


リ
ス
ト
の
堤
剛
は
、
喜
び
を
表
し
ま
す
。

　

国
内
外
か
ら
個
性
豊
か
な
音
楽
家
、
伸
び
ゆ

く
若
き
俊
英
が
、
続
々
と
日
替
わ
り
で
登
場
。

王
道
の
弦
楽
四
重
奏
、
親
密
な
二
重
奏
、
ピ
ア

ノ
三
重
奏
や
四
重
奏
、
管
楽
器
や
ハ
ー
プ
が

入
っ
た
五
重
奏
や
八
重
奏
も
あ
り
、
２
０
０
年

以
上
前
の
古
楽
器
の
響
き
も
あ
れ
ば
、
20
世
紀

以
降
の
現
代
音
楽
作
品
も
楽
し
め
ま
す
。

 

「
楽
器
の
組
み
合
わ
せ
、
奏
者
の
組
み
合
わ
せ
、

編
成
人
数
…
…
様
々
な
形
態
が
際
限
な
く
あ
り
、

多
彩
な
響
き
を
楽
し
め
る
室
内
楽
の
魅
力
を
、

そ
の
ま
ま
お
届
け
し
た
い
」

　

と
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
２
年
以
上
前
か
ら
動
き

始
め
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
家
が
今
取
り
組

み
た
い
作
品
、
共
演
し
た
い
と
願
う
組
み
合
わ

せ
を
で
き
る
限
り
実
現
し
、「
ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ

（
小
ホ
ー
ル
）
」
で
最
高
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
し
て
も
ら
う
た
め
で
す
。

　

Ｃ
Ｍ
Ｇ
の
出
演
者
は
、
長
年
共
に
演
奏
活
動

　

作
曲
家
が
あ
る
想
い
を
込
め
て
創
り
だ
し
た

楽
曲
を
、
演
奏
家
が
楽
器
を
使
っ
て
表
現
し
、

今
生
ま
れ
た
響
き
を
、
聴
き
手
も
奏
者
も
同
じ

空
間
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
コ

ン
サ
ー
ト
の
楽
し
み
で
す
。
人
が
ラ
イ
ブ
で
生

み
だ
す
音
だ
か
ら
こ
そ
、
演
奏
は
毎
回
違
う
し
、

毎
回
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
刺
激
的
な
場
が
連
日
28
公
演
、
総
勢

80
名
余
り
の
音
楽
家
に
出
会
え
る
の
が
、『
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
） 

２
０
２
１
』。
今

年
は
10
周
年
、
６
月
６
日
か
ら
22
日
間
に
わ
た

る
祝
祭
と
な
り
ま
す
。

 

「
室
内
楽
の
魅
力
を
、
い
ろ
い
ろ
な
花
が
い
ろ

い
ろ
な
色
、
形
で
咲
く
〝
ガ
ー
デ
ン
〟
と
捉
え

た
、
世
界
で
も
類
の
な
い
新
し
い
試
み
と
し
て

始
ま
っ
た
Ｃ
Ｍ
Ｇ
。
こ
の
10
年
間
、
大
勢
の
皆

様
に
育
ま
れ
、
大
き
く
成
長
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
こ
そ
、
室
内
楽
の
醍
醐
味
で
あ
り
、

魔
術
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

と
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
館
長
で
世
界
的
チ
ェ

多
彩
な

組
み
合
わ
せ

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の

距
離
感

チ
ェ
ン
バ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク・ガ
ー
デ
ン（
Ｃ
Ｍ
Ｇ
）

心
地
よ
い
風
が
吹
き
、
草
花
が
芽
生
え
て
、
今
年
も
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
に

『
チ
ェ
ン
バ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ガ
ー
デ
ン
（
室
内
楽
の
庭
）
』
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
！　

音
楽
は
、
大
き
な
明
る
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
人
と
人
と
を
つ
な
い
で
く
れ
ま
す
。

な
か
で
も
室
内
楽
（
チ
ェ
ン
バ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
）
は

親
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
音
楽
で
体
感
で
き
る
場
。

奏
者
の
間
で
は
ど
ん
な
想
い
が
行
き
交
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
の
人
間
関
係
は
？

今
号
で
は
、
室
内
楽
に
お
け
る
〝
相
性
〟
と
い
う
視
点
で

演
奏
家
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

特
集相

性
を

聴
く

音
楽
祭

（中段右上から）2017年 リチャード・ストルツマン（クラリネット）、小菅 優（ピアノ）、磯村和英（ヴィオラ）
／サントリーホール室内楽アカデミー出身の葵トリオ（ピアノ三重奏）／2018年 キュッヒル・クァルテット（弦楽四重奏）と吉田 誠（クラリネット）
／2020年 新倉 瞳（チェロ）、川口成彦（フォルテピアノ）、原田 陽（ヴァイオリン）

（下段）2019年 演奏家が大集合の「フィナーレ」

（右ページ写真上段右から）今年CMG初登場のエルサレム弦楽四重奏団
／2017年 堤 剛（チェロ）、小山実稚恵（ピアノ）、竹澤恭子（ヴァイオリン）
／2016年 吉野直子（ハープ）、ラデク・バボラーク（ホルン）

