンバ小協奏曲 作品21　ほか
トランペット：菊本和昭　パーカッション：竹島悟史　ピアノ：新居由佳梨
【チケット料金】
I  指定 4,000円　サイドビュー 2,500円　ペア 7,000円
II 指定 3,500円　サイドビュー 2,000円　ペア 6,000円

Vol.  1　6月5日（水）　 クラリネット五重奏の深遠 13:00～14:00
ドヴォルジャーク
テルツェット ハ長調 作品74 より 第1楽章、第3楽章
ブラームス クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115 より 第2楽章　ほか
ヴァイオリン：渡辺玲子、池田菊衛　ヴィオラ：磯村和英
チェロ：毛利伯郎　クラリネット：コハーン・イシュトヴァーン

Vol.  2　6月7日（金）　 服部百音の室内楽 13:00～14:00
ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 作品67
プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第1番 ヘ短調 作品80
ヴァイオリン：服部百音
［ソナタ］ピアノ：青柳 晋
［三重奏］チェロ：奥泉貴圭　ピアノ：坂口由侑

Vol.  3　6月12日（水）　親密な至極のデュオ 13:00～14:00
メンデルスゾーン チェロ・ソナタ第1番 変ロ長調 作品45

チェロ・ソナタ第2番 ニ長調 作品58
ピアノ：小山実稚恵　チェロ：堤 剛

Vol.  4　6月14日（金）　第一人者の華麗な交歓 13:00～14:00
フランセ 『バロック風二重奏曲』
サン=サーンス ファゴット・ソナタ ト長調（コントラバス版）　ほか
ハープ：吉野直子　コントラバス：池松 宏
【チケット料金】
指定 2,500円　サイドビュー 1,500円　
ペア 4,000円（同一公演の指定席2枚）

Featured
Concerts

1

Featured
Concerts

2

岡原慎也

菊本和昭 ©Lasp. Inc.

渡辺玲子 ©Yuji Hori

吉野直子©Akira Muto

服部百音
©Chihoko Ishii

ジョン・健・ヌッツォ

竹島悟史 新居由佳梨 
©アールアンフィニ

小山実稚恵
©ND CHOW

6月2日（日） 

クス・クァルテット　
ベートーヴェン・サイクル Ⅰ
 14:00開演
5回にわたり、
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲
全曲を作曲年順に演奏。

6月4日（火） 

CMGスペシャル
車いす利用者のための
室内楽演奏会
（関係者招待）

6月14日（金） 

プレシャス１ｐｍ　
Vol.4 13:00開演

6月15日（土） 

ENJOY!
室内楽アカデミー・フェロー
演奏会 Ⅱ 11:00開演

アンサンブル・ラロ
結成15周年のピアノ四重奏
 19:00開演

6月16日（日） 

フィナーレ 2019 
 14:00開演

6月10日（月） 

アジアンサンブル
＠TOKYO 19:00開演

6月11日（火） 

クス・クァルテット　
ベートーヴェン・サイクル Ⅳ
 19:00開演

6月12日（水） 

プレシャス１ｐｍ　
Vol.3 13:00開演

ディスカバリーナイト Ⅱ
 19:30開演

昨年のフィナーレより

※サントリーホール所蔵のエラールは
1867年製のピアノの名器。

実演が貴重な
作品を集めたスペシャルコンサート。
ＣＭＧを彩ってきたアーティストたちが
大集合して、世代を超えた
室内楽の饗宴が実現します。

Featured
Concerts

Featured
Concerts

Featured
Concerts

Featured
Concerts

Featured
Concerts

Featured
Concerts

残席僅少

残席僅少

売切

売切

売切
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バークレイズ証券株式会社 特別協賛
東京交響楽団＆サントリーホール

こども定期演奏会 2019年シーズン
《音楽レシピ～音楽は何でできている？》『ハーモニー』『メロディー』『スタイル』『リズム』

サントリーアートキッズクラブ

いろいろドレドレ
― 美術と音楽に親しむ ワークショップ＆コンサート ―

【チケット料金】年間会員券 12,000円（全席指定・４公演分）　１回券 3,500円　 小学１年生からご入場いただけます　
オーケストラ：東京交響楽団　司会：坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）

