


大
き
く
大
事
な
糧
。
で
す
か
ら
、
ど
ん
な

状
況
で
も
音
楽
と
い
う
も
の
が
生
き
て
い

て
、
そ
れ
を
伝
え
続
け
る
こ
と
、
音
楽
活

動
を
ず
っ
と
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
と

考
え
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
か
ら
も
様
々

な
情
報
発
信
、
ラ
イ
ブ
配
信
を
行
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
我
々
に
と
っ
て

は
お
客
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と

が
根
源
的
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
演

奏
家
も
、
音
を
発
信
し
て
、
そ
れ
を
ど
う

い
う
風
に
反
応
し
て
い
た
だ
け
た
か
に

よ
っ
て
初
め
て
、
創
造
活
動
と
し
て
成
り

立
つ
わ
け
で
す
か
ら
」

　

そ
し
て
、
こ
う
続
け
ま
す
。

 

「
ひ
と
つ
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
が
活
動

し
て
い
く
た
め
に
は
、
実
に
多
く
の
方
々

の
努
力
と
支
え
が
必
要
で
す
。
演
奏
者
を

含
め
た
総
合
的
な
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
が
、

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
た
る
由
縁
だ
と
思
っ

　
「
音
楽
は
、人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
す
。
言
葉
を
超
え
、

国
を
越
え
、
人
種
や
民
族
を
超
え
て
、
語

り
合
い
、
喜
び
合
い
、
悲
し
み
合
う
。
心

の
琴
線
に
触
れ
る
よ
う
な
『
時
』
と
『
空

間
』
を
共
有
し
、
人
々
が
互
い
に
響
き
合

う
の
が
音
楽
で
す
」

　

と
語
る
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
館
長
・

堤
剛
。
８
歳
の
頃
か
ら
ス
テ
ー
ジ
に
立
ち
、

70
年
以
上
も
世
界
各
地
を
飛
び
回
っ
て
演

奏
活
動
を
続
け
て
い
る
チ
ェ
リ
ス
ト
で
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
場
を
失
っ
た
日
々
は

「
冬
眠
生
活
に
入
っ
た
よ
う
で
大
変
辛
く
、

心
も
不
安
定
で
厳
し
い
時
間
」
だ
っ
た
と

言
い
ま
す
。

 

「
私
た
ち
以
上
に
、
音
楽
無
し
で
は
生
き

て
い
け
な
い
と
い
う
音
楽
フ
ァ
ン
の
方
々

の
お
気
持
ち
は
、
察
す
る
に
余
り
あ
り
ま

す
。
音
楽
は
、
人
の
心
に
と
っ
て
本
当
に

て
い
ま
す
。
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
に
は
、

ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
も
延
べ
３
０
０
名
以

上
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
り

ひ
と
り
の
心
意
気
は
、
国
内
外
か
ら
い

ら
っ
し
ゃ
る
演
奏
家
に
も
す
ぐ
に
感
じ

と
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
で
す
。
楽
屋

口
か
ら
一
歩
踏
み
入
れ
た
途
端
、『
今

日
は
な
に
か
自
分
の
演
奏
家
人
生
の
な

か
で
も
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
も
の
が

で
き
る
気
が
す
る
』
と
か
、『
チ
リ
ひ

る
と
、
堤
は
言
い
ま
す
。

 

「
皆
様
の
お
か
げ
で
、
ホ
ー
ル
が
生
き

た
存
在
に
な
る
の
で
す
」

「
生
き
て
い
る
」と

感
じ
る
場
所

 

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
館
長   

堤 

剛

2007 年よりサントリーホール館長。
日本を代表するチェリスト。写真は
2019年の「チェンバーミュージック・
ガーデン（ＣMG）」にて、サントリー
ホール室内楽アカデミー生たちと
の共演。ＣMGでは毎年、チェリ
スト堤の新しい挑戦が繰り広げられ
る。
今年 11月開催の「ウィーン・フィ
ルハーモニー ウィーク イン ジャパ
ン 2020」では、日本人初の器
楽奏者のソリストとして、巨匠ゲル
ギエフと共演予定。
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と
つ
落
ち
て
い
な
い
楽
屋

で
音
楽
す
る
こ
と
だ
け
に

集
中
で
き
る
の
は
無
上
の

喜
び
』、
な
ど
と
言
っ
て

い
た
だ
け
る
の
は
、
と
て

も
嬉
し
い
こ
と
で
す
」

　

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
と

は
、
心
が
高
揚
し
、
生
き

て
い
る
こ
と
に
対
す
る
内

面
の
動
き
を
感
じ
ら
れ
る

場
所
。
人
々
が
人
生
を
楽

し
む
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
感

じ
ら
れ
る
場
所
。
そ
し
て
、

同
時
代
の
新
し
い
音
楽
が

生
ま
れ
、
将
来
へ
の
希
望

を
シ
ェ
ア
す
る
場
で
も
あ

音楽を届ける仕事
～コンサートという場をつくる

特集

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
か
ら

音
楽
が
消
え
て
し
ま
っ
た
数
カ
月
間
。

「
人
が
い
て
こ
そ
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
」と
い
う

当
た
り
前
の
こ
と
を
、誰
も
が
強
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。

ス
テ
ー
ジ
上
の
演
奏
家
と
、

そ
の
音
楽
を
受
け
と
め
る
客
席
の
ひ
と
り
ひ
と
り
。

そ
の
周
り
に
多
く
の
人
々
が
関
わ
っ
て
、

コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
場
が
つ
く
り
出
さ
れ
ま
す
。

今
号
で
は
、演
奏
家
と
お
客
様
と
ホ
ー
ル
を
繋
ぐ

仕
事
人
た
ち
の
声
を
お
届
け
し
ま
す
。
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い
ざ
コ
ン
サ
ー
ト
が
始
ま
る
と
、
今
村

は
舞
台
に
出
て
い
く
演
奏
者
を
舞
台
下
手

で
見
送
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
間
中
、
そ
こ

か
ら
舞
台
と
客
席
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま

す
。
開
始
か
ら
終
了
を
、
状
況
を
見
な
が

ら
指
示
す
る
の
も
そ
の
役
割
。
演
奏
者
だ

け
で
な
く
、
客
席
の
状
況
や
空
気
を
読
む

こ
と
も
必
要
で
す
。

　

ス
テ
ー
ジ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
こ
の
道

一
筋
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
人
が
多
い

仕
事
。
今
村
も
東
京
交
響
楽
団
の
ス
テ
ー

ジ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
25
年
に
わ
た
っ
て

つ
と
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
楽
団
と

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
の
ス
テ
ー
ジ
・
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
は
、
そ
の
仕
事
が
か
な
り

違
う
そ
う
で
す
。

 

「
楽
団
で
は
メ
ン
バ
ー
の
こ
と
を
始
め
、

楽
団
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
重

要
で
し
た
。
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
は
逆
に

毎
日
演
奏
者
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
も

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
室
内
楽
、
リ
サ
イ
タ
ル

演
直
前
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に
な
っ
て
、
演
奏

者
が
直
接
声
を
か
け
て
き
て
、『
も
う
少

し
こ
う
い
う
位
置
に
で
き
な
い
か
』
な
ど

要
望
を
伝
え
て
く
る
こ
と
も
多
い
の
で
、

そ
の
場
で
調
整
す
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、

こ
れ
は
出
演
者
と
ス
タ
ッ
フ
の
距
離
が
近

い
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
な
ら
で
は
、
だ
と

思
い
ま
す
」

　

