


最
初
の
音

　
「
個
々
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
幼
い
頃
か
ら
研
鑽
を
積
ん

で
き
た
楽
器
の
能
力
と
譜
面
を
読
む
力
が
重
な
り
合
い
、

『
音
楽
っ
て
楽
し
い
！
』
と
い
う
ひ
と
り
ひ
と
り
の
原

点
が
集
ま
っ
て
い
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
は
、
無
限
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
」　

　

と
語
る
の
は
、
指
揮
者
、
オ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
ロ

奏
者
、
音
楽
祭
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
国
内
外
様
々

な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
共
演
し
て
い
る
鈴
木
優
人
さ
ん
。

コ
ン
サ
ー
ト
を
楽
し
む
ツ
ボ
は
ま
ず
、
最
初
の
瞬
間
に

あ
る
と
言
い
ま
す
。

 

「
そ
の
日
な
ら
で
は
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
、
呼
吸
、
緊

張
感
が
人
数
分
。
た
と
え
ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響

曲
第
５
番
『
運
命
』
の
出
だ
し
は
、
皆
で
揃
っ
て
同
じ

音
（
ユ
ニ
ゾ
ン
）
を
同
時
に
奏
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
緊
張
感
こ
そ
が
名
曲
た
ら
し
め
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
同
じ
メ
ン
バ
ー
、
同
じ
指
揮
者
、
同
じ
ホ
ー
ル
で

も
毎
回
違
う
音
が
す
る
。
演
奏
会
の
い
ち
ば
ん
最
初
の

音
に
は
必
ず
新
鮮
さ
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
注
目
（
耳
）

し
て
聴
い
て
み
て
く
だ
さ
い
」

オ
ケ
と
指
揮
者

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
指
揮
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
も
、
最
大

の
聴
き
ど
こ
ろ
で
す
。

 

「
色
々
な
指
揮
者
が
や
っ
て
来
て
、
同
じ
楽
譜
で
も
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
読
み
方
を
提
案
す
る
わ
け
で
す
。
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
は
、
ど
ん
な
指
揮
者
の
要
求
に
も
自
在
に
応

に
音
楽
の
ア
イ
デ
ア
を
交
換
し
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
信
頼
関
係
を
築
き
、本
番
に
臨
み
ま
す
」

　

鈴
木
さ
ん
に
と
っ
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
鏡
の
よ
う

な
存
在
で
も
あ
る
と
言
い
ま
す
。

 

「
客
席
を
背
に
し
て
い
る
指
揮
者
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

を
通
し
て
お
客
様
を
見
て
い
ま
す
。
聴
衆
の
反
応
、
呼

吸
感
に
よ
っ
て
空
気
が
動
き
、演
奏
が
動
く
か
ら
で
す
」

　

そ
し
て
、
ホ
ー
ル
が
音
楽
で
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。

ど
の
オ
ケ
で
聴
く
？

　

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
に
は
、
日
本
中
、
世
界
中
か
ら

数
多
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
や
っ
て
来
ま
す
。
20
人
前
後

の
室
内
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
か
ら
、
百
人
超
20
種
以
上
の
楽

器
に
よ
る
フ
ル
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ま
で
、
演
奏
曲
や
目
指

す
音
楽
性
に
よ
っ
て
編
成
は
異
な
り
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

ご
と
に
音
楽
の
方
向
性
も
組
織
の
成
り
立
ち
も
様
々
。

 

「
初
め
て
聴
く
曲
を
ど
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
聴
く
か
に

よ
っ
て
、
印
象
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
」

　

そ
れ
は
偶
然
の
出
会
い
の
よ
う
な
も
の
。

 

「
同
じ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
も
、
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー

や
各
パ
ー
ト
の
奏
者
が
変
わ
れ
ば
、
音
も
雰
囲
気
も
ず

い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
す
」

　

で
は
、
ど
ん
な
人
々
が
ど
ん
な
思
い
で
ハ
ー
モ
ニ
ー

を
奏
で
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル

で
定
期
的
に
演
奏
会
を
行
っ
て
い
る
９
つ
の
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
に
伺
い
ま
す
。

え
ら
れ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
な
存
在
、
職
人
集
団
で

す
。
指
揮
者
の
や
り
た
い
音

楽
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
良

心
を
持
ち
、
意
図
が
き
ち
ん

と
伝
わ
れ
ば
、
音
で
返
し
て

く
れ
る
。
指
揮
者
と
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
の
関
係
は
、
理
想
的

に
は
友
だ
ち
以
上
恋
人
未
満

と
い
う
感
じ
か
な
（
笑
）＊
。

程
よ
い
緊
張
感
が
大
切
で
す
。

数
日
間
の
リ
ハ
ー
サ
ル
の
間

特
集今こ

そ
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
！

〜
音
楽
を
届
け
る
仕
事 
そ
の
２

 

「
こ
ん
な
に
も
音
楽
を
求
め
て
い
た
ん
だ
、
と
感
動
」

 

「
今
こ
の
時
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
し
か
味
わ
え
な
い

特
別
な
高
揚
感
が
あ
る
」

演
奏
者
か
ら
も
客
席
か
ら
も
、
そ
ん
な
声
が
溢
れ
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
年
秋
、
音
楽
を
共
に
す
る
幸
福
感
は
ひ
と
し
お
で
す
。

大
勢
が
様
々
な
楽
器
を
奏
で
、
ひ
と
つ
の
大
き
な

ハ
ー
モ
ニ
ー
を
届
け
て
く
れ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は

音
楽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
。

今
号
は
、
そ
の
魅
力
と
素
顔
に
迫
り
ま
す
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
っ
て
、
ど
ん
な
団
体
？

鈴木優人
バッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）
首席指揮者、読売日本交響楽団指揮者
／クリエイティヴ・パートナー、アンサ
ンブル・ジェネシス音楽監督

＊客演指揮者は1回ごとの関係性。「音楽監督」
や「常任」「首席」など称号がつく指揮者は、
いわばオーケストラと恋人関係を公言している
間柄で、定期演奏会を軸に複数のコンサートで
長期的にストーリーをつくっていきます。

鈴木優人さんがオルガン奏者として登場する「バッハ・コレギウム・ジャパン『聖夜のメサイア』」の詳細は14ページ。

サントリーホールには、“世界
最高峰のオーケストラ”と称さ
れるウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団がほぼ毎年来日。
「ウィーン・フィルハーモニー 
ウィーク イン ジャパン」は
今年で18回目を迎えます。写
真は2019年の演奏風景。