18年目を迎える、こどものためのオーケストラ定期演奏会。2019年シーズンのテーマは「音楽レシピ」。音楽が 
どんな要素で出来上がっているのか、４回の公演に分けて解き明かします。今シーズン1回目のテーマは『ハー
モニー』、2回目は『メロディー』です。フル編成のオーケストラとソリストの豊かな演奏とわかりやすい解説で、
親子ともども楽しめるコンサート。いずれも日曜日の開催です。

サントリーホールとサントリー美術館とのコラボレーションでお届けする、3～6歳のこどもたちを対象にした
プログラムです。音楽と美術で、こどもたちの創造性や感受性を引き出します。

第69回 ハーモニー 4月14日（日）  11:00開演（10:30開場） 大ホール

第71回 スタイル 9月8日（日）  11:00開演

第70回 メロディー 7月7日（日）  11:00開演（10:40～プレトーク） 大ホール

第72回 リズム 12月15日（日）  11:00開演

7月26日（金） 27日（土）  
各日とも11:00開始（10:45開場） 14:00開始（13:45開場） ブルーローズ（小ホール）

指揮：角田鋼亮　ヴァイオリン：千住真理子　　　　　　　　　　　　　  （＊がソリストとの共演）
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集『四季』より 第1番「春」第1楽章 ＊
マスネ 『タイスの瞑想曲』 ＊
リムスキー゠コルサコフ 交響組曲『シェエラザード』より 第1楽章「海とシンドバッドの船」 　ほか

指揮：下野竜也　ピアノ：小山実稚恵

お話と歌：神崎ゆう子　アンサンブル：Music Players おかわり団
【チケット料金】親子ペア券（3～6歳のこども1名と同伴保護者1名） 2,000円　

こども券（3～6歳） 1,000円／おとな券（7歳以上の同伴者追加1名） 1,500円 ＜限定40枚＞

指揮：沼尻竜典　テノール：錦織 健　
プッチーニ オペラ『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」 ＊
カプア「オー・ソレ・ミオ」 ＊
シベリウス 交響詩『フィンランディア』　ほか

指揮：飯森範親　チェロ：伊藤文嗣

角田鋼亮 
© 大杉隼平

錦織 健 
© 大八木宏武(都恋堂）

沼尻竜典 
 

千住真理子
 © Kiyotaka Saito(SCOPE)

坪井直樹

こども奏者と東京交響楽団（2018年シーズン公演より）

サントリーホール オペラ・アカデミー
修了コンサート

日本フィル＆サントリーホール 
とっておき アフタヌーン 2019-20シーズン Vol. 10

5月28日（火）  19:00開演（18:20開場）　ブルーローズ（小ホール）

5月8日（水）  13:30開演（12:50開場）　大ホール

世界的テノール歌手の活動を経て、現在は指揮者として活躍する
ジュゼッペ・サッバティーニをエグゼクティブ・ファカルティに迎えた、
若き声楽家のためのサントリーホール オペラ・アカデミー。サッバ
ティーニの薫陶を2年にわたって受けた歌い手たちがイタリア室内歌
曲やオペラ・アリアを披露します。

クラシック音楽のコンサートを通して、平日の午後を優雅で豊かに過ごすライフスタイルを提案するシリーズの第10回目は、クラシッ
ク音楽シーンを牽引する指揮者の藤岡幸夫とヴァイオリンの新星、服部百音を迎え、豊穣なオーケストラサウンドをお楽しみいた
だきます。コンサートの前後にホテルオークラ東京、ANAインターコンチネンタルホテル東京でランチやティータイムを特別優待価
格でご利用いただけるサービスや、コンサート前のリハーサル体験（事前申込制、無料）も。託児サービス（事前申込制、有
料）もご用意しています。

2018年公演より

2018年公演より

サントリーホール オペラ・アカデミー
プリマヴェーラ・コース第4期生、アドバンスト・コース第3期生

指揮： 藤岡幸夫　ヴァイオリン： 服部百音　ナビゲーター： 政井マヤ
管弦楽： 日本フィルハーモニー交響楽団
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
ストラヴィンスキー バレエ組曲『火の鳥』（1919年版）※指揮者による解説付

【チケット料金】自由席 2,000円

【チケット料金】Ｓ 6,000円　Ａ 4,000円　Ｂ 3,000円
グループ割引 ３名以上お申し込みでＳ席、Ａ席10％オフ
（受付はサントリーホールチケットセンター電話および窓口）