一
度
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
に
来
た
演
奏

者
に
つ
い
て
は
、
楽
器
の
置
き
位
置
や
立

ち
位
置
の
好
み
な
ど
は
す
べ
て
ノ
ー
ト
に

記
録
し
、
担
当
者
が
変
わ
っ
て
も
引
き
継

が
れ
ま
す
。

 

「
演
奏
家
の
方
に
『
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル

の
舞
台
で
は
安
心
し
て
演
奏
に
集
中
で
き

る
』
と
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
っ

て
い
ま
す
」

照
明

　
「
照
明
の
役
割
は
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
演
奏
者
が
き
れ
い
に
見
え
る
よ

う
に
光
を
当
て
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は

譜
面
が
見
や
す
く
、ま
ぶ
し
く
な
く
、演
奏

者
の
ス
ト
レ
ス
に
な
ら
な
い
光
の
調
整
で

す
」  と

語
る
の
は
照
明
担
当
の
中
島
智
一
。

実
は
こ
の
ふ
た
つ
の
要
素
、
常
に
せ
め

　

コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
「
扇
」
の
か
な
め

と
い
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
ス

テ
ー
ジ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
す
。

 「
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
現
場
監
督
で

す
ね
。
コ
ン
サ
ー
ト
の
主
催
者
と
演

奏
者
の
両
方
を
ケ
ア
し
て
、
コ
ン
サ
ー

ト
が
無
事
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
仕

事
で
す
」
と
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル 

ス

テ
ー
ジ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
今
村
和
弘

は
言
い
ま
す
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
が
決
ま
っ
た
と
き

か
ら
、
そ
の
仕
事
は
始
ま
り
ま
す
。
演
奏

者
の
個
性
、
陣
容
、
要
望
、
ま
た
必
要
と

さ
れ
る
舞
台
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
す
べ
て
を
把
握
し
ま
す
。

そ
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
の
舞
台
と
環
境
を
つ

く
る
関
係
者
全
員
と
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね

な
が
ら
、
当
日
を
迎
え
ま
す
。

 

「
最
後
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
開
場
の
一
時

間
前
。
今
日
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
状
況
を
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
行
い
ま
す
」

い
く
か
と
い
う
挑
戦
も
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
舞
台
・
音
響
・
照
明
、
そ
れ
ぞ

れ
ど
ん
な
技
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

も
違
う
の
で
、
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も

変
化
し
、
緊
張
感
が
高
い
で
す
ね
」

　

そ
れ
だ
け
に
「
何
事
も
な
く
コ
ン

サ
ー
ト
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
い
ち
ば

ん
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
す
」
と
。

 

「
演
奏
者
や
主
催
者
を
ケ
ア
す
る
仕
事

で
す
が
、
目
的
の
最
終
地
点
は
お
客
様

で
す
。
こ
の
日
、
こ
の
時
の
コ
ン
サ
ー

ト
を
、
お
客
様
に
そ
の
ま
ま
感
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
、
そ
の
日
な
り
の
ベ
ス
ト
を
演

出
で
き
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
」

　

大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
演
奏
会
は

年
間
約
３
５
０
公
演
に
も
な
り
（
昨
年

の
場
合
）、
今
村
は
そ
の
す
べ
て
に
関

わ
り
ま
す
。
演
奏
会
が
行
わ
れ
て
い
る

間
、
客
席
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
舞

台
に
向
か
っ
て
左
手
の
舞
台
袖
に
は
常

に
今
村
が
佇
み
、
耳
と
目
を
凝
ら
し
て

コ
ン
サ
ー
ト
を
見
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

ぎ
合
い
だ
そ
う
で
す
。
両
方
の
効
果
を

最
大
に
す
る
た
め
に
工
夫
を
凝
ら
し
ま

す
。
と
く
に
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
や
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ニ
ス
ト
の
リ
サ
イ
タ
ル
は
人
に

よ
っ
て
感
じ
方
も
違
い
も
大
き
く
、
難

し
い
そ
う
。

 

「
か
つ
て
演
劇
の
舞
台
照
明
を
や
っ
て

い
る
と
き
は
、
照
明
に
よ
る
演
出
が
優

先
で
し
た
。
今
も
オ
ペ
ラ
な
ど
で
そ
う

い
う
要
素
は
あ
り
ま
す
が
、『
演
奏
者
の

　

コ
ン
サ
ー
ト
に
よ
っ
て
異
な
る
舞
台

や
装
置
、
音
響
、
照
明
と
い
っ
た
こ
と

を
総
合
的
に
手
掛
け
て
い
る
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
が
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
に
は

常
駐
し
て
い
ま
す
。

 

「
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
オ
ー
プ
ン
以

来
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
技
術
部
門
を
担
っ

て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
チ
ー
フ

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
専
門
家
集
団
を

総
括
す
る
鎌
田
努
。
自
身
も
サ
ン
ト

リ
ー
ホ
ー
ル
に
赴
任
し
て
今
年
で
す
で

に
20
年
を
数
え
ま
す
。

 

「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト

ホ
ー
ル
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
演
奏

家
の
方
々
が
い
か
に
音
楽
に
集
中
で
き

て
、
ベ
ス
ト
な
環
境
で
い
い
演
奏
を
届

け
る
か
、
と
い
う
こ
と
。
演
劇
や
ド
ラ

マ
の
セ
ッ
ト
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
違
い

ま
す
ね
」

　

ま
た
、「
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

な
ど
現
代
音
楽
の
演
奏
会
で
は
、
そ
れ

ま
で
な
い
舞
台
装
置
や
演
出
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
も
多
く
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー

ル
の
ル
ー
ル
の
な
か
で
ど
う
実
現
し
て

拾
っ
て
会
場
内
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
出

す
の
で
す
が
、
あ
く
ま
で
も
客
席
に
直

接
向
い
て
い
な
い
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
音

を
出
す
こ
と
で
、
自
然
な
響
き
を
ホ
ー

ル
に
紛
れ
込
ま
せ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

現
代
音
楽
な
ど
の
特
殊
な
楽
器
や
木
片
、

水
、
紙
な
ど
を
楽
器
と
し
て
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
の
中
で
使
う
場
合
、
音
響
の
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
た
め
に
マ
イ
ク
で
拡
声
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ス
ピ
ー
カ
ー

か
ら
で
は
な
く
楽
器
か
ら
出
て
い
る
よ

う
に
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
ま
す
」

と
宇
野
善
文
は
言
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
M
C
が
入
る
コ
ン
サ
ー
ト

で
は
言
葉
の
明
瞭
度
を
上
げ
る
た
め
に

音
質
調
整
し
ま
す
。
生
音
を
楽
し
む
サ

ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
だ
か
ら
こ
そ
求
め
ら

れ
る
技
術
で
す
。

素
晴
ら
し
い
舞
台
を

コ
ン
サ
ー
ト
を
支
え
る
仕
事
人
、

ま
ず
は
ス
テ
ー
ジ
サ
イ
ド
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

ス
テ
ー
ジ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

な
ど
形
態

今村和弘　
ステージ・マネージャー

舞
台
技
術

舞
台

　

舞
台
の
チ
ー
フ
は
畠
中
陵
。

 