を
続
け
て
い
る
室
内
楽
団
や
、
同
じ
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
の
メ
ン
バ
ー
同
士
と
い
う
円
熟
の
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
も
あ
れ
ば
、
ソ
リ
ス
ト
同
士
の
初
顔
合

わ
せ
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
室
内
楽
ア
カ
デ

ミ
ー
・
フ
ェ
ロ
ー
（
受
講
生
）
と
ソ
リ
ス
ト
や

室
内
楽
団
と
の
共
演
な
ど
、
Ｃ
Ｍ
Ｇ
な
ら
で
は

の
組
み
合
わ
せ
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

幕
開
け
は
毎
年
恒
例
、
堤
剛
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

に
よ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
公
演
で
す
。
様
々
な
演

奏
家
と
様
々
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
紡
い
で
き
た

堤
の
、
記
念
す
べ
き
Ｃ
Ｍ
Ｇ
10
周
年
の
パ
ー
ト

ナ
ー
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
小
山
実
稚
恵
。
そ
れ
ぞ
れ

ソ
リ
ス
ト
と
し
て
世
界
の
第
一
線
で
活
躍
し
な

が
ら
共
演
を
重
ね
て
き
た
、
ま
さ
に
至
極
の

デ
ュ
オ
で
す
。
チ
ェ
ロ
と
ピ
ア
ノ
を
介
し
て
ど

の
よ
う
な
想
い
を
重
ね
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
の
場
で
あ
り
、
想
い
を
響
き
合

わ
せ
る
場
で
、
個
性
あ
ふ
れ
る
演
奏
家
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
寄
り
添
い
、
刺
激
し
合
っ
て
、
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
を
創
り
上
げ
る
の
か
。
音
楽
に
向

き
合
う
過
程
で
対
立
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

ま
ず
は
小
山
実
稚
恵
さ
ん
、
続
け
て
2
組
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。
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し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
幸
せ
は
、
共
演
を
10
回
重
ね
て
も

変
わ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
決
し
て
同
じ
こ
と
は
な

く
、
演
奏
の
た
び
に
無
限
の
変
化
が
生
ま
れ
る
か
ら
で

す
。
そ
の
変
化
に
出
会
う
た
め
に
毎
年
同
じ
曲
を
共
演

し
て
み
た
い
ぐ
ら
い
で
す
」

音
楽
の
な
か
で
本
音
を
語
り
合
う

　

異
な
る
楽
器
同
士
の
相
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で

し
ょ
う
か
？

 
「
ピ
ア
ノ
は
素
晴
ら
し
い
楽
器
で
す
が
、
悲
し
い
か
な
、

し
ょ
う
か
。

 

「
演
奏
す
る
私
も
で
す
が
、
た
ぶ
ん
、
聴
き
に
来
ら
れ

た
方
が
い
ち
ば
ん
喜
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
。
演

奏
者
の
息
遣
い
ま
で
わ
か
り
ま
す
し
、
見
る
楽
し
み
も

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
指
の
使
い
方
と
か
、

弓
の
持
ち
方
と
か
、
楽
器
を
や
っ
て
い
る
方
な
ら
と
く

に
関
心
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
自
身
も
コ
ン
サ
ー
ト
で
演

え
ゆ
く
ピ
ア
ノ
の
音
を
弦
楽
器
が
次
の
音
で
迎
え
て
く

れ
る
。
室
内
楽
で
弦
楽
器
と
と
も
に
演
奏
す
る
と
、
ピ

ア
ノ
だ
け
で
は
で
き
な
い
音
楽
を
創
れ
て
い
る
こ
と
を

感
じ
ま
す
」

　

で
は
、
共
演
す
る
相
手
と
の
〝
相
性
〟
と
は
?

 

「
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
共
通
す
る
も
の
を
も
つ
演
奏

者
同
士
の
共
鳴
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
が
、

一
方
で
、対
峙
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、そ
こ
か
ら
〝
違

う
も
の
の
調
和
〟
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

音
楽
の
な
か
で
本
音
を
語
り
合
え
れ
ば
、
う
わ
べ
の

波
風
は
関
係
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
本
音
を
受
け
止
め

た
り
、
自
分
も
渡
し
た
り
と
い
う
の
が
音
楽
で
す
。
そ

の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
個
性
と
か
タ
イ
プ
と
か
と
い
う

こ
と
は
、
別
次
元
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
」

人
間
の
可
能
性
へ
の
希
望

  

「
堤
さ
ん
の
チ
ェ
ロ
の
演
奏
を
側
で
お
聴
き
す
る
と
、

ま
さ
に
『
あ
あ
、
人
間
に
は
限
り
な
く
可
能
性
が
あ
る

の
だ
』
と
い
う
希
望
を
感
じ
る
の
で
す
。
ほ
ん
と
う
に

音
楽
に
愛
を
も
っ
て
、
情
熱
を
込
め
て
弾
い
て
い
る
と

結
果
そ
う
な
っ
て
く
る
と
い
う
境
地
で
す
。
共
演
し
な

が
ら
感
動
し
、
幸
せ
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
」

　