©Marco Borggreve

Masato Suzuki
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オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」。
本
拠
地
東
京
・
杉
並
区
で
の
活
動

は
も
と
よ
り
、
九
州
全
県
を
巡
る
九
州
公
演
は
46
年
目
、

東
北
の
被
災
地
で
の
音
楽
活
動
は
間
も
な
く
３
０
０
回

を
数
え
ま
す
。

 

「
地
元
の
人
た
ち
と
の
繋
が
り
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

間
口
が
広
く
、
温
か
い
と
こ
ろ
が
あ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

か
な
」（
扇
谷
）

 「
団
員
の
仲
間
意
識
も
強
い
で
す
ね
」（
柳
生
）

　

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
と
の
共
催
企
画
「
と
っ
て
お
き

ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
」
は
５
シ
ー
ズ
ン
目
、
名
曲
コ
ン
サ
ー

ト
な
が
ら
毎
回
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
、
音
楽
の
楽
し

さ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

 

「
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
は
大
好
き
な
ホ
ー
ル
。
響
き
は

コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
は
激
し
く
動
く

　

交
響
曲
を
中
心
に
演
奏
活
動
を
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

（
管
弦
楽
団
）
は
弦
楽
器
、
木
管
楽
器
、
金
管
楽
器
、

打
楽
器
パ
ー
ト
か
ら
な
り
、
主
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
受
け

持
つ
第
１
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
が
、
客
席
か
ら
見
て
舞
台
左

側
前
方
に
並
び
ま
す
。
中
で
も
指
揮
者
に
近
い
最
前
列

す
。
演
奏
前
も
ち
ゃ
ん
と
食
べ
て
重
石
に
す
る
の
で
、

ア
ー
ク
ヒ
ル
ズ
の
食
べ
物
屋
さ
ん
は
網
羅
し
て
ま
す
」

　

金
管
パ
ー
ト
は
型
に
は
ま
ら
な
い
人
が
多
く
、
楽
屋

は
ま
る
で
小
学
生
の
よ
う
な
ノ
リ
だ
と
言
い
ま
す
。

 

「
テ
ン
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
楽
器
だ
か
ら
で
す
か
ね
。

テ
ュ
ー
バ
は
地
味
で
す
が
、
低
音
の
響
き
で
テ
ン
ポ
を

司
り
、
皆
を
導
い
て
い
る
ん
だ
と
気
づ
い
て
以
来
、
ハ

マ
り
ま
し
た
。
１
年
に
１
度
ぐ
ら
い
、
極
た
ま
に
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
回
っ
て
く
る
と
す
ご
く
嬉
し
い
で
す
」

温
か
く
て
刺
激
的
な
場
所

　

来
春
、
創
立
65
周
年
を
迎
え
る
日
本
フ
ィ
ル
は
、
芸

術
性
と
社
会
性
を
兼
ね
備
え
た
「
市
民
と
と
も
に
歩
む

え
の
緊
張
感
も
人
一
倍
。

 

「
出
番
も
少
な
く
休
ん
で
ば
か
り
に
見
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
流
れ
に
乗
っ
て
う
ま
く
皆
に
合
流
で
き
る

よ
う
、
常
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
す
。
長
い

休
符
の
間
に
口
が
乾
い
た
り
筋
肉
が
強
張
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ず
、
身
体
を
温
め
直
し
て
、
ど
う
い
う
音
が
出

る
か
…
…
本
番
の
緊
張
感
が
い
い
作
用
を
及
ぼ
し
、
い

い
音
が
出
せ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
」

　

楽
器
は
重
さ
18
㎏
超
、
一
気
に
５
ℓ
以
上
の
息
を
吹

か
な
け
れ
ば
音
が
出
な
い
そ
う
で
す
。

 

「
お
腹
も
胸
も
、
全
身
の
筋
肉
を
フ
ル
に
使
う
の
で
、

交
響
曲
１
曲
吹
く
と
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
腹
が
空
く
ん
で

る
感
じ
。と
て
も
大
事
な
存
在
で
す
」

　

と
言
う
テ
ュ
ー
バ
奏
者
の
柳
生
和

大
さ
ん
は
、
最
も
離
れ
た
最
後
列
右

奥
で
巨
大
な
楽
器
を
吹
き
な
が
ら
、

コ
ン
マ
ス
か
ら
の
サ
イ
ン
を
キ
ャ
ッ

チ
、
周
囲
の
金
管
パ
ー
ト
や
コ
ン
ト

ラ
バ
ス
な
ど
と
連
携
し
あ
い
ま
す
。

金
管
奏
者
は
お
腹
が
空
く

　

テ
ュ
ー
バ
奏
者
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

に
ひ
と
り
し
か
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ

「
と
っ
て
お
き 

ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
」で
お
な
じ
み

日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー

交
響
楽
団

誰もが楽しめる、トークを交えた名曲コンサート。Vol.15は、YouTubeチャンネル登録者数約50万人の話題のピアニスト角野隼斗、
指揮者に若手マエストロ横山奏、ナビゲーターには俳優の高橋克典を迎えます。エレガントな平日の午後をお過ごしください。

指揮：横山 奏　ピアノ：角野隼斗　ナビゲーター：高橋克典　日本フィルハーモニー交響楽団
スメタナ 連作交響詩『我が祖国』より「モルダウ」  　ガーシュウィン 『ラプソディー・イン・ブルー』 
ムソルグスキー（ラヴェル 編曲） 組曲『展覧会の絵』より   ほか
【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）
【有料ライブ配信】（2021年1月より発売予定）　　　
視聴券 2,200円／アーカイブ視聴券 2,200円／ガンバレ日本フィル視聴券（支援金付） 5,000円

とっておき アフタヌーン 2020～21シーズン Vol. 15  クラシックの枠組みを超えた新感覚

日本フィルハーモニー交響楽団 第725回定期演奏会
11月20日（金）19:00開演　11月21日（土）14:00開演　大ホール　詳細はhttps://japanphil.or.jp

2021年2月3日（水） 14:00開演　 大ホール

ト
ッ
プ
に
座
る
の
が
コ
ン
サ
ー

ト
マ
ス
タ
ー（
通
称
コ
ン
マ
ス
）。

こ
れ
は
世
界
中
ど
の
楽
団
も
、

ほ
ぼ
共
通
で
す
。

　