「
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
ス
テ
ー
ジ
は
39

の
迫
（
せ
り
）
に
分
か
れ
て
い
て
、
電
動

で
動
く
と
い
う
点
が
特
徴
で
す
。
さ
ら
に

必
要
に
応
じ
て
台
を
追
加
し
た
り
、
ス

ペ
ー
ス
を
追
加
し
ま
す
。
事
前
の
打
ち
合

わ
せ
で
出
演
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
公

ス
ト
レ
ス
に
な
ら
な
い
』
こ
と
が
最
優

先
と
い
う
の
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
コ
ン

サ
ー
ト
ホ
ー
ル
な
ら
で
は
で
す
。
照
明

マ
ン
と
し
て
意
識
が
変
わ
り
ま
し
た
」

音
響

オ
ペ
ラ
な
ど
で
は
舞
台
か
ら
で
は
な

く
遠
く
か
ら
歌
声
が
響
い

て
き
た
り
、
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
楽
器
の
音
が
流
れ

て
き
た
り
…
…
。
そ
ん
な

仕
掛
け
の
あ
る
演
目
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
臨
場
感
の

演
出
に
貢
献
し
て
い
る
の

が
音
響
で
す
。

 

「
舞
台
袖
や
客
席
で
歌
い

演
奏
し
た
音
を
マ
イ
ク
で

舞台を技術で支える。右から畠中陵（舞台）、中島智一（照明）
鎌田努（チーフディレクター）、宇野善文（音響）

39の迫をコントロール。
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「
１
９
８
６
年
の
開
館
に
あ
た
り
、
ホ
ー

ル
で
音
楽
を
聴
く
だ
け
で
な
く
、
カ
ラ
ヤ

ン
広
場
か
ら
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
た
非
日

常
空
間
で
過
ご
す
時
間
を
心
か
ら
楽
し
ん

で
も
ら
い
た
い
と
、
初
代
館
長
・
佐
治
敬

三
の
強
い
想
い
か
ら
生
ま
れ
た
仕
事
で
す
。

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
で
お
迎
え
し
、
チ
ケ
ッ
ト

テ
イ
ク
、
ク
ロ
ー
ク
、
客
席
へ
の
ご
案
内
。

お
客
様
が
な
に
か
を
必
要
と
さ
れ
た
時
に

す
ぐ
に
お
手
伝
い
が
で
き
る
よ
う
控
え
、

お
客
様
の
思
い
思
い
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
役

割
で
す
」

　

と
話
す
の
は
、
総
勢
１
０
０
名
余
の
レ

セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト
を
統
括
す
る
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
中
村
奈
津
子
。
通
常
で
あ
れ
ば

年
６
０
０
近
い
公
演
が
行
わ
れ
、
大
ホ
ー

ル
と
ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
（
小
ホ
ー
ル
）
同
時

開
催
も
多
く
、
毎
回
30
か
ら
40
名
ほ
ど
の

レ
セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト
が
任
に
つ
き
ま
す
。

 

「
た
と
え
ば
19
時
開
演
の
公
演
で
し
た
ら
、

イ
ン
が
よ
く
出
ま
す
ね
。『
響
』や『
山
崎
』

な
ど
、
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
む
の
を
楽
し
み

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
方
も
。
ほ
ん
の

15
分
ほ
ど
の
休
憩
時
間
内
に
、
で
き
る
だ

け
早
く
、
温
か
さ
や
冷
た
さ
な
ど
飲
み
や

す
い
温
度
で
提
供
で
き
る
よ
う
努
め
て
い

ま
す
。
音
楽
を
楽
し
み
に
来
ら
れ
て
い
る

方
々
の
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
、
非
日
常
を

楽
し
む
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
仕

事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

と
店
長
の
中
村
伊
之
。
前
職
は
ホ
テ
ル

ン
で
す
か
ら
。
一
期
一
会
。
華
や
か
な
雰

囲
気
の
場
で
も
親
し
み
や
す
い
存
在
で
あ

る
こ
と
を
心
掛
け
ま
す
。
世
界
屈
指
の

ホ
ー
ル
で
、
お
客
様
の
ご
期
待
に
ど
う
お

応
え
で
き
る
か
、
時
代
に
合
っ
た
サ
ー
ビ

ス
を
し
て
い
け
る
か
。
使
命
感
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
ま
す
」

　

ウ
イ
ル
ス
な
ど
新
た
な
不
安
を
抱
え
た

世
の
中
で
、
い
か
に
安
心
し
て
豊
か
な
心

持
ち
で
非
日
常
空
間
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
る
か
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
模
索
が

続
き
ま
す
。

　

来
場
さ
れ
る
皆
さ
ん
と
最
初
に
顔
を
合

わ
せ
る
の
が
「
レ
セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト
」
で

す
。
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
レ
セ
プ
シ
ョ

ニ
ス
ト
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
取
り
入
れ
た

の
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
が
日
本
で
最

初
で
し
た
。

適
切
か
、
自
ら
の
話
し
方
や
立
ち
居
振
る

舞
い
が
相
手
に
ど
う
届
く
の
か
想
像
す
る

こ
と
。
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

客
様
を
お
待
ち
し
ま
す
」

　

レ
セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト
は
、
音
大
生
や

教
師
な
ど
音
楽
に
携
わ
っ
て
い
る
ス
タ
ッ

フ
や
、
接
客
が
好
き
で
こ
の
職
業
に
就

い
た
人
な
ど
、
様
々
な
経
験
を
持
つ
多

様
な
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
か
に
は
ホ
ー
ル
の
開
館
以
来
ず
っ
と

携
わ
っ
て
い
る
人
も
。

　

サ
ー
ビ
ス
介
助
や
上
級
救
命
な
ど
専

門
的
な
知
識
も
身
に
つ
け
、
車
椅
子
の

方
か
ら
お
手
伝
い
を
必
要
と
さ
れ
れ
ば

座
席
ま
で
ご
一
緒
し
た
り
、
海
外
か
ら

の
お
客
様
の
応
対
も
多
言
語
対
応
ス

タ
ッ
フ
に
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
。
開
演
間

マ
ン
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

 

「
実
は
私
、
こ
こ
に
来
て
初
め
て
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
の
音
楽
を
聴
い
た
ん
で
す
。

演
奏
曲
に
よ
っ
て
は
休
憩
が
入
ら
な
い

こ
と
や
、
あ
と
ど
の
ぐ
ら
い
で
休
憩
に

な
っ
て
お
客
様
が
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
か
、
最
初
は
予
測
で
き
な
く
て
。
で

も
50
人
い
る
ス
タ
ッ
フ
の
大
半
は
音
大

生
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
熟
知
し
て
い

る
ベ
テ
ラ
ン
な
の
で
、
助
け
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
私
も
今
で
は
好
き
な
交
響

曲
が
い
く
つ
か
で
き
ま
し
た
」

　

定
期
演
奏
会
の
会
員
の
方
な
ど
、
顔

際
に
駆
け
込
ま
れ
て
来
る
方
を
、
急
か

さ
ず
安
全
に
素
早
く
ご
案
内
。
ク
ロ
ー

ク
は
丁
寧
か
つ
迅
速
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

で
。
混
雑
す
る
化
粧
室
で
は
声
が
け
を

し
て
列
を
誘
導
。
限
ら
れ
た
時
間
内
で

も
ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
で
過
ご
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
気
を
配
り
ま
す
。