室
内
楽
で
共
演
す
る
お
互
い
に
は
、
言
葉
を
超
え
た

親
密
さ
が
存
在
す
る
と
も
。

 

「
本
番
で
演
奏
し
て
い
る
と
き
、
ど
う
い
う
感
じ
で
次

　

Ｃ
Ｍ
Ｇ
で
の
演
奏
は
初
回
か
ら
連
続
10
回
。
今
年
も

堤
剛
と
デ
ュ
オ
を
繰
り
広
げ
ま
す
。

 

「
C
M
G
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
っ
て
幸
せ
な
時
間
で
す
。

そ
し
て
、
共
演
す
る
そ
の
日
だ
け
で
な
く
、
共
演
で
き

る
と
わ
か
っ
た
瞬
間
か
ら
幸
せ
を
感
じ
ま
す
」

　

と
小
山
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
そ
の
感
覚
を
わ
か
り
や

す
く
旅
に
た
と
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

 

「
旅
に
行
っ
た
先
で
の
時
間
が
い
ち
ば
ん
楽
し
い
に
し

て
も
、
旅
に
行
く
と
決
ま
っ
た
と
き
か
ら
、
ど
ん
な
旅

に
し
よ
う
か
と
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
り
空
想
し
た
り
と
い

う
時
間
も
楽
し
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
と
似
て
い
る
か
も

に
弾
か
れ
る
か
、
な
ぜ
か
わ
か
る
ん
で
す
。
音
楽
の
流

れ
か
ら
な
の
か
、
視
野
に
あ
る
弓
の
動
き
や
体
の
動
き

か
ら
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、『
次
は
こ

の
よ
う
に
な
り
そ
う
』
と
い
う
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
ん

で
す
ね
。
言
葉
で
は
逆
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
か
も
」

　

大
ホ
ー
ル
で
演
奏
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
小
山
さ
ん
。

ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
と
い
う
空
間
と
の
相
性
は
ど
う
な
の
で

小山実稚恵 Michie Koyama

チャイコフスキー国際コンクール、ショパン国際ピアノコ
ンクールの二大コンクールに入賞以来、今日に至るまで、
コンチェルト、リサイタル、室内楽と、常に第一線で活
躍し続けている。2019年春からは、自らの企画による

『ベートーヴェン、そして・・・』リサイタルシリーズを行う。
著書に『点と魂と ―スイートスポットを探して』。

2019年のCMG「プレシャス 1pm」での共
演風景。曲間のふたりのMCでも相性の良さ
がうかがえる。

小
山
実
稚
恵
（
ピ
ア
ノ
）

ハ
ン
マ
ー
で
弦
を
叩

い
て
音
を
出
す
の
で
、

音
が
減
衰
し
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。
弦
楽

器
は
、
い
つ
始
ま
っ

た
か
わ
か
ら
な
い
よ

う
に
発
音
す
る
素
晴

ら
し
い
技
が
あ
り
、

ま
た
、
音
を
出
し
て

か
ら
で
も
ク
レ
ッ

シ
ェ
ン
ド
が
で
き
る

の
で
、
物
理
的
に
消

　

小
山
さ
ん
と
の
デ
ュ
オ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
ア

ン
コ
ー
ル
に
サ
ン=

サ
ー
ン
ス
の
「
白
鳥
」
を

演
奏
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
数
え
切
れ
な
い

く
ら
い
演
奏
し
て
き
た
曲
で
す
が
、
小
山
さ
ん

の
弾
き
は
じ
め
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
（
和
音
を
ひ
と

つ
ず
つ
奏
で
る
演
奏
方
法
）
が
ぞ
く
っ
と
す
る

ほ
ど
に
美
し
く
、
大
変
感
動
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
小
山
さ
ん
は
曲
の
素
晴
ら
し
さ
を
素

直
に
表
現
で
き
る
稀
有
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
。
何
度

共
演
し
て
も
、
新
た
な
発
見
や
感
動
が
あ
る
の

で
す
。
こ
れ
も
素
晴
ら
し
い
相
性
の
証
左
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

「
雨
の
歌
」
も
演
奏
し
ま
す
。
も
と
は
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
曲
で
、
ク
レ
ン
ゲ

ル
が
チ
ェ
ロ
の
た
め
に
編
曲
し
た
も
の
。
原
曲

と
は
調
性
も
違
う
の
で
、
印
象
が
違
い
、
新
た

な
世
界
を
お
届
け
で
き
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
も
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
す
。

6月6日（日）13:00開演　
オープニング　
堤 剛プロデュース 2021
ブラームス 
チェロ・ソナタ 第1番・第2番
「雨の歌」

（※）CMG 2020は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため通常公演の開催を見送りましたが、
CMG オンライン（無観客有料ライブ配信）として7公演を開催しました。

小
山
実
稚
恵
さ
ん
と

デ
ュ
オ
を
奏
で
る

堤
剛
（
チ
ェ
ロ
）
か
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ

奏
す
る
姿
を
見
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
。
ブ

ル
ー
ロ
ー
ズ
の
よ
う
な
親
密
な
空
間
で
見
る

の
が
い
ち
ば
ん
の
贅
沢
だ
と
思
い
ま
す
」

　