日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交

響
楽
団
の
そ
の
席
に
は
、
扇
谷

泰
朋
さ
ん
が
い
ま
す
＊
。
演
奏

直
前
に
ひ
と
り
立
ち
上
が
っ
て

音チ
ュ
ー
ニ
ン
グ

合
わ
せ
の
合
図
を
す
る
人
が

コ
ン
マ
ス
で
す
が
（
最
初
に
音

を
出
す
の
は
オ
ー
ボ
エ
奏
者
）、

具
体
的
に
ど
ん
な
役
割
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？

 

「
リ
ハ
ー
サ
ル
で
は
、
オ
ケ
の
代
表
と
し
て
指
揮
者
と

や
り
と
り
し
ま
す
。
指
揮
者
の
意
向
や
音
楽
性
を
、
自

分
た
ち
の
オ
ケ
の
カ
ラ
ー
と
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
ま
で
引

き
出
し
合
え
る
か
、
探
る
の
で
す
。
そ
し
て
ど
ん
な
に

練
習
を
積
ん
で
も
本
番
で
は
事
故
が
起
こ
る
も
の
で
、

常
に
全
体
を
見
て
聴
い
て
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
乱
れ
そ

う
な
気
配
を
瞬
時
に
察
知
し
、
道
を
示
す
と
い
う
か
、

身
体
の
動
き
で
皆
に
合
図
し
ま
す
。
だ
か
ら
コ
ン
マ
ス

は
、
他
の
奏
者
よ
り
動
き
が
大
き
い
ん
で
す
」

　

と
、
温
か
な
笑
顔
で
話
す
扇
谷
さ
ん
。

 

「
危
険
な
時
、
コ
ン
マ
ス
は
指
揮
者
よ
り
指
揮
し
て
い

◀コンサートマスター
◀ソリスト

◀指揮者

◀テューバ奏者

「とっておき アフタヌーン」リハーサル風景。
指揮は初共演の齋藤友香理さん。

「とっておき アフタヌーン」Vol.14（10月5日）では、
バリトン歌手「ハンサム四兄弟」と共演。

テューバ奏者 柳生和大
2009年入団。モーツァルトやベートー
ヴェンの曲には登場しないテューバです
が、次回「とっておき アフタヌーン」『展
覧会の絵』の「ビドロ（牛車）」に注目！

撮影・森口奈々（P4上、P5／撮影協力 杉並公会堂）

コンサートマスター 扇谷泰朋
2006年4月、ソロ・コンサートマスター
に就任。現在、九州交響楽団のコンサー
トマスターも務めています。

角野隼斗

横山 奏  ©平舘平

高橋克典

も
ち
ろ
ん
、
お
客
様
を
近
く
に
感
じ
て

安
心
感
の
あ
る
空
間
で
す
。
緊
急
事
態

宣
言
下
を
経
て
、
少
し
違
う
形
で
も
コ

ン
サ
ー
ト
を
再
開
で
き
た
時
、
あ
あ
、

お
客
様
は
こ
ん
な
に
待
っ
て
い
て
く
だ

さ
っ
た
ん
だ
と
身
に
滲
み
ま
し
た
。
あ

の
拍
手
は
忘
れ
ま
せ
ん
」（
扇
谷
）

 

「
生
は
い
い
な
と
本
当
に
思
い
ま
し
た
。

あ
の
経
験
は
一
生
の
糧
に
な
り
ま
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
の
場
は
い
ろ
い
ろ
な
発
見

が
あ
り
、
知
的
好
奇
心
が
刺
激
さ
れ
る

と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
聴
き
に
い
ら
し
て

く
だ
さ
い
」（
柳
生
）

＊日本フィルハーモニー交響楽団にはソロ・コンサートマスターが２名、コンサートマスター１名、
アシスタント・コンサートマスター１名が在籍しています。

Yasutomo OgitaniKazuhiro Yagyu
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作
曲
賞
選
考
演
奏
会
」
で
、
ほ
ぼ
毎
年
公
開
演
奏
を

行
っ
て
い
る
の
も
新
日
本
フ
ィ
ル
で
す
。〝
わ
が
国
の

新
進
作
曲
家
の
清
新
に
し
て
将
来
性
に
富
む
〞
候
補
作

品
と
、
２
年
前
の
受
賞
者
に
委
嘱
さ
れ
た
作
品
を
世
界

初
演
し
ま
す
。

 

「
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
る
人
の
作
品
を
最
初
に
演
奏

で
き
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
反

面
、
初
め
て
の
作
曲
家
な
の
で
全
体
像
が
見
え
ず
、

パ
ー
ト
譜
だ
け
で
ひ
と
り
で
練
習
し
て
い
て
も
ど
ん
な

曲
な
の
か
、
ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
わ

か
り
に
く
い
。
皆
で
合
わ
せ
て
み
て
初
め
て
、
こ
ん
な

響
き
に
な
る
の
か
！
と
。
新
し
い
曲
を
知
る
喜
び
が
あ

リ
モ
ー
ト
合
奏
と
い
う
新
た
な
試
み

　

す
べ
て
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
け
な
く
な
っ
た
数
カ
月

間
、
そ
れ
で
も
音
楽
を
届
け
る
方
法
は
な
い
か
と
世
界

中
の
音
楽
家
た
ち
が
模
索
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
リ
モ
ー
ト
合
奏
に
い
ち
早
く
チ
ャ
レ
ン
ジ

れ
ば
と
頭
が
く
る
く
る
回
転
し
て
い
ま
す
」（
河
村
）

 

「
弦
楽
器
は
み
ん
な
で
同
じ
波
に
乗
る
の
が
重
要
。
管

楽
器
が
仕
掛
け
て
き
て
も
、
み
ん
な
同
じ
と
こ
ろ
を
聴

い
て
さ
え
い
れ
ば
、
一
緒
に
大
き
な
ひ
と
つ
の
波
に
乗

れ
ま
す
」（
ビ
ル
マ
ン
）

 

「
本
番
な
ら
で
は
の
揺
ら
ぎ
感
、
良
い
意
味
で
の
ハ
プ

ニ
ン
グ
を
楽
し
み
つ
つ
、
ま
と
め
て
い
く
。
皆
で
手
を

繋
ぎ
な
が
ら
転
ば
な
い
よ
う
走
っ
て
い
る
感
じ
で
す
」

（
河
村
）

同
じ
時
代
を
生
き
る
音
楽

　