 

「
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
想
像
力
を

働
か
せ
る
こ
と
で
す
。
お
客
様
は
年
齢

層
も
幅
広
く
、
初
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
も
い
れ
ば
、
通
い
慣
れ
た
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の

ご
要
望
や
そ
の
日
の
ご
体
調
ま
で
想
像

し
、
ど
の
よ
う
な
お
声
が
け
や
行
動
が

な
じ
み
の
お
客
様
も
少
な
く
な
い
そ
う

で
す
。

 

「
カ
ウ
ン
タ
ー
で
『
い
つ
も
の
ね
』
な

ん
て
ご
注
文
を
さ
れ
る
方
も
。
コ
ロ
ナ

禍
で
こ
の
数
カ
月
営
業
で
き
て
い
な
い

の
で
、
あ
の
お
客
様
は
ど
う
さ
れ
て
い

る
か
な
、
楽
団
員
の
方
た
ち
は
ど
う
過

ご
し
て
い
る
の
か
な
、
な
ど
と
考
え
な

が
ら
、
再
開
に
向
け
新
た
な
サ
ー
ビ
ス

形
態
を
思
案
し
て
い
ま
す
」

心
地
よ
い
時
間
を

本
番
に
向
け
ス
テ
ー
ジ
上
で
着
々
と
準
備
が
進
め
ら
れ
、
楽
屋
で
演
奏
者
た
ち
が
集
中
力
を
高
め
て
い
る
頃
、

ホ
ワ
イ
エ
（
ロ
ビ
ー
）で
は
お
客
様
を
お
迎
え
す
る
体
制
が
万
全
に
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

レ
セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト

昼
過
ぎ
に
は
ホ
ー
ル
へ
。
出

演
者
情
報
、
公
演
内
容
を
確

認
し
、
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
や

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
決
め
ま

す
。
主
催
者
、
ホ
ー
ル
側
関

係
者
で
最
終
の
打
ち
合
わ
せ
。

ア
ナ
ウ
ン
ス
原
稿
の
チ
ェ
ッ

ク
、
扉
や
座
席
な
ど
設
備
面

も
点
検
、
全
員
で
情
報
を
共

有
し
、
す
べ
て
を
整
え
て
お

「レセプショニスト」という名称もここで誕生。稲葉賀恵デザインの清楚な制服。
男性スタッフは夜公演では燕尾服を着用。

中村伊之　インテルメッツオ店長

営業は通常、コンサート開演 30 分前から
休憩時間終了まで。メニューにはサンドウィッ
チやプティ・フールなども。

※ドリンクコーナーの営業は当面停止させて
いただいています。営業再開までもうしばらく
お待ちください。

中村奈津子　レセプショニスト統括マネージャー

クロークでは、お客様の大事な荷物やコー
ト類を丁寧に無駄なく収納し、迅速にお渡
しするシステムを構築しています。

※現在、クロークのご利用は休止しています。

　

音
楽
に
包
ま
れ
る
心
地
よ
い
時
間
、
高

ま
る
気
分
と
と
も
に
シ
ュ
ワ
ッ
と
喉
を
潤

し
た
り
、
コ
ー
ヒ
ー
片
手
に
音
色
を
反
芻

し
た
く
な
り
ま
す
。
１
階
ホ
ワ
イ
エ
奥
に

２
カ
所
、
２
階
に
１
カ
所
あ
る「
イ
ン
テ

ル
メ
ッ
ツ
オ
」で
は
、ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
各

種
は
も
ち
ろ
ん
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で

お
酒
を
楽
し
む
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
、
開

館
以
来
提
供
し
続
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
も

日
本
初
。

 

「
と
く
に
夏
は
、
冷
え
た
ビ
ー
ル
と
白
ワ

「
イ
ン
テ
ル
メ
ッ
ツ
オ
」 

ド
リ
ン
ク
コ
ー
ナ
ー
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な
に
も
無
い
と
こ
ろ
か
ら
企
画

を
立
ち
上
げ
、
本
番
に
至
る
ま
で
、

本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
人
の
力
に

よ
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
は
つ
く
り
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
す
べ
て
に
一

貫
し
て
関
わ
り
、
司
令
塔
と
し
て

見
守
り
、
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
が
私

た
ち
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。
船
長

の
よ
う
な
役
割
で
し
ょ
う
か
。

　

公
演
に
よ
り
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
で
す
が
、
毎
夏
恒
例
の
現
代
音

楽
の
祭
典
「
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
の
場
合
、
作
曲
家
に
曲
を

委
嘱
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の

で
、
３
年
以
上
前
か
ら
動
い
て
い

ま
す
。
コ
ン
セ
プ
ト
、
日
時
や
場

所
な
ど
枠
組
み
を
決
め
、
演
奏
者

に
依
頼
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
。

コ
ン
サ
ー
ト
の
魅
力
を
ど
の
よ
う

に
発
信
し
て
い
く
か
広
報
宣
伝
活

動
を
計
画
し
、
半
年
ほ
ど
前
か
ら

チ
ケ
ッ
ト
を
売
り
出
し
、
当
日
に

向
け
舞
台
づ
く
り
。
現
場
の
ス

タ
ッ
フ
、
各
専
門
家
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
を
蜘
蛛
の
巣
の
よ
う
に
つ
な

ぎ
、
大
き
な
獲
物
を
捉
え
、
そ
の

瞬
間
に
い
か
に
ベ
ス
ト
の
状
態
で

お
客
様
に
届
け
ら
れ
る
か
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
の
成
功
に
は
、
お

客
様
の
力
が
絶
対
に
必
要
な
の
で

す
。
そ
し
て
、
お
客
様
が
気
持
ち

よ
く
聴
け
る
環
境
を
整
え
て
く
れ

る
ス
タ
ッ
フ
の
存
在
も
。

　

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
の
新
し
い
形

を
模
索
し
な
が
ら
、
お
客
様
と
共

に
安
全
安
心
に
音
楽
を
生
で
分
か

ち
あ
え
る
よ
う
、
ス
タ
ッ
フ
一
同

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

「
音
楽
を
分
か
ち
あ
え
る
時
」

に
向
か
っ
て

最
後
に
、コ
ン
サ
ー
ト
の
〝
仕
掛
け
人
〞

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の

想
い
を
お
届
け
し
ま
す
。

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
企
画
制
作
部
長　

河
野
彰
子

の
で
」

　

と
、
が
っ
し
り
し
た
体
格
に
優
し
い
表

情
で
話
す
の
は
、
警
備
隊
長
の
綿
谷
和
人
。

 
「
警
備
員
は
『
笑
顔
を
見
せ
る
な
』
と
教

育
さ
れ
る
の
で
す
が
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー

ル
で
は
事
情
が
違
い
ま
す
。
丁
寧
な
言
葉

遣
い
と
笑
顔
を
心
掛
け
て
い
ま
す
」

　

常
時
く
ま
な
く
館
内
を
モ
ニ
タ
ー
で
監

視
、
巡
回
。
コ
ン
サ
ー
ト
の
あ
る
日
は
開

場
前
か
ら
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
立
ち
、
終
演

ま
で
館
内
外
の
警
戒
に
あ
た
り
ま
す
。
レ

セ
プ
シ
ョ
ニ
ス
ト
や
各
ス
タ
ッ
フ
と
連
携

し
、
人
の
動
き
や
流
れ
を
見
て
全
体
を
把

握
、
わ
ず
か
な
異
常
も
敏
感
に
察
知
し
ま

す
。
な
に
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
れ
ば
駆
け
つ

け
、
安
全
を
保
っ
て
く
れ
る
、
頼
も
し
い

存
在
で
す
。

 