今
年
の
C
M
G
で
は
、
昨
年
演
奏
で
き
な

か
っ
た
（
※
）
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
チ
ェ
ロ
・
ソ

ナ
タ
2
曲
に
加
え
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ

タ
「
雨
の
歌
」
の
編
曲
版
を
演
奏
す
る
予
定
。

ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
で
デ
ュ
オ
の
「
幸
せ
な
時

間
」
に
浸
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
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品
の
時
代
・
文
化
背
景
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
。
様
々

な
文
化
に
造
詣
が
深
く
、
多
く
の
友
人
に
恵
ま
れ
た
武

満
徹
と
い
う
人
な
ら
で
は
の
感
覚
的
な
も
の
が
、
音
楽

に
あ
り
ま
す
。
演
奏
を
通
し
て
、
そ
こ
に
詰
ま
っ
て
い

る
た
く
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
引
き
出
し
た
い
。
僕
た

ち
に
は
伝
え
る
責
任
が
あ
る
。
挑
戦
で
す
。
こ
の
４
人

は
、
音
楽
の
大
き
な
地
図
を
共
有
で
き
る
仲
間
。
自
分

の
想
像
力
を
超
え
た
何
か
が
起
こ
せ
る
と
い
う
、
勇
気

と
希
望
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
」（
吉
田
）

 

「
ア
イ
デ
ア
を
語
り
合
い
意
見
を
交
換
す
る
と
き
、
そ

れ
ぞ
れ
受
け
て
き
た
教
育
も
異
な
り
ま
す
か
ら
、
結
構

ぶ
つ
か
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
で
も
音
楽
の
素
晴
ら

し
さ
は
、
最
終
的
に
そ
こ
に
愛
が
あ
る
。
作
品
を
一
緒

に
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
、
人
間
同
士
の
触
れ
合
い
に

つ
な
が
る
。
そ
れ
が
室
内
楽
だ
と
思
い
ま
す
」（
小
菅
）

音
楽
へ
の
愛
が
満
ち
る
場

　

異
な
る
文
化
を
背
景
に
リ
ス
ペ
ク
ト
し
合
う
同
世
代

の
音
楽
家
た
ち
が
、
先
達
の
想
い
に
向
き
合
い
、
新
し

い
音
の
世
界
を
生
み
だ
し
ま
す
。

 

「
近
く
で
聴
い
て
く
だ
さ
る
皆
さ
ん
の
感
情
や
空
気
感

も
自
分
の
な
か
に
入
っ
て
き
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
共
有
で
き
る
場
。
過
去
に
も
戻
れ
る
空
間
。
今
か

ら
楽
し
み
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」

　

と
、
お
ふ
た
り
で
声
を
揃
え
ま
し
た
。

「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
詣
」
に
、
五
重
奏
の
一
員
と
し
て
吉

田
さ
ん
が
参
加
。
次
は
吉
田
さ
ん
の
発
案
で
、
ブ
ラ
ー

ム
ス
と
シ
ュ
ー
マ
ン
の
作
品
で
デ
ュ
オ
・
リ
サ
イ
タ
ル
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
演
で
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
巡
る
間
、
食
事
を
共
に
し
（
ふ
た
り

と
も
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
！
）、
同
じ
風
景
を
眺
め
、

と
き
に
は
小
菅
さ
ん
の
運
転
で
移
動
中
に
車
が
パ
ン
ク

す
る
な
ど
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
共
有
し
た
そ
う
で
す
。

共
に
挑
む
喜
び

　

そ
し
て
２
０
２
１
年
、
Ｃ
Ｍ
Ｇ
で
の
初
共
演
は
小
菅

優
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で
、偉
大
な
る
作
曲
家
・
武
満
徹（
１

９
３
０
〜
９
６
年
）
の
作
品
を
中
心
に
、
究
極
の
室
内

楽
に
挑
み
ま
す
。

れ
が
室
内
楽
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
。
私
は
幼
い
頃

か
ら
室
内
楽
が
大
好
き
な
ん
で
す
」

　

と
小
菅
優
さ
ん
。
９
歳
で
リ
サ
イ
タ
ル
デ
ビ
ュ
ー
、

10
歳
で
ド
イ
ツ
に
渡
り
、
以
来
、
世
界
各
地
で
演
奏
活

動
を
行
い
、
常
に
注
目
さ
れ
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
す
。

　

一
方
、
吉
田
誠
さ
ん
は
15
歳
で
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
に
出

会
い
、
東
京
藝
術
大
学
入
学
後
に
渡
仏
。
パ
リ
・
東
京

を
拠
点
に
、
リ
サ
イ
タ
ル
や
室
内
楽
公
演
な
ど
意
欲
的

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
信
し
続
け
て
い
る
、
気
鋭
の
ク
ラ

出
会
い
は
ブ
ラ
ー
ム
ス

　

互
い
に
「
素
晴
ら
し
い
演
奏
家
が
い
る
」
と
認
識
し

な
が
ら
、
実
際
に
出
会
っ
た
の
は
６
年
前
。

 