１
９
９
０
年
か
ら
続
く
「
芥
川
也
寸
志
サ
ン
ト
リ
ー

ラ
ン
ク
を
経
て
改
め
て
、
幸
せ

に
感
じ
ま
し
た
」

揃
え
る〝
弦
〞と

ハ
プ
ニ
ン
グ
を

楽
し
む〝
管
〞

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
最
も
人
数

が
多
い
の
は
弦
楽
器
で
、
音
域

の
高
い
順
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、

ヴ
ィ
オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
、
コ
ン
ト

ラ
バ
ス
。
さ
ら
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
は
第
１
・
第
２
と
パ
ー
ト
が

分
か
れ
ま
す
。
第
２
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
役
割
は
？

 

「
よ
り
う
ま
い
人
が
第
１
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
、
と
い
う
こ
と
で
は

決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）。

第
２
の
パ
ー
ト
を
喩
え
て
言
え
ば
、
登
場
人
物
の
背
景

を
つ
く
る
、
そ
の
人
が
ど
こ
に
立
っ
て
い
て
ど
う
い
う

風
景
の
中
に
い
る
の
か
を
音
楽
で
表
す
喜
び
で
す
。
和

音
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
タ
イ
プ

が
、
第
２
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
か
な
」（
ビ
ル
マ
ン
）

　

木
管
・
金
管
楽
器
奏
者
は
ソ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
。

 

「
管
楽
器
パ
ー
ト
は
、
本
番
で
ノ
ッ
て
く
る
と
面
白
い

こ
と
を
や
り
だ
す
人
が
あ
ち
こ
ち
に
い
る
ん
で
す
。
リ

ハ
ー
サ
ル
で
つ
く
り
あ
げ
た
土
台
の
上
で
、
ま
た
違
う

こ
と
を
仕
掛
け
て
く
る
。
お
っ
、
そ
う
き
た
か
と
受
け

と
め
つ
つ
、
自
分
も
も
っ
と
面
白
い
こ
と
を
や
ら
な
け

「
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
ク
リ
ス
マ
ス 

２
０
２
０
」に
登
場

新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー

交
響
楽
団

山口尚人YouTubeチャンネル 
《新日本フィル》テレワークでパプリカやってみた！～最終回～より

 

「
普
段
か
ら
部
活
み
た
い
な
ノ
リ
で
。
も
っ
と
う
ま
く

演
奏
し
た
い
と
か
、
も
っ
と
い
い
音
楽
を
や
り
た
い
と

い
う
、
小
さ
い
時
か
ら
同
じ
思
い
。
自
分
が
準
備
し
て

き
た
も
の
を
コ
ン
サ
ー
ト
で
し
っ
か
り
出
せ
な
い
と
、

心
に
チ
リ
が
積
も
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
め
ち
ゃ
め

ち
ゃ
楽
し
い
こ
と
を
仕
事
に
し
て
い
る
ん
だ
な
と
、
ブ

し
、
注
目
さ
れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

が
、
新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー

交
響
楽
団
で
す
。

 

「
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
に
、
ト
ロ

ン
ボ
ー
ン
奏
者
山
口
さ
ん
の
発
案

で
、
リ
モ
ー
ト
合
奏
し
て
み
よ
う

と
。
声
を
か
け
た
ら
あ
れ
よ
あ
れ

よ
と
集
ま
り
、
ほ
ぼ
全
員
参
加
。

驚
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
新
日
本

フ
ィ
ル
の
力
だ
な
と
改
め
て
思
い

ま
し
た
し
、
皆
の
意
識
が
高
ま
り

ま
し
た
」

　

と
首
席
第
２
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏

者
の
ビ
ル
マ
ン
聡
平
さ
ん
。

　

首
席
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
奏
者
の
河
村

幹
子
さ
ん
も
、
絆
を
再
認
識
し
た

と
言
い
ま
す
。

り
ま
す
」（
河
村
）

 

「
そ
の
リ
ハ
ー
サ
ル
の
場
に
作
曲
家
が
い

て
く
れ
て
、
直
接
な
ん
で
も
聞
け
て
一
緒

に
音
楽
を
つ
く
れ
る
と
い
う
、
こ
ん
な
恵

ま
れ
た
こ
と
は
な
い
で
す
」（
ビ
ル
マ
ン
）

　

未
来
に
伝
え
継
が
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う

音
楽
、
そ
の
基
と
な
る
演
奏
を
「
み
ん
な

で
つ
く
っ
て
い
く
」。
そ
れ
は
、指
揮
者
・

小
澤
征
爾
氏
ら
の
「
一
緒
に
音
楽
を
や
ろ

う
！
」
と
い
う
呼
び
か
け
で
１
９
７
２
年

に
創
立
さ
れ
た
、
こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

姿
勢
を
よ
く
表
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

　

今
年
は
「
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
ク
リ

ス
マ
ス
」
公
演
に
も
登
場
。
ど
ん
な
演
奏

で
ど
ん
な
世
界
に
巻
き
込
ん
で
く
れ
る
の

か
、
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

首席第２
ヴァイオリン奏者  ビルマン聡平
2016年入団。「コロナ禍を経て演奏家
は強くなったと思います。より自分か
ら発信しなければ！」。11月28日の定
期演奏会にソリストとして出演。

首席ファゴット奏者 
 河村幹子
1998年入団。音色に魅了され13歳か
らファゴットを始める。「サントリー
ホール周辺はコンサート前後も楽しめ
る空間。幸せな気分の1日を！」

バレエやディズニー映画でもお馴染みの曲を、心躍る生演奏で、物語を思い浮かべながら楽しんでいただく
クリスマス・コンサート。

指揮：大友直人　新日本フィルハーモニー交響楽団　ナビゲーター：森川智之
デュカス『魔法使いの弟子』　チャイコフスキー バレエ組曲『くるみ割り人形』 作品71a  ほか
【チケット料金】　
S 6,000円　A 5,000円　B 4,000円　クリスマスペアシート 10,000円（S席2枚、限定50セット）
The Okura Tokyo ディナー付きS席 22,000円（税・サ込）（サントリーホール×The Okura Tokyo のスペシャル・コラボレーション）