「
お
客
様
の
表
情
が
、
い
ら
し
た
時
と
帰

る
時
で
は
全
然
違
う
ん
で
す
。
ほ
わ
ー
ん

と
緩
ん
だ
、
な
ん
と
も
良
い
空
気
に
な
り

ま
す
」

た
国
分
さ
ち
子
は

 

「
い
ち
ば
ん
気
を
使
う
の
は
女
性
の
化
粧

室
で
す
。
公
演
の
あ
る
日
は
、
開
演
前
、

休
憩
を
挟
ん
だ
前
後
の
演
奏
中
、
終
演
後

と
４
回
に
わ
た
っ
て
掃
除
し
ま
す
が
、
休

憩
ま
で
の
演
奏
が
短
い
場
合
は
、
あ
せ
り

ま
す
ね
」

　

と
微
笑
み
ま
す
。
お
客
様
と
顔
を
合
わ

せ
る
こ
と
は
普
段
あ
り
ま
せ
ん
が
、
演
奏

者
か
ら
「
き
れ
い
な
楽
屋
で
嬉
し
い
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。

 

「
お
客
様
に
安
心
し
て
ご
来
場
い
た
だ
け

る
よ
う
、今
後
は
よ
り
一
層
、消
毒
や
清
掃

作
業
に
も
細
心
の
注
意
が
必
要
で
す
ね
」

　

出
演
者
に
も
お
客
様
に
も
、
コ
ン
サ
ー

ト
の
場
す
べ
て
に
目
を
配
っ
て
い
る
の
が
、

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
警
備
隊
で
す
。
ど
ん

な
に
著
名
な
指
揮
者
も
演
奏
家
も
、
サ
ン

ト
リ
ー
ホ
ー
ル
と
の
フ
ァ
ー
ス
ト
コ
ン
タ

ク
ト
は
、
楽
屋
口
受
付
に
い
る
警
備
員
な

の
で
す
。

 

「
毎
日
違
う
顔
ぶ
れ
の
大
勢
の
音
楽
家
が

出
入
り
さ
れ
る
の
で
、
着
任
し
て
す
ぐ
は
、

と
く
に
マ
エ
ス
ト
ロ
と
ソ
リ
ス
ト
の
お
顔

を
覚
え
る
の
が
大
変
で
し
た
。
柔
道
人
生

だ
っ
た
自
分
に
は
、
こ
れ
ま
で
音
楽
の
世

界
に
触
れ
る
機
会
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

　

心
お
き
な
く
音
楽
に
浸
り
、
贅
沢
な
気

分
を
味
わ
う
に
は
、
ク
リ
ー
ン
で
安
心
で

き
る
空
間
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
清
掃
を
一
手
に

引
き
受
け
て
い
る
の
が
総
勢
20
名
の
ス

タ
ッ
フ
で
す
。
公
演
の
あ
る
日
は
早
朝
か

ら
終
演
ま
で
の
約
16
時
間
に
わ
た
っ
て
、

シ
フ
ト
を
組
ん
で
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の

清
潔
を
守
り
ま
す
。

　

米
原
忍
は
初
の
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
女

性
所
長
。

 

「
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
な
ら
で
は
の
清
掃

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
〝
目
立
て
〞
と
よ

ば
れ
る
絨
毯
の
掃
除
。
特
殊
な
ブ
ラ
シ
で

　

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
中
央
監
視
室

で
保
守
点
検
に
従
事
す
る
馬
場
、
飯
干
、

荻
野
。
防
犯
モ
ニ
タ
ー
の
監
視
、
給
水

や
空
調
も
業
務
に
含
ま
れ
、
コ
ロ
ナ
禍

で
の
休
館
中
も
毎
日
24
時
間
、
サ
ン
ト

リ
ー
ホ
ー
ル
を
守
っ
て
い
ま
し
た
。

 

「
い
つ
で
も
再
開
で
き
る
よ
う
に
、
ど

こ
も
不
具
合
が
な
い
よ
う
点
検
、
保
守

し
て
い
ま
し
た
」

　

と
馬
場
照
夫
。
点
検
は
早
朝
か
ら
始

ま
り
、
公
演
の
2
時
間
前
、
公
演
後
に

も
、
空
調
や
熱
源
の
操
作
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

と
く
に
調
整
が
難
し
い
の
は
空
調
。

 
「
季
節
、
そ
の
日
の
天
気
、
入
場
者
数

な
ど
に
よ
っ
て
、
お
客
様
が
快
適
と
感

じ
ら
れ
る
温
度
が
違
う
の
で
す
。
ま
た
、

開
場
時
に
比
べ
て
、
開
演
前
に
は
1.5
度

か
2
度
も
、
温
度
は
上
が
っ
て
し
ま
い

ま
す
」

　

と
飯
干
裕
樹
。
お
客
様
が
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
て
音
楽
に
聴
き
い
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
温
度
管
理
は
必
須
で
す
。

　

す
で
に
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
で
6
年

間
保
守
点
検
を
手
掛
け
る
荻
野
准
一
は

「
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
独
特
な
の
は
、

演
奏
者
に
と
っ
て
の
快
適
温
度
へ
の
配

慮
で
す
。
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
い
ら
っ

し
ゃ
る
演
奏
家
の
方
か
ら
は
『
も
っ
と

温
度
を
下
げ
て
ほ
し
い
』
と
よ
く
希
望

が
あ
り
ま
す
。
楽
器
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ン
の
た
め
に
は
0.1
度
単
位
で
の
温
度
調

整
や
湿
度
調
整
も
必
要
で
す
。
ス
テ
ー

ジ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
や
表
方
※
と
常
に

連
携
し
て
い
ま
す
」

心
お
き
な
く
音
楽
に
酔
え
る
空
間
を

清
潔
さ
、
安
全
さ
、
快
適
さ
。
そ
う
し
た
環
境
が
揃
っ
て
こ
そ
、
音
楽
に
心
ゆ
く
ま
で
浸
り
、
酔
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
た
め
の
工
夫
と
努
力
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。

警
備

清
掃

保
守
点
検

綿谷和人　警備隊長

馬場照夫　飯干裕樹　荻野准一　保守点検

※舞台を境に、客席側を「表」、楽屋側を「裏」と呼び、「表方」は受付、チケット、誘導など来場されたお客様と直に接する仕事。
取材協力： ALSOK常駐警備株式会社　ALSOKビルサービス株式会社　株式会社NHKアート　
サントリーパブリシティサービス株式会社　株式会社シービーエス　株式会社ダイナック（五十音順）

米原忍　国分さち子　クリーンスタッフ

絨
毯
の
毛
を
立
て
て
、
中
に

入
り
込
ん
だ
埃
ま
で
掻
き
出

し
て
き
れ
い
に
す
る
と
と
も

に
、
絨
毯
に
つ
い
た
足
跡
も

き
れ
い
に
消
し
ま
す
。
そ
れ

は
公
演
ご
と
に
行
わ
れ
る
の

で
、
昼
公
演
が
あ
っ
て
も
夜

公
演
の
前
に
は
足
跡
の
な
い

絨
毯
に
な
り
ま
す
」

　
５
年
間
日
々
従
事
し
て
き
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か
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
い
か
ら
な
の