「
ま
こ
と
く
ん
が
私
の
演
奏
会
を
聴
き
に
来
て
く
れ
て
。

サ
ロ
ン
の
よ
う
な
会
場
だ
っ
た
の
で
、
終
演
後
に
、
遊

び
で
一
緒
に
弾
い
て
み
た
ん
で
す
」（
小
菅
）

 

「
た
ま
た
ま
そ
こ
に
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト

奏
者
に
と
っ
て
は
と
て
も
大
切
な
作
品
の
楽
譜
が
あ
っ

て
。
１
楽
章
だ
け
や
っ
て
み
よ
う
、
と
。
そ
れ
が
音
楽

を
通
じ
て
の
最
初
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た

ね
」（
吉
田
）

　

２
０
１
７
年
、
小
菅
さ
ん
が
取
り
組
む
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
付
き
作
品
全
曲
演
奏
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

  

「
ま
こ
と
く
ん
」「
ゆ
う
ち
ゃ
ん
」
と
呼
び
合
う
ふ
た

り
の
音
楽
家
の
間
に
、
絶
大
な
信
頼
感
が
あ
る
こ
と
は
、

言
葉
の
端
々
か
ら
感
じ
ら
れ
ま
す
。

 

「
ひ
と
り
で
弾
い
て
い
る
と
き
は
自
分
の
や
り
た
い
こ

と
を
や
る
の
み
で
す
が
、
人
と
一
緒
に
同
じ
作
品
に
向

き
合
う
と
、
自
分
の
考
え
と
は
ま
っ
た
く
違
う
意
見
が

急
に
降
っ
て
き
た
り
し
て
、
と
て
も
新
鮮
で
す
。
音
楽

は
言
葉
と
同
じ
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
、
こ
ち

ら
か
ら
投
げ
か
け
る
と
向
こ
う
か
ら
返
っ
て
く
る
。
そ

小菅 優プロデュース
武満 徹 「愛・希望・祈り」
〜戦争の歴史を振り返って〜
ピアノ： 小菅 優　
ヴァイオリン： アレクサンダー・シトコヴェツキー
チェロ： ベネディクト・クレックナー
クラリネット：吉田 誠
Ⅰ 6月15日（火） 19:00開演
武満 徹 『カトレーンⅡ』
メシアン 『世の終わりのための四重奏曲』   ほか
Ⅱ 6月17日（木） 19:00開演
ストラヴィンスキー ヴァイオリン、クラリネット、
ピアノのための組曲『兵士の物語』
武満 徹 『ビトゥイーン・タイズ』／『オリオン』　
ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第2番　ほか

リ
ネ
ッ
ト
奏
者
。

 
「
音
を
通
し
て
互
い
の
想
像
力
を
ぶ
つ

け
合
っ
た
り
共
有
し
た
り
で
き
る
人
と

出
会
え
た
と
き
は
、
天
上
の
喜
び
で
す
。

小
菅
さ
ん
と
一
緒
に
音
を
出
す
と
、
自

分
の
想
像
を
超
え
る
会
話
が
成
立
す
る
。

音
楽
を
創
る
と
き
に
こ
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
も
あ
る
ん
だ
、
こ

ん
な
こ
と
が
可
能
な
ん
だ
、
と
共
演
す

る
た
び
に
感
動
が
あ
り
ま
す
」

 

「
コ
ロ
ナ
禍
で
不
安
が
募
る
日
々
、
武

満
の
著
書
を
読
み
返
し
、
多
く
の
言
葉

に
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

と
し
て
の
こ
れ
か
ら
に
ヒ
ン
ト
を
も
ら

え
た
の
で
す
。
人
と
一
緒
に
何
か
を
創

る
喜
び
、
争
い
や
苦
し
み
を
超
越
す
る

音
の
世
界
を
、
今
だ
か
ら
こ
そ
伝
え
た

い
。
私
が
最
も
信
頼
す
る
音
楽
家
３
人

と
一
緒
に
取
り
組
み
た
い
、と
」（
小
菅
）

 

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
共
に
す
る
こ
と
は
、

作
曲
家
の
思
想
や
哲
学
を
追
求
し
、
作

小
菅 

優
（
ピ
ア
ノ
）

吉
田 

誠
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
）

小菅 優 Yu Kosuge

幼少時から国内外で演奏活動を行い、2005年にカー
ネギーホール、06年にザルツブルク音楽祭でリサイタ
ル・デビュー。17年第48回サントリー音楽賞受賞。
CMGデビューは17年、クラリネットの巨匠リチャード・
ストルツマン、ヴィオラ磯村和英との三重奏（P2写
真）。昨年はオンライン配信で堤剛とデュオを披露。

吉田 誠 Makoto Yoshida

5歳からピアノ、15歳からクラリネット、22歳から小
澤征爾、湯浅勇治らに指揮を学ぶ。2016年にCMG
登場、今回とは異なる４人で武満徹作品やメシアン

『世の終わりのための四重奏曲』など演奏、CMGア
ンサンブルを指揮。18年にはキュッヒル・クァルテットと
ブラームス『クラリネット五重奏曲』を演奏（P2写真）。

ブラームス＆シューマン作品はCD録音も共に
し、東京のライブ・レストラン『コットンクラブ』
でデュオ・リサイタルも開催（2020年12月）。

ベネディクト・
クレックナー

アレクサンダー・
シトコヴェツキー
©Vincy Ng

©Aurélien Tranchet ©Marco Borggreve

©Ryuya Amao
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兄
弟
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
、
音
楽
史
に
輝
く
数
多