サントリーホールのクリスマス 2020

新日本フィルハーモニー交響楽団 第6２８回定期演奏会 〈ジェイド〉
11月28日（土） 14:00開演 　大ホール　詳細はhttps://njp.or.jp

12月25日（金） 19:00開演（18:20開場）　大ホール

本拠地の「すみだトリフォニーホール」にて。 ©K. Miura

撮影・森口奈々（撮影協力 みなとみらいホール）

大友直人
 ©Rowland Kirishima

Motoko KawamuraSohei Birmann
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多
く
の
演
奏
家
が
集
ま
っ
て

音
楽
を
紡
ぎ
だ
す
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
。

そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
す
。

い
つ
も
は
演
奏
を
通
し
て

感
じ
る
そ
の
個
性
を

今
回
は
特
別
に
、

楽
団
員
の
方
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を

通
じ
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
特
徴
や
、

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
感
じ
る
こ
と
。

ま
た
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
で
の

公
演
エ
ピ
ソ
ー
ド
や

公
演
後
の
過
ご
し
方
な
ど
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
素
顔
の

一
端
を
お
伝
え
し
ま
す
。

（
掲
載
は
五
十
音
順
）

楽団員にきく
個性あふれる
オーケストラ

NHK交響楽団
首席トランペット奏者 菊

きくもとかずあき

本和昭

オーケストラ・アンサンブル金沢
（OEK）

ヴァイス・ゼネラルマネージャー 床
とこぼう

坊剛
つよし

札幌交響楽団
チェロ 小

お の き

野木遼
りょう

音楽づくりとあいまって、今でも強く印象に残ってい
ます。
今後の注目！
新型コロナウイルスの影響で、海外の演奏家との共演
や大編成の公演が難しい今ですが、こんな時だからこ
そ実現する日本人指揮者、ソリストとのコラボレー
ション、そして小編成の作品でこそ際立つN響メン
バーの親密なアンサンブルをお楽しみいただければ幸
いです。今まで以上に１回１回の本番を大切にしたい
です。

今後の注目！
新シーズンのテーマは「ベートーヴェンとモーツァル
ト」。その中心となるのが、現在、芸術監督を務める
マルク・ミンコフスキによるベートーヴェンの交響曲
全曲演奏。残念ながら10月に予定していた第１回は
渡航制限のため実施出来ませんでしたが、来年３月に
は第２、第３回を予定しています。『運命』『田園』は
サントリーホールでの東京定期公演でも演奏予定です。
ミンコフスキ初となるベートーヴェン・チクルスは海
外からも注目を集めていますので、ぜひお楽しみに！

飲みに行くことは多いです(笑)。私は赤坂の「海舟」
という居酒屋が気に入っていてよく行きますね。
今後の注目！
首席指揮者マティアス・バーメルトの、茶目っ気たっ
ぷりで、それでいて気品あふれる音楽に注目して欲し
いところです。いまは入国規制のため、私たち団員も
お会いできていない状況ですが、事態が収束したら、
ぜひバーメルト×札幌交響楽団の演奏を聴きにいらし
てください。

これが個性！
「別格の集中力を持つオーケストラ」です。入団前に
テレビで見るN響の方々は「怖そうな人ばかりだな
あ」と思っていたのですが、入団してから自分の経験
を通して「極限まで集中すると、こんな顔になるんだ
な」と実感しました。それだけ演奏にかけるメンバー
ひとりひとりの思いが強いのです。本番中は指揮者や
コンサートマスターのリーダーシップのもと、ものす
ごい集中力で演奏に没入します。それだけに演奏後の
達成感も格別です。同時にもぬけの殻のようになって
しまいます（笑）。
サントリーホールでの忘れられないエピソード
私がまだN響試用期間中の2011年9月のことです。桂
冠名誉指揮者のヘルベルト・ブロムシュテット氏の指

これが個性！
1992年からほぼ毎年サントリーホールで東京定期公
演を開催しています。私たちのオーケストラを目の前
にして、「あら、小さなオーケストラね」「海外の演奏
家も多いのね」「新しい音楽も演奏するのね」と感じ
る方もいらっしゃると思います。皆さんが感じたこと、
それが私たちの特徴です。38名の室内オーケストラ
として活動し、海外公演や外国人メンバーも多く、現
代音楽も積極的に演奏する。創設音楽監督の岩城宏之
さんが、OEKにこれらの個性を与えてくれました。
前音楽監督の井上道義さんの時代から今も、この個性
を大切に活動しています。

これが個性！
来年で創立60周年。本拠地である札幌コンサートホー
ルKitaraや、練習場のアートホールは美しい自然のな
かにあります。ヨーロッパのようなのびのびとした環
境で活動しており、透明感のあるサウンドとパワフル
な表現力は北海道のオーケストラらしさのように思い
ます。サントリーホールでの公演は年1回ですが、の
びのびと演奏している我々を観に来ていただけると嬉
しいです！
コロナ禍を経て 
コンサートや楽団内アンサンブルの動画配信などを通

揮でブルックナー『交響曲
第7番』を2日間にわたっ
て演奏したコンサートの初
日は、台風の影響で、いつ
もならほぼ満員の客席が、
２、3割程度の入りだった
のです。このような空席が
多い時のサントリーホール
の響きが独特で、ブロム
シュテット氏の素晴らしい

コロナ禍を経て 
フェイスブック上に「OEK's 
Members & Fans」という
グループを立ち上げ、自宅
での演奏や、多重録音を駆
使した動画を投稿し、ファ
ンの皆さんに楽しんでいた
だきました。今後も続けて
まいりますので、是非ご参
加ください！

して、より多くの方々に興
味を持ってもらえたことは
とても嬉しいことでした。
ただ、生の音楽とは差があ
りますし、同じ空間で早く
生演奏をお届け出来るよう
にと願っていました。
サントリーホールでの
公演後は
オーケストラのメンバーで

いつもサントリーホールで演奏できたらいいのになあ！（笑）
かつてサントリー山崎蒸溜所の近くに住んでいたこともあり、

ウイスキー「山崎」が恋しいです。

終演後片付けを済ませサントリーホールを出ると、
自然に赤坂方面へ足が向きます。
おいしい韓国料理も楽しみです。

以前サントリーホールの
室内楽アカデミーに在籍していたこともあり、
当時は特別な緊張感を感じていましたが、

今ではサントリーホールで楽団メンバーに合流すると、
ホームのようにリラックスして演奏できます。

 ©M.Sato
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東京交響楽団
首席ティンパニ・打楽器奏者 清