服部百音 ©Chihoko Ishii藤岡幸夫 © 青柳聡日本フィルハーモニー交響楽団 ©堀田力丸

オーケストラとホールが贈る、エレガントな平日の午後

若き声楽家たちの瑞 し々い音楽を3～6歳のための音楽と美術のプログラム

親子でクラシック音楽との出会い コンサート案内
2019年4～7月

Concert Information

このマークのついた公演は、未来を担うこどもたち
や若きプロフェッショナルな音楽家たちに向けた
サントリーホールの活動「ENJOY!  MUSIC 
プログラム」の一環として開催します。音楽に出

会うよろこびの場、音楽を創るよろこびの場、そして、より
開かれたホールをめざし、様 な々取り組みを行っています。

政井マヤ

神崎ゆう子
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充実したHibikiをお届けしてゆくために、ぜ
ひみなさまのご意見をお聞かせください。ア
ンケートにお答えくださった方に誌面でご紹
介したサントリー美術館のオリジナルグッズを
プレゼントいたします。サントリーホールホー
ムページ http://suntory.jp/HALL/ の応募
フォームに、アンケートのお答え、お名前・ご
住所等をご記入のうえ、ぜひご応募ください。
受付期間は4月1日（月）～6月11日（火）です。

サントリー美術館オリジナル
浮線綾文 和綴ノート　
（いずれかの色　８名様）　

※0570で始まるこの電話番号は、国際電話および一部のIP電話・プリペイド方式の携帯電話からはご利用できません。
　ご利用いただけない場合は、03-3584-4402へお電話ください。

【チケットセンター窓口】10：00～18：00 ※18時以降の公演がある場合は開演時刻まで営業／休館日・年末年始は休業

先行発売がご利用いただける「サントリーホール・メンバーズ・クラブ」、
公演情報、チケットのご購入など詳細は、
サントリーホールホームページをご覧いただくか、
サントリーホールチケットセンターにお問い合わせください。

サントリーホールホームページ http://suntory.jp/HALL/
サントリーホールチケットセンター     Tel. 0570-55-0017

（10：00～18：00）オペレーターが対応いたします（休館日・年末年始は休業）

サントリーホール
ホームページへは

こちらから

応募フォームは
こちらから

サントリーホール
情報誌
『Hibiki』Vol.7

2019年4月1日発行
発行責任者 ● 折井雅子
編集発行 ● サントリーホール
〒107-8403 東京都港区赤坂1-13-1
TEL. 03-3505-1001（代表）

企画編集 ● サントリーホール／
  　 株式会社スケープス／  内海陽子
デザイン ● 中澤睦夫（SAKU CORPORATE DESIGN）

表紙絵 ● 五味太郎
印刷製本 ● 共同印刷

サントリーホールディングス
株式会社は公益財団法人
サントリー芸術財団のすべ
ての活動を応援しています。

サントリー美術館所蔵品
の国宝「浮線綾螺鈿蒔
絵手箱」をモチーフにあ
しらった、和紙を和綴に
したノートです。公演や
美術鑑賞の感想を綴っ
てみてはいかがでしょう。

Q u e s t i o n n a i r e  &  P r e s e n t

プレゼント

＜表紙のことば＞
音楽を聴きながら、色やカタチを思い
巡らす癖があります。子どもの頃から
ですね。バッハは色のチップが網膜の
中で並びます。モーツァルトはチップで
はありません。色のラインです。ベー
トーヴェンは色からカタチに変わってい
きます。ラフマニノフには光沢を感じま
す。少し近代だからですかね。そんな楽
しみ方をいつもしています。その楽しみ
のまま、今回は具体的に絵にしてみま
した。手法としては切り絵です。心楽し
い仕事です。僕にとってサントリーホー
ルは、色とカタチ、そして音の遊び場。
なじみの庭です。 五味太郎

サントリーホール情報誌
『Hibiki』

サントリーホールは1986年
に東京初のコンサート専用
ホールとして “世界一美し
い響き” をコンセプトに誕生
しました。これからもサント
リーホールの響きを、より
多くの方々にお届けした
い－－そんな想いを込めて、
情報誌『Hibiki』を発行
しています。
表紙絵は今号より世界的
な絵本作家・五味太郎氏
による描き下ろしです。