の
音
楽
家
を
輩
出
し
、
世
界
的
な
音
楽
祭
で
も
知
ら
れ

る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
。
父
は
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ニ
ス
ト
、
母
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
。
ご
く
自
然
に
、
３
人

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
楽
器
を
手
に
、
音
楽
家
へ
の
道
を
進

み
ま
し
た
。

 
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
ハ
ウ
ス
ム
ジ
ー
ク
（
家
庭
の
音

楽
）
が
根
付
い
て
い
て
、
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
誰
か
遊

び
に
来
た
り
親
戚
が
集
ま
っ
た
り
す
る
と
、
皆
で
演
奏

を
楽
し
み
ま
す
。
僕
た
ち
も
小
さ
い
頃
か
ら
ず
っ
と
そ

う
。
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が
家
に
来
て
く
れ
た
の
で
、
お

礼
に
３
人
で
演
奏
し
て
あ
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
」

　

と
長
兄
の
和
樹
さ
ん
。
兄
弟
ト
リ
オ
だ
か
ら
こ
そ
、

音
の
合
わ
せ
方
以
上
に
〝
気
分
の
合
わ
せ
方
〟
が
よ
く

わ
か
る
と
言
い
ま
す
。

 

「
今
日
は
ふ
た
り
と
も
機
嫌
良
さ
そ
う
だ
か
ら
自
分
が

や
り
た
い
方
向
を
主
張
し
て
み
よ
う
と
か
、
今
言
う
と

揉
め
そ
う
だ
か
ら
必
要
な
と
こ
ろ
だ
け
音
合
わ
せ
し
て
、

残
り
は
明
日
、
と
か
ね
」

そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　

２
歳
違
い
の
弟
・
直
樹
さ
ん
は
、
次
男
の
立
場
か
ら

３
人
を
冷
静
に
分
析
し
ま
す
。

 

「
見
せ
か
け
が
通
じ
ず
本
音
で
し
か
で
き
な
い
の
が
、

兄
弟
で
の
演
奏
の
特
別
な
と
こ
ろ
か
な
。
そ
れ
ぞ
れ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
あ
っ
て
、
兄
は
責
任
感
が
強
く
、
妥

協
な
し
に
自
分
を
貫
く
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
い
う
役
割

が
ぴ
っ
た
り
で
す
。
次
男
と
し
て
は
、
兄
を
見
習
う
こ

と
も
あ
る
し
追
い
抜
い
て
や
ろ
う
と
も
思
い
、
で
も
、

ぶ
つ
か
り
た
く
な
い
。
チ
ェ
ロ
に
導
い
て
く
れ
た
母
に

感
謝
で
す
し
、
こ
の
低
音
が
と
て
も
好
き
。
音
楽
の

ベ
ー
ス
を
支
え
ま
す
。
三
男
の
洋
と
は
10
歳
離
れ
て
い

て
赤
ち
ゃ
ん
の
姿
か
ら
知
っ
て
い
る
の
で
、
や
が
て
大

人
の
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
音
楽
を
一
緒
に
分
か

ち
合
え
る
今
、
と
っ
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」

　

両
親
や
兄
を
追
っ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
ピ
ア
ノ
を
学

び
、
ピ
ア
ノ
を
選
ん
だ
三
男
・
洋
さ
ん
は
、

 

「
ち
ょ
っ
と
欲
張
り
だ
っ
た
の
か
も
。
右
手
が
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
、
左
手
が
チ
ェ
ロ
の
役
割
、
全
部
で
き
る
の
が

ピ
ア
ノ
な
の
で
。
兄
た
ち
の
音
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
耳

に
入
っ
て
い
て
、
弓
の
速
さ
や
音
の
盛
り
上
げ
方
、
次

に
や
り
た
い
こ
と
が
自
然
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

人
生
の
違
う
と
こ
ろ
に
い
て
観
点
も
違
う
し
、
兄
た
ち

の
経
験
と
僕
の
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
交
換
し
合
っ
て
協

力
し
て
演
奏
す
る
の
が
、
楽
し
い
で
す
ね
」

ヘ
ー
デ
ン
ボ
ル
ク
・
ト
リ
オ

ヴ
ィ
ル
フ
リ
ー
ト
・
和
樹
・ヘ
ー
デ
ン
ボ
ル
ク
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
直
樹
・ヘ
ー
デ
ン
ボ
ル
ク
（
チ
ェ
ロ
）

ユ
リ
ア
ン
・
洋
・ヘ
ー
デ
ン
ボ
ル
ク
（
ピ
ア
ノ
）

力
と
高
揚
感
が
あ
り
ま
し
た
」（
洋
）

 

「
初
め
て
『
ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
』
を
体
験
し
、
す
ご
く
感