し み ず

水太
ふとし

ことであると同時に、プレッシャーに感じることもあ
ります。
今後の注目！
年末に予定されている、ジョナサン・ノット音楽監督
による2年目の『第九』です。去年演奏をしていた私
達自身が度肝を抜かれたノット監督の『第九』がどの
ように変革していくのか、予想もつかず考えるだけで
ワクワクと緊張が入り乱れます。東京交響楽団＆サン
トリーホール「こども定期演奏会」の来シーズンもお
楽しみに！

これが個性！
「とりあえずやってみる」チャレンジ精神です。良い
音楽を目指すためなら何事も常識に捉われないのが特
徴です。またどんなに忙しくても、どんなに難しい作
品に取り組むときも常にポジティブなところが強みだ
と思います。
コロナ禍を経て 
7月の定期演奏会では、リモート指揮の演奏など普通
ではなかなか実現し難いことを経験した、価値ある時
間でした。ベートーヴェン・イヤーに、ベートーヴェ
ン自身が『第九』を指揮したときのような状況を体験
できたと思います。そうしたなかで、指揮者に依存す
ることなく自発的に音楽をつくることの重要性を再認
識。オーケストラの自発的な音楽を指揮者の音楽と融
合させていく、それこそがオーケストラ音楽の醍醐味

であると思いました。
サントリーホールと
東京交響楽団
サントリーホールは世界中
の超一流オーケストラが集
まる場所で、常に音楽祭が
行われているような感覚で
す。そのラインナップのひ
とつとして定期演奏会を
行っていることは誇らしい

高校生のときクラシック音楽を聴き、その世界に魅了されました。
多くの方々に音のつくる奇跡体験を楽しんでいただきたいです。

東京都交響楽団
第2ヴァイオリン首席奏者 遠

えんどう

藤香
か な こ
奈子

東京フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター 三

み う ら

浦章
あきひろ

宏

読売日本交響楽団
ソロ・ヴィオラ奏者 鈴

す ず き

木康
やすひろ

浩

どれだけ多くの方々の労力と思いが込められているか
ということや、コンサートホールにお集まりのお客様
の期待感や温度感を感じ取り、その場で音楽を紡いで
いく一期一会の醍醐味は、お客様が居なくては成り立
たないことなどを痛感しました。音楽は、人の心に響
く時、それをそれぞれの人生に重ね、懐かしんだり希
望を見出したり、生きているからこその心の動きを感
じさせてくれると信じています。舞台表方、裏方とも
に、安全安心に音楽を心から楽しめる環境を整え、お
待ちしております。

て上げ、熟成してきたことを実感します。
今後の注目！
2020年は世界中のオーケストラが活動を止めていた、
歴史的な事件の起きた年でしたが、そこからの復活を
期して東京フィルならではの演目で新しいシーズンを
2021年1月からお届けします。名誉音楽監督のマエ
ストロ、チョン・ミョンフン、首席指揮者のアンドレ
ア・バッティストーニ 、特別客演指揮者のミハイル・
プレトニョフ、そして桂冠指揮者・尾高忠明の各氏を
中心に、充実の演目です。

どん音を膨らましてくれるのです。2015年にヒンデ
ミットの『白鳥を焼く男』のソロを弾いたときの記憶
が鮮明にあります。ヴィオラの冒頭の音がホールの後
ろまで響いていくのが、はっきりと見えたのです！ 
今後の注目！
2021年3月に山田和樹さん指揮で、ソリストとして
別宮貞雄『ヴィオラ協奏曲』を演奏します。滅多に演
奏されないヴィオラの協奏曲です。サントリーホール
に響くヴィオラの音色を、ぜひお聴きください。

これが個性！
常にフレッシュ、フレキシブル、フリーな頭と心で臨
む姿勢です。個々が大切にしている事はしっかり意思
表示しながらも、仲間の演奏スタイルや意見を尊重し、
丁寧に音を重ねていきます。また、サントリーホール
主催の「作曲家の個展」シリーズや、「サントリーホー
ル サマーフェスティバル」へ参加しているように、
近現代曲の演奏も多く、現代を生きる作曲家の、文字
通り「今生まれる音楽」をたくさん手掛けています。
コロナ禍を経て 
今まで次々と予定される公演に向け、「準備しては本

これが個性！
オペラやバレエでの演奏経験が豊富なことから、とに
かく柔軟性が高いオーケストラです。音楽に対しても、
共演する指揮者に対しても、柔軟性のあるオーケスト
ラだと思います。
コロナ禍を経て 
お客様の前で演奏する機会が減り、無観客公演を経験
したり、演奏会にお越しいただいているお客様の数も
少なくなり、たとえば演奏の前後の拍手の響きや、ブ
ラヴォーなどが制限されていることなどで寂しいと感
じることはありました。しかし演奏し始めれば、目の
前の音楽に向き合い、良い音楽をお客様にお届けした
い、という思いは何も変わらないものです。

これが個性！
まずは楽団員それぞれの個性が強いところ。その個性
を全体に溶け込ませて読響の音楽をつくっています。
なので、ボリュームのある音を出せます。もうひとつ
は、とても仲が良いこと。リハーサル中にも冗談が飛
び交います。本番では音楽による会話が成立し、個々
の能力を超えた「200%の演奏」が生まれます。
コロナ禍を経て 
今は、弦楽器も間隔を空けています。この配置ですと、
それぞれの音がよく聴こえ、より“個性が聴こえる”よ
うになりました。良い音楽を目指すなかで、音楽家も
最大限の努力と順応が必要だと考えています。
サントリーホールでの演奏
私はベルリンに留学していたので、「サントリーホー

番」の繰り返しで、一心に
走り続けてシーズンが過ぎ
ていきました。コロナでた
くさんの公演が中止や延期
となり、自分が続けてきた
音楽活動が世の中に「不要
だ」と言われているようで
心が不安定になることもあ
りました。一方で、ひとつ
の公演を作り上げるために、

サントリーホールでの演奏
オーケストラらしい、クラ
シカルな響きを実現できる
ホールだと思います。私は
サントリーホールが開館し
た時から知っていますが、
この年月でとても良くなっ
てきたと思います。訪れた
世界中の素晴らしいオーケ
ストラがホールの響きを育