か
、
常
に
考
え
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
。

（
弦
を
押
さ
え
る
）
左
手
が
音
楽
の
温
度

感
を
つ
く
る
の
だ
か
ら
」

　

身
体
の
動
き
が
音
の
響
き
に
影
響
す
る

こ
と
。
右
手
の
弓
の
角
度
や
位
置
、
ス

ピ
ー
ド
を
変
え
て
音
色
を
つ
く
る
こ
と
。

 

「
も
っ
と
弾
き
や
す
い
場
所
が
あ
る
か
試

し
て
み
た
？
」「
ベ
ル
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な

心
地
よ
く
あ
た
た
か
な
響
き
を
つ
く
る
に

は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
と
思
う
？
」

　

演
奏
を
止
め
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
問
い

か
け
、
考
え
さ
せ
ま
す
。
時
に
は
受
講
生

の
手
を
取
っ
て
動
き
を
正
し
、
明
晰
な
言

葉
で
、
な
に
よ
り
自
ら
の
演
奏
で
伝
え
ま

す
。
圧
倒
的
オ
ー
ラ
。

　

受
講
生
が
良
い
練
習
法
を
尋
ね
る
と
、

 

「
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
。

良
い
船
大
工
に
な
る
の
に
最
も
大
事
な
こ

と
は
、
海
が
大
好
き
で
、
海
に
出
た
い
と

い
う
想
い
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
材

料
を
揃
え
、
ど
ん
な
船
を
作
っ
た
ら
い
い

か
自
然
に
わ
か
る
。
楽
譜
を
見
て
、
自
分

が
ど
ん
な
音
を
出
し
た
い
の
か
想
像
し
て
、

楽
器
に
向
き
あ
う
。
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
を
し
て
み
て
」

　

舞
台
で
緊
張
す
る
か
と
問
わ
れ
る
と
、

 

「
な
ぜ
私
は
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
、

ど
ん
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
な
に
を
し
た

い
の
か
、
自
分
に
問
い
か
け
て
ほ
し
い
。

の
が
幸
せ
で
楽
し
く
て
仕
方
が
な
い
」

　

と
語
っ
た
ム
タ
ー
さ
ん
。
世
界
中
で
演

奏
会
が
な
く
な
っ
て
も
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の

自
宅
か
ら
演
奏
動
画
を
配
信
し
て
い
ま
し

た
。
実
は
自
身
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
し
た
こ
と
を
公
表
。
幸
い
大
事
に

は
至
ら
ず
、
家
族
か
ら
離
れ
て
療
養
中
に
、

マ
ス
ク
姿
で
演
奏
を
発
信
し
た
の
で
す
。

音
楽
仲
間
と
リ
モ
ー
ト
四
重
奏
に
も
挑
戦

し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
、「
愛
す
る
日
本
の
皆
さ
ん
へ
」

コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

 

「
社
会
的
に
人
と
人
と
の
距
離
が
離
れ
、

精
神
的
貧
困
に
陥
る
と
き
、
音
楽
を
通
し

て
の
精
神
的
な
接
触
が
そ
の
代
わ
り
に
な

り
得
る
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
場
で

ラ
イ
ブ
で
聴
い
て
い
た
だ
く
の
が
一
番
で

す
が
、
今
は
オ
ン
ラ
イ
ン
や
C
D
で
、
そ

し
て
少
し
ず
つ
演
奏
の
可
能
性
が
広
が
っ

て
き
た
こ
と
に
、
感
動
と
期
待
を
覚
え
て

い
ま
す
。
ま
た
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
」

テ
ィ
ス
ト
。
舞
台
に
出
る
の
は
誰
で
も
緊

張
す
る
し
、
で
も
そ
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た

感
覚
は
と
て
も
必
要
な
こ
と
。
常
に
変
化

し
、
な
に
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
完
璧
を
目
指
す
け
れ
ど
も
ト
ラ
イ

ア
ル
＆
エ
ラ
ー
ね
。人
生
も
そ
う
で
し
ょ
」

　

溢
れ
る
言
葉
で
語
り
ま
し
た
。

音
楽
で
触
れ
合
う

　
「
同
じ
作
品
で
も
、
常
に
新
し
く
感
動

し
な
が
ら
演
奏
し
て
い
ま
す
。
演
奏
す
る

音
楽
と
い
う
の
は
、
自
分
の
な
か
に
感
じ

る
も
の
を
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
共
有
で

き
る
本
当
に
稀
で
幸
せ
な
ツ
ー
ル
。
社
会

的
に
意
味
が
あ
る
と
私
は
思
う
の
。
だ
か

ら
、
舞
台
上
で
な
に
を
表
現
し
た
い
の
か
、

シ
ェ
ア
し
た
い
の
か
、
常
に
探
し
追
い
求

め
る
。
完
璧
な
ミ
ス
の
な
い
技
術
を
身
に

つ
け
ひ
た
す
ら
繰
り
返
す
の
が
演
奏
で
は

な
い
。
毎
回
ゼ
ロ
か
ら
新
し
い
も
の
を
組

み
立
て
、
舞
台
上
で
お
客
様
と
共
有
で
き

る
素
晴
ら
し
い
も
の
を
つ
く
る
の
が
ア
ー

Hibiki Special Interview
 Anne-Sophie Mutter

Anne-Sophie Mutter
（アンネ=ゾフィー・ムター）
40年以上にわたり、世界の主
要コンサート・ホールで活躍する
ヴァイオリニスト、指導者。グラ
ミー賞を4回、音楽界のノーベ
ル賞と言われるスウェーデンの
ポーラー音楽賞、高松宮殿下
記念世界文化賞ほか、数多く
の賞を受賞。未来に向かう音
楽へも熱心に取り組んでおり、
世界初演も多数行う。アンネ=
ゾフィー・ムター財団を通して、
数多くの慈善プロジェクトや次
世代の音楽家の支援に力を尽く
している。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
女
王

　

今
年
２
月
。
シ
ッ
ク
な
黒
い
ド
レ
ス
に

ブ
ロ
ン
ド
の
髪
を
波
打
た
せ
た
〝
女
王
〞

が
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
大
ホ
ー
ル
に

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
鳴
り
響
か
せ
て
い
ま

し
た
。
3
日
間
に
わ
た
る
「
ス
ペ
シ
ャ
ル

ス
テ
ー
ジ
」。
最
後
の
音
が
宙
に
消
え
ゆ

く
と
、
静
か
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
弓
を
下

ろ
し
、
な
ん
と
も
晴
れ
や
か
な
笑
顔
に
。

そ
の
途
端
、
客
席
か
ら
熱
狂
的
な
拍
手
、

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
湧
き

起
こ
り
ま
し
た
。

　

十
代
の
頃
か
ら
名
だ
た
る
指
揮
者
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
共
演
し
、
天
才
の
名
を

世
に
轟
か
せ
て
き
た
世
界
的
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ニ
ス
ト
、
ア
ン
ネ
＝
ゾ
フ
ィ
ー
・
ム
タ
ー
。