動
し
ま
し
た
。
観
客
が
と
て
も
近
い
距
離
で
演
奏
家
を

囲
ん
で
座
り
、
室
内
楽
の
臨
場
感
を
感
じ
て
も
ら
え
る
。

こ
ち
ら
に
も
皆
さ
ん
の
息
遣
い
や
感
情
が
伝
わ
り
、
一

体
感
、
集
中
力
を
も
の
す
ご
く
感
じ
る
場
。
ウ
ィ
ー
ン

に
も
こ
ん
な
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
直
樹
）

 

「
舞
台
と
観
客
が
分
か
れ
ず
に
、
包
み
込
ま
れ
る
親
密

な
雰
囲
気
。
音
楽
で
の
会
話
が
で
き
る
。
人
間
の
交
流

の
場
で
す
ね
」（
和
樹
）

　

ウ
ィ
ー
ン
と
い
う
街
や
歴
史
的
音
楽
家
た
ち
と
深
い

つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
、
性
格
も
趣
味
も
辿
っ
て
き

た
道
も
異
な
る
兄
弟
の
ト
リ
オ
演
奏
。
人
生
が
詰
ま
っ

た
濃
密
な
時
間
で
す
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
室
内
楽
と
ソ
ロ

　

和
樹
さ
ん
と
直
樹
さ
ん
は
、
世
界
最
高
峰
の
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
、
ウ
ィ
ー
ン
国
立
歌
劇
場
管
弦
楽
団
お
よ
び

ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
の
正
団
員

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

 

「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
楽
器
の
多
様
さ
で
音
色
が
最
も

豊
か
で
す
。
一
方
ソ
リ
ス
ト
の
活
動
は
、
自
分
の
世
界

を
と
こ
と
ん
貫
い
て
人
間
の
可
能
性
を
ど
こ
ま
で
引
き

伸
ば
せ
る
か
、
試
練
の
場
。
室
内
楽
は
、
お
互
い
を
必

要
と
し
つ
つ
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
主
張
し
て
個
と
し
て

存
在
で
き
る
。
一
緒
に
息
を
し
て
同
じ
方
向
を
向
い
て

自
然
に
音
楽
が
生
ま
れ
、
分
か
ち
合
う
。
家
族
の
よ
う

な
温
か
さ
が
あ
り
ま
す
」（
直
樹
）

　

Ｃ
Ｍ
Ｇ
の
毎
年
恒
例
目
玉
企
画
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
弦
楽
四
重
奏
曲
全
16
曲
を
演
奏
す
る
「
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン 

・
サ
イ
ク
ル
」
は
、
精
神
も
体
力
も
充

実
し
た
熟
練
の
弦
楽
四
重
奏
団
で
な
け
れ
ば
成
し

得
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
今
年
登
場
す
る
の
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
出
身
の
エ
ル
サ
レ
ム
弦
楽
四
重
奏
団

（
P
2
写
真
）。
活
動
25
周
年
を
迎
え
、
感
情
を
込

め
つ
つ
も
作
曲
家
の
意
図
を
素
直
に
表
現
す
る
絶

妙
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
聴
き
ど
こ
ろ
で
す
。

　

歴
史
的
ピ
ア
ノ
と
演
奏
家
、
演
奏
作
品
の
妙
を

楽
し
め
る
の
が
「
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
・
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー

プ
」。
当
ホ
ー
ル
所
蔵
の
エ
ラ
ー
ル
（
1
8
6
7
年
フ

ラ
ン
ス
製
）
ほ
か
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
作
曲
し
た
当

時
の
ウ
ィ
ー
ン
製
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
で
の
演
奏
や
、

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や
シ
ュ
ー
マ
ン
の
歌
曲
を
当
時
の
フ
ォ
ル

テ
ピ
ア
ノ
と
バ
ス
・
バ
リ
ト
ン
の
歌
声
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

で
の
共
演
な
ど
、
ま
た
と
な
い
貴
重
な
機
会
で
す
。

　

室
内
楽
は
、作
曲
家
が
本
当
に
自
分
が
や
り
た
い

こ
と
を
表
現
し
た
作
品
が
多
い
の
も
魅
力
で
す
。そ

し
て
間
近
で
感
じ
る
演
奏
家
同
士
の
目
配
せ
や
息

遣
い
、音
の
や
り
と
り
、楽
器
の
奏
法
…
…
視
覚
的

発
見
も
多
く
、と
て
も
ス
リ
リ
ン
グ
で
楽
し
い
の
で
す
。

ヘーデンボルク・トリオ　
ベートーヴェン＆ブラームス
Ⅰ  6月20日（日）  14:00開演
ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第4番「街の歌」
ブラームス ピアノ三重奏曲第2番、第3番
Ⅱ 6月21日（月）  19:00開演
ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第5番「幽霊」
ブラームス（キルヒナー 編曲）弦楽六重奏曲第１番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

Ｃ
Ｍ
Ｇ 

2
0
2
1

こ
ん
な
相
性
に
も
注
目
（
耳
）！

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
企
画
制
作
部
副
部
長
　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