ルの響きは、ベルリンの
フィルハーモニーと似てい
る」というのが第一印象で
したが、数多くの演奏会を
経て、やはりこのホール唯
一の個性があると感じるよ
うに。ヴィオラの弦を弓で
擦った際に、ホールが優し
くフォローして、ホールの
中に響きわたるようにどん

入団を決断した時
「一人では辿り着けない、

広がる宇宙的な空間を感じたい！」という思いでした。
そして都響が繰り広げる世界は

私の予想を遥かに超えたものでした。

サントリーホールはオーケストラの真の響き、
その魅力が伝わる場所だと思います。

格調高い雰囲気も含めて、
コンサートをお楽しみいただけると思います。

今、演奏会に来てくださる方は大変な勇気をもって
聴きに来てくださっていると思っています。

そのようなお客様のために、魂を燃やして音楽を届けます！

 ©T.Tairadate ©読売日本交響楽団

 ©N.Ikegami
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11月30日（月）  19:00開演（18:30開場）　大ホール

12月6日（日）  19:00開演（18:30開場）　大ホール

11月9日（月）  19:00開演（18:20開場）　大ホール

11月10日（火）  19:00開演（18:20開場）　大ホール

11月14日（土）  16:00開演（15:20開場）　大ホール

11月13日（金）  19:00開演（18:20開場）　大ホール

11月11日（水）  19:00開始（18:20開場）　ブルーローズ（小ホール）

鋭い知性と深い音楽的洞察で、音楽ファンを魅了し続けている内田光子。4年ぶりにアーティス
ティック・パートナーを務めるマーラー・チェンバー・オーケストラと共に来日、彼女の＜十八番＞
とも言えるモーツァルトのピアノ協奏曲を、日本の“ホーム”サントリーホールで披露します。

18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」では、巨匠ワレリー・ゲルギエフが16年ぶりにウィー
ン・フィルとの来日公演を果たします。1998年のチャイコフスキー国際コンクールの覇者デニス・マツーエフ（ピアノ）
が登場。そして堤剛（チェロ）が日本人器楽奏者で初めて、ソリストとして登場します。

ウィーン・フィルのメンバーから直接演奏技術を学べる貴重な場。受
講生を公募し、一般の方にも聴講していただいています（日本語通
訳付）。1999年から継続しているこのマスタークラスでは、これまでに
延べ100名以上の受講生たちに貴重な音楽経験を伝授してきました。

まずは、大変なご苦労をされている医療従事
者の皆様に、心から敬意と感謝を申し上げます。
私たち楽団は、充分な感染症予防対策の下、
6月より演奏を再開し、ザルツブルク音楽祭では
メンバー全員が4日に1度、延べ700回以上にわ
たり感染症検査を行い、一人の感染者も出す
ことなく公演を成功させました。
ウィーン・フィルにとって日本は特別な存在です。できる限りを尽
くして、大切な日本ツアーを実現し成功させたいと考えています。
そして、私たちの演奏を本当に楽しみにしてくださっている日本
の聴衆の皆様の「心の健康」の糧に、少しでもなれればと願っ
ています。サントリーホールで皆様とお会いできることを、楽団
員一同、心から楽しみにしております
 楽団長  ダニエル・フロシャウアー（第1ヴァイオリン）

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパンの
開催を記念したオリジナルグッズを、
今年はインターネットで販売します。
Tシャツ、トートバッグなどの
定番アイテムや、新登場のスカーフなど、
多彩なアイテムを取り揃えています。

オンラインショップ 
http://w.pia.jp/a/wph-goods/

内田光子（ピアノ・指揮）with 
マーラー・チェンバー・オーケストラ 2020

〈オリジナルグッズ〉

モーツァルト ピアノ協奏曲第17番 ト長調 K. 453
ヤナーチェク 『青春』
モーツァルト ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調 K. 482

モーツァルト ピアノ協奏曲第13番 ハ長調 K. 415
ヴィトマン 『コラール四重奏曲』（室内オーケストラのための）
モーツァルト ピアノ協奏曲第20番 二短調 K. 466

プロコフィエフ ピアノ協奏曲第2番 ト短調 作品16　（ピアノ： デニス・マツーエフ）
チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33　（チェロ： 堤 剛）
ストラヴィンスキー バレエ音楽『火の鳥』（全曲、1910年版）

プロコフィエフ バレエ音楽『ロメオとジュリエット』作品64 より
プロコフィエフ ピアノ協奏曲第2番 ト短調 作品16　（ピアノ： デニス・マツーエフ）
チャイコフスキー 交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

ベートーヴェン 序曲『コリオラン』作品62
チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33　（チェロ： 堤 剛）
R. シュトラウス 交響詩『英雄の生涯』作品40

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2020 オープニング
スペシャル・プログラム

講師： クレメンス・ホラーク（ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 首席オーボエ奏者）

【チケット料金】Ｓ 39,000円　Ａ 34,000円　Ｂ 29,000円　
Ｃ 24,000円　Ｄ 19,000円

【聴講料】自由 1,000円

【チケット料金】S 22,000円　A 18,000円　B 14,000円　C 10,000円　学生 2,000円

＊限定商品のためご購入は先着順。
チケットぴあ Goods Online Shopでの販売となり、
同サイトの会員登録(無料)が必要です。

ロシアの巨匠ゲルギエフとの来日は16年ぶり　　

世界の内田光子が最高のパートナーと奏でる、唯一無二のモーツァルト

ワレリー・ゲルギエフ ©Marco Borggreve

デニス・マツーエフ 

内田光子 ©Justin Pumfrey

堤 剛 ©鍋島徳恭

2019年のマスタークラスの様子

ウィーン・フィル首席奏者による
マスタークラス 〈オーボエ〉

ウィーン・フィルより、大切な日本の皆様へ ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2020

ワレリー・ゲルギエフ指揮
ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団

ドビュッシー 『牧神の午後への前奏曲』
ドビュッシー 交響詩『海』～3つの交響的スケッチ～
ストラヴィンスキー バレエ音楽『火の鳥』（全曲、1910年版）

＜他都市公演＞
11月5日（木） 北九州／北九州ソレイユホール
 (問） 北九州国際音楽祭事務局 093-663-6567
11月6日（金） 大阪／フェスティバルホール　
 (問） 06-6231-2221
11月8日（日） 川崎／ミューザ川崎シンフォニーホール　
 (問） 044-520-0200