精
力
的
な
演
奏
活
動
と
併
せ
、
次
世
代
の

音
楽
家
の
支
援
に
も
情
熱
を
注
い
で
い
ま

す
。
今
回
も
公
演
の
合
間
を
ぬ
っ
て
、
公

開
マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
室
内
楽
ア
カ
デ
ミ
ー

２月に開催した「サントリーホール スペシャルステージ 2020 アンネ=ゾフィー・ム
ター～ベートーヴェン生誕250周年記念～」より。ランバート・オルキスのピアノで、
ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第４番、第5番「春」、第9番「クロイツェル」
を演奏。客席からの惜しみない拍手に、３度にわたるアンコールの熱演。

ブルーローズ（小ホール）で行われた「公開マスター
クラス with サントリーホール室内楽アカデミー」

公開マスタークラスの様子は、サントリーホールホームページの特集ページ「ご家庭で音楽を楽しもう！」
https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/enjoymusic/special2020/　にてご視聴いただけます。

の
メ
ン
バ
ー
と
共
に
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ

『
四
季
』
を
演
奏
し
な
が
ら
の
レ
ッ
ス
ン
。

た
く
さ
ん
の
貴
重
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
が
投

げ
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

一
音
一
音
に
意
味
が
あ
る

　

た
と
え
ば
、
ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
を
か
け
る

と
い
う
弦
楽
器
特
有
の
技
法
に
つ
い
て
。

 

「
な
ぜ
こ
こ
で
ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
を
使
う
の

ア
ン
ネ
＝
ゾ
フ
ィ
ー
・
ム
タ
ー

 

（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
）

音
楽
に
は
常
に
新
し
い
発
見
が
あ
る
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コンサート案内
2020年8～10月

Concert Information

ARK Hills Music Week 2020

サントリーホール 
ARKクラシックス
ヴァイオリニストの三浦文彰とピアニストの辻井伸行
がアーティスティック・リーダーを務める音楽フェス。
今年も夢の競演が繰り広げられます！

全8公演のプログラムおよび詳細は
下記ウェブサイトにてご覧ください。
https://www.ints.co.jp/ark2020.html

人気アーティストと世界の音楽仲間が大集結

10月2日（金） 3日（土）  4日（日）
大ホール ＆ ブルーローズ（小ホール）

三浦文彰、辻井伸行 

過去のストラディヴァリウス・コンサートより

サントリーホール サマーフェスティバル 2020

今年のプロデューサーは、現代音楽の大家である作曲家・ピアニストの一柳慧。若い創造者達と
共に「アヴァンギャルドとは何か」を社会に問いかけます。また、ドイツ人の知性派作曲家イザベル・
ムンドリーの委嘱新作に、ヴィオラ界のホープ、ニルス・メンケマイヤーがソリストとして登場するなど、
注目のプログラムが目白押しの現代音楽の祭典です。

耳が目覚める ！ 頭に響く ！  圧倒的ナナメ上 音楽フェス

ザ・プロデューサー・シリーズ 一柳 慧がひらく
～2020 東京アヴァンギャルド宣言～

テーマ作曲家 イザベル・ムンドリー
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No. 43（監修：細川俊夫）

第30回芥川也寸志
サントリー作曲賞選考演奏会

詳しくは、サントリーホール　サマーフェスティバル特集ページをご覧ください。

一柳 慧 ©Koh Okabe

イザベル・ムンドリー
©Martina Pipprich

8月22日（土）～8月30日（日）　大ホール ＆ ブルーローズ（小ホール）

サントリーホールでオルガンZANMAI !

〈オルガン研究所〉小学校低学年向け・ご家族で。 10:00～11:50（9:45開場） 大ホール、ホワイエなど
〈真夏に響くパイプの歌声〉初めての方こそ ！ 13:30開演（13:00開場） 大ホール
〈躍動するオルガン〉もっと面白く ！ 16:00開演（15:30開場） 大ホール
〈大人のためのオルガンの時間〉作り手目線で。 17:15開始（17:00開場） ブルーローズ（小ホール）
〈バッハへのオマージュ〉これぞオルガン ！ 18:30開演（18:00開場） 大ホール

8月16日（日）

ほか、全7企画。　 詳しくは、サントリーホールでオルガンZANMAI！ 特集ページをご覧ください。

朝から晩までオルガンに染まる特別な一日

サントリーホールの正面に構える大きな楽器、オルガン。そんなオルガンの魅力をギュッと詰め込んだ企画を一日に7つ、まさにオ
ルガン“三昧”な特別公演です。初めてオルガンの音色を聴くお子様や、一度は聴いてみたいと思いつつ機会がなかった方、さ
らには東京中、日本中のオルガンを知っているという方までもお楽しみいただける、様々なプログラムをご用意しました。

ストラディヴァリウス・コンサート 2020

9月10日（木）  19:00開演（18:00開場）　大ホール

名器ストラディヴァリウスを日本音楽財団より貸与されている世界的演奏家が出演する「ストラディヴァリウス・コンサート」。今回は
指揮者に山田和樹を迎え、14名のヴィルトゥオーゾたちとオーケストラ（東京交響楽団）との共演が初めて実現します。
チケット売上金のすべては、チャレンジド・チルドレンの音楽鑑賞を支援するコンサート（2021年6月開催予定）などに役立てられます。

弦楽四重奏： ゴルトムント・クァルテット／ストラディヴァリウス「パガニーニ・クァルテット」　
ヴァイオリン： 
　ヴェロニカ・エーベルレ／1700年製ヴァイオリン「ドラゴネッティ」
　キム・スーヤン／1702年製ヴァイオリン「ロード・ニューランズ」
　ベンジャミン・ベイルマン／1709年製ヴァイオリン「エングルマン」
　スヴェトリン・ルセフ／1710年製ヴァイオリン「カンポセリーチェ」
　諏訪内晶子／1714年製ヴァイオリン「ドルフィン」
　アラベラ・美歩・シュタインバッハー／1716年製ヴァイオリン「ブース」
　イム・ジヨン／1717年製ヴァイオリン「サセルノ」
　レイ・チェン／1735年製ヴァイオリン「サマズィユ」
　有希・マヌエラ・ヤンケ／1736年製ヴァイオリン「ムンツ」
チェロ： 
　パブロ・フェランデス／1696年製チェロ「ロード・アイレスフォード」
指揮： 山田和樹
東京交響楽団

14名の名手とストラディヴァリウス14挺の華麗なる饗宴

【チケット料金】Ｓ 10,000円　Ａ 8,000円　Ｂ 7,000円　C 4,000円
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コンサート案内
2020年8～10月

Concert Information

第49回サントリー音楽賞受賞記念コンサート 
読売日本交響楽団
わが国の洋楽の発展にもっとも顕著な業績のあった個人または団体に贈られる
サントリー音楽賞。第49回（2017年度）の受賞者、読売日本交響楽団が、
桂冠指揮者シルヴァン・カンブルランと共に意欲的に取り組むメシアンの大作を、
サントリーホールで披露します。

壮大な風景や星空、鳥の鳴き声を感じるメシアン作品を披露

日本フィル＆サントリーホール 

とっておき アフタヌーン 2020～21シーズン
Vol. 14　ときめきが伝統に新風を吹きこむ

サントリーホール スペシャルステージ 2020

五嶋みどり
ベートーヴェン生誕250周年
＆アイザック・スターン生誕100周年に捧ぐ

10月5日（月）  14:00開演（13:20開場）　大ホール

10月6日（火）  19:00開演（18:20開場）　大ホール

初めての方にもクラシック音楽ファンにもお楽しみいただけるトーク付き名曲コンサート。
Vol. 14は、日本を代表するバリトン歌手たちのユニット「ハンサム四兄弟」と、オペ
ラに造詣の深い指揮者・齋藤友香理、旬の音楽家の共演です。とっておきのひと時
のために、お得なグループ割引、コンサートの前後にThe Okura Tokyo、ANAイ
ンターコンチネンタルホテル東京を特別優待価格でご利用いただけるサービス、コン
サート前のリハーサル体験（事前申込制、無料）などもご用意。託児サービス（事
前申込制、有料）もご利用いただけます。

現代曲を積極的に取り入れ話題となった2014年に続き、今回は、ベートーヴェン生
誕250周年とアイザック・スターン生誕100周年に捧ぐ、“五嶋みどり”ならではのスペシャ
ルなプログラム。5夜連続で開催されます。

指揮： 齋藤友香理　
歌＆ナビゲーター： ハンサム四兄弟(バリトン)

　宮本益光／加耒 徹／近藤 圭／与那城 敬
日本フィルハーモニー交響楽団
“ハンサム”なバリトン・セレクション
ビゼー オペラ『カルメン』より 第1幕への前奏曲　ほか

「ソナタの夕べ I」  10月20日（火）  19:00開演（18:00開場）　大ホール
ベートーヴェン ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第1番、第4番、第8番、第7番

「ソナタの夕べ II」  10月21日（水）  19:00開演（18:00開場）　大ホール
ベートーヴェン ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第5番「春」、第6番、第10番

「ソナタの夕べ III」  10月22日（木）  19:00開演（18:00開場）　大ホール
ベートーヴェン ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第2番、第3番、第9番「クロイツェル」

「トリオの夕べ」  10月23日（金）  19:00開演（18:00開場）　大ホール
ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第2番、第7番「大公」ほか

「協奏曲の夕べ」  10月24日（土）  19:00開演（18:00開場）　大ホール
デトレフ・グラナート 新作［日本初演］（サントリーホール委嘱）
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調　ほか

ヴァイオリン：五嶋みどり　チェロ：アントワーヌ・レデルラン（10/23）　ピアノ：ジャン゠イヴ・ティボーデ（10/20-22）
ピアノ：ジョナサン・ビス（10/23）　指揮：未定（10/24）　新日本フィルハーモニー交響楽団（10/24）

指揮： シルヴァン・カンブルラン　ピアノ：児玉 桃
読売日本交響楽団 
メシアン『峡谷から星たちへ』 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた公演準備のため、
　演奏曲目、チケット料金、チケット発売を当初の発表より変更しています。※サントリーホールでは、自治体のガイドラインに則って、感染拡大防止対策を行い、公演を開催していきます。

最新の公演情報については、サントリーホールホームページをご覧下さい。

ハンサム四兄弟

オーケストラとホールが贈る、エレガントな平日の午後

ベートーヴェンとスターンに贈る極上のメロディーのメッセージ

読売日本交響楽団 ©読売日本交響楽団

シルヴァン・カンブルラン ©読売日本交響楽団

日本フィルハーモニー交響楽団 ©堀田力丸

【チケット料金】
Ｓ 5,500円　Ａ 4,400円　Ｂ 3,300円
グループ割引 ３名以上お申し込みでＳ席、Ａ席10％オフ
（受付は一般発売後サントリーホールチケットセンター電話および窓口）

【チケット料金】
「ソナタの夕べ」  Ｓ 13,000円　Ａ 10,000円 Ｂ 7,000円 学生 1,000円　
「トリオの夕べ」  Ｓ 10,000円　Ａ 7,000円 Ｂ 4,000円 学生 1,000円
「協奏曲の夕べ」  Ｓ 16,000円　Ａ 13,000円 Ｂ 10,000円 C 7,000円　学生 1,000円

【チケット料金】Ｓ 10,000円　Ａ 8,000円　Ｂ 6,000円　C 4,000円

齋藤友香理

五嶋みどり ©Timothy Greenfield-Sanders

有料ライブ配信の試み
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催予定の公演の延期・中止が続くなか、６月、活動再開の第
一歩として有料ライブ配信での無観客コンサートが行われました。
始まりは６月10日の「日本フィル＆サントリーホール とっておき アフタヌーン オンラインスペシャル」。広上淳一指
揮、日本フィルハーモニー交響楽団（社会的距離を保つ21名の弦楽アンサンブル編成）による熱演。久しぶ
りに大ホールに弦楽の音色が鳴り響き、音楽の喜びが溢れました。続いて、６月13、14、19、20、21日の5日
間、ブルーローズ（小ホール）にて「サントリーホール ＣＭＧ オンライン」全7公演。毎年恒例の音楽祭「チェ
ンバーミュージック・ガーデン（ＣＭＧ：室内楽の庭）」の新しい形式での開催に、総勢25名の音楽家とサントリー
ホール室内楽アカデミー生が参加。ベートーヴェンのチェロ・ソナタ、人気現代作曲家による作品の世界初演、
日本初演作品、古楽器によるアンサンブル、ギターやハープなど多彩なプログラム。生誕250周年を記念した
「ベートーヴェン駅伝」でフィナーレを飾りました。
いずれも、モニターを通して音楽の時を共にして下さった方 と々、感動を分かちあいました。音楽をより広く届
けるための新たな挑戦。これからも様 な々模索を続けていきます。

「とっておきアフタヌーン 
オンラインスペシャル」

「サントリーホール 
ＣＭＧ オンライン」
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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、オルガンをモチーフにしたサントリー
ホールオリジナルグッズをプレゼントします。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。
〆切は、8月27日（木）、当選者の
発表は9月中旬のプレゼントの発送
をもって代えさせていただきます。

Ａ Ｔシャツ　Ｍサイズ（5名様）

B リングノート（５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】当面の間11：00～16：00 （休館日を除く）で対応いたします。

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。
最新の公演情報につきましてはホームページでご確認ください。

当面の間（11：00～16：00）（休館日を除く）で対応いたします。

サントリーホール
ホームページへは

こちらから

サントリーホール
情報誌
『Hibiki』Vol.12

2020年7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）
  　 ももはらるみこ（表紙）
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。

耐久性のあるしっかりした綿100パーセ
ントの生地に、世界最大級のオルガン
を細密なグラフィックデザインで表現して
います。（色は選べません）

サントリーホールオリジナルグッズ（オル
ガンシリーズ）から下記のグッズをプレ
ゼントいたします。

プレゼント

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。
表紙の絵は、絵本作家・
五味太郎氏による描き下ろ
しです。

応募フォームは
こちらから

シルバー色でオルガンが描かれた厚手
の表紙に、５ミリ方眼のミシン目付き上
質紙の使いやすいノートです。

＜表紙のことば＞
若い頃、車を運転しながら
のFM放送で、いろいろな
音楽に出会いました。わざ
わざ路肩に停めて聴き入り、
放送局に電話をして曲名を
教えてもらったことも。あ
る音楽が聴きたい人の耳に
届くって、奇跡のようなこ
と。そんな偶然の出会いを
期待して、コンサートにも
行ってみます。だから、そ
の場所がひたすら豊かで
あってほしいと願います。
 五味太郎