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。

 ©Lois Lammerhuber

コンサート案内
 2020年11月～2021年2月

Concert Information

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応上、出演者・曲目に変更がある場合があります。
　最新情報はホームページ（各QRコード）でお知らせします。

© Wiener Philharmoniker/
Julia Wesely

2016年の公演より
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サントリーホール ニューイヤー・ファミリークラシック 2021
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

サントリーホール クリスマスコンサート 2020 
バッハ・コレギウム・ジャパン「聖夜のメサイア」

サントリーホール ジルヴェスター・コンサート 2020～2021
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

指揮：鈴木雅明　
合唱・管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン　
ソプラノ：松井亜希　
アルト：青木洋也
テノール：櫻田 亮　
バス：加耒 徹
ヘンデル オラトリオ『メサイア』HWV 56

ソプラノ：エリーザベト・フレヒル　テノール：メルツァード・モンタゼーリ　
指揮：グイド・マンクージ　　　ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団　
バレエ・アンサンブルSVOウィーン
ヨハン・シュトラウスⅡ世  オペレッタ『こうもり』より 

チャールダーシュ「故郷の調べは」
ツィーラー ワルツ『夜更かし大好き』  作品466　ほか

【チケット料金】
Ｓ 10,000円　Ａ 8,500円　Ｂ 7,000円　
P 4,500円　学生 1,000円
The Okura Tokyo ディナー付きＳ席  26,000円（税・サ込）
（サントリーホール×The Okura Tokyo のスペシャル・コラボレーション）
【有料ライブ配信】視聴券 2,500円

【チケット料金】Ｓ 12,000円　Ａ 10,000円　Ｂ 8,000円　C 6,000円

12月25日（金）サントリーホールのクリスマス 2020 の情報は７ページをご覧ください。2021年2月3日（水）とっておきアフタヌーン Vol.15 の情報は５ページをご覧ください。

20回目を迎える冬の極上の風物詩
サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2021
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

2021年 1月1日（金・祝） 2日（土） 3日（日）
14:00開演（13:00開場） 大ホール

2021年 1月5日（火）　15:00開演（14:00開場）　大ホール

12月24日（木）  18:30開演（17:40開場）　大ホール

オペレッタの殿堂として名高いフォルクスオーパー（国民劇場）の専属オーケストラ、ウィーン・フォ
ルクスオーパー交響楽団と共に、新年の楽しいひとときを。30年を超える歴史と伝統を誇るサン
トリーホールの定番コンサート。華やかにロマンティックに、ウィーンの香りをお届けします。

大人も子供も楽しめる1時間半の特別プログラム。ご家族揃って希望に輝く新年をお祝いください。

ソプラノ：エリーザベト・フレヒル　テノール：メルツァード・モンタゼーリ　
指揮：グイド・マンクージ　 ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団　 バレエ・アンサンブルSVOウィーン
ヨハン・シュトラウスⅡ世 オペレッタ『こうもり』序曲
レハール オペレッタ『ジプシーの恋』より「ツィンバロンの響きを聞けば」　ほか

大和シティーバレエ＆佐々木三夏バレエ・アカデミー（ゲスト出演）
ナレーター：多田広輝
ソプラノ：エリーザベト・フレヒル　テノール：メルツァード・モンタゼーリ　
指揮：グイド・マンクージ　 ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
バレエ・アンサンブルSVOウィーン
プロコフィエフ こどものための物語『ピーターと狼』作品67　ほか

メルツァード・モンタゼーリ

エリーザベト・フレヒル

 

本場のウィンナ･ワルツやバレエで祝うニューイヤー･コンサート

ウィーン・フォルクスオーパーのオーケストラが日本の子供達に贈る特別プログラム 大晦日恒例、ゆったりした雰囲気で大人のカウントダウン

2001年より毎年開催している名物企画。キリストの降誕、受難、そして復活に至る生涯を描く壮大な作品で、クリス
マスシーズンには世界中で演奏されます。困難な時代にこそより多くの方に味わっていただこうと、ライブ配信（見逃
し配信付）も行います。バッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）が奏でる極上の音楽を、お楽しみください。

年越しのカウントダウンはサントリーホールで ！　大晦日恒例の人気公演。ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団が
奏でるウィンナ・ワルツやポルカ、そして美しいバレエ。ゆったりと優雅な雰囲気をお楽しみください。

グイド・マンクージ

【チケット料金】Ｓ 12,000円　Ａ 10,000円　Ｂ 8,000円　C 6,000円

【チケット料金】
おとな券（中学生以上）　Ｓ 4,500円　Ａ 3,500円
こども券（小学1～6年生） 　Ｓ 4,000円　Ａ 3,000円
※2021年4月より就学予定の場合は、『こども券』で入場可能です。

＜他都市公演＞
1月 6 日 （水） 
大阪／フェスティバルホール
(問） 06-6231-2221
1月 9 日 （土） 
愛知／愛知県芸術劇場
(問）東海テレビチケットセンター
052-951-9104

12月31日（木） 
22:00開演（21:00開場／0:20頃終演予定） 大ホール

コンサート案内
 2020年11月～2021年2月

Concert Information
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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、ウィーン・フィルハーモニー ウィーク
イン ジャパンの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、12月28日（月）、当選者の
発表は1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 スカーフ（3名様）

B トートバッグ（2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】10：00～16：00 ※16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。
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。

（10：00～16：00）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

サントリーホール
情報誌
『Hibiki』Vol.13

2020年11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。

華やかな色合いが秋冬の装いにアクセ
ントをくれる、ウィーンのエレガンスを感
じるデザインです。

ウィーン・フィルのロゴをあしらったオリジ
ナルグッズから下記をプレゼントいたしま
す。A・Bより希望の品をお選びください
（色は選べません）。

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

ヴァイオリンとウィーン・フィルのロゴが
配された、シンプルで使いやすいトート
バッグです。

＜表紙のことば＞
素人の僕としては、ウィーン
楽友協会の舞台は狭すぎるん
じゃないかとか、脇から覗く
オーケストラ ・ピットはな
んだか窮屈そうとか、プレー
ヤーってみんな大変だなあと
余計な気遣いをしていたので
すが、このコロナの時代にみ
んなの距離が少し開くように
なって、僕はちょっとほっと
しています。オーケストラの
皆さん、どうなんですか？　
また会いに行きますよ。
 五味太郎