中
鉢
智
博

へーデンボルク・トリオ Hedenborg Trio

長兄・和樹（右）は2001年ウィーン市立音楽大学卒業、ウィーン国立歌劇場管弦楽団入団、04
年ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団正団員。次男・直樹（左）は03年ウィーン楽友協会にてソロ・
デビュー、ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団の首席チェロ奏者を経て、11年よりウィーン国立
歌劇場管弦楽団およびウィーン・フィル団員。三男・洋（中央）は12歳でウィーン国立音楽大学
入学、16歳で一旦クラシック音楽を離れヘヴィメタルやテクノ・ポップなどのバンドでベースギターを。
11年よりハイドン音楽大学でピアノを学び、数々の国際コンクールで受賞、ソリストとして活躍中。

 

「
室
内
楽
は
聴
き
合
い
な
が
ら
支
え

合
っ
て
い
る
安
心
感
。
共
存
す
る
深

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」（
洋
）

ブ
ル
ー
ロ
ー
ズ
は

特
別
な
場
所

　

兄
弟
で
ト
リ
オ
を
組
み
、
日
本
デ

ビ
ュ
ー
し
た
の
は
、
２
０
１
７
年
の

Ｃ
Ｍ
Ｇ
で
し
た
。

 

「
日
本
人
の
母
を
持
つ
兄
弟
と
し
て

特
別
な
思
い
が
あ
り
、
す
ご
い
集
中

CMG 2017のステージ。ベートーヴェンとブラームスの 『ピアノ三
重奏曲第1番』などを演奏しトリオで日本デビュー。
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コンサート案内
2021年4〜8月

Concert Information

10周年を迎える初夏恒例の室内楽の祭典

サントリーホール
チェンバーミュージック・
ガーデン 2021   

6月6日（日）〜6月27日（日） ブルーローズ（小ホール）

プレシャス 1pm   Vol. 1〜4

Vol.  1　6月16日（水）  13:00〜14:00　煌びやかな名人芸と躍動のアンサンブル 
弦楽四重奏：シューマン・クァルテット　サントリーホール室内楽アカデミー選抜フェロー
シューベルト 弦楽四重奏曲第12番 ハ短調 D. 703「四重奏断章」
ショスタコーヴィチ 弦楽八重奏のための2つの小品 作品11　ほか

Featured

Concerts

6月21日（月） 

ヘーデンボルク・トリオ Ⅱ
  19:00開演

6月13日（日） 

フォルテピアノ・　
カレイドスコープ Ⅰ
  14:00開演
オンリーワンの響きが魅力の
フォルテピアノの万華鏡のような
煌びやかな音色をお楽しみください

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。

6月26日（土） 

ENJOY!
室内楽アカデミー・フェロー
演奏会 Ⅱ 11:00開演

キュッヒル・クァルテットの
ハイドン・ツィクルス Ⅲ
 19:00開演

CMG2021を
煌びやかに彩ってきた
アーティストたちが大集合

6月14日（月） 

キラめく俊英たち Ⅱ
シューマン・クァルテット
 19:00開演

国境や世代を超えた演奏家を迎える多彩な11企画28公演、
そのうち7公演（【Online】 マーク付き）は
オンライン（有料ライブ＆見逃し）配信を実施します。

チェンバーミュージック・ガーデン （CMG）
特設WEBページでは出演アーティストの
メッセージ動画やインタビュー、 公演情報
などを随時更新しています。

6月6日（日） 

オープニング
堤 剛プロデュース 
2021 13:00開演
10周年のオープニングは堤剛と
小山実稚恵。ヴァイオリン・ソナタ

「雨の歌」編曲版を含む、
ブラームスのチェロ・ソナタ3曲の
壮大なプログラム 

エルサレム弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル I
 19:00開演
音楽史に燦然と輝く傑作、
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲
全16曲を、5回にわたり
演奏するCMGの名物企画

6月7日（月） 

エルサレム弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅱ
  19:00開演

6月8日（火） 

エルサレム弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅲ
  19:00開演

6月12日（土） 

ENJOY!
室内楽アカデミー・フェロー
演奏会 Ⅰ 11:00開演

キラめく俊英たち Ⅰ
ノブース・クァルテット
 19:00開演
世界を舞台に鮮烈なインパクトを
もたらしている若き俊英たちの
「今」を紹介するシリーズ

6月23日（水） 

フォルテピアノ・　
カレイドスコープ Ⅲ
  19:00開演

6月25日（金） 

フォルテピアノ・　
カレイドスコープ Ⅳ 
 14:00開演

6月18日（金） 

プレシャス １ｐｍ　
Vol. 2 13:00開演

残席僅少

6月27日（日） 

フィナーレ 2021 
 14:00開演

6月22日（火） 

プレシャス １ｐｍ　
Vol. 3 13:00開演

キュッヒル・クァルテットの
ハイドン・ツィクルス Ⅰ 
  19:00開演

「弦楽四重奏の父」ハイドンを集中
して取り上げる至極のプログラム

Featured
Concerts

Featured
Concerts

Featured
Concerts

気軽に楽しめる平日のお昼間13時からの60分コンサート。
上質な音楽と和やかなトークの「おもてなし」で、心潤う時間をお過ごしください。
ほっと一息くつろげる至福のひとときです。

Vol.  2　6月18日（金）  13:00〜14:00　ピアノ四重奏の魅力 
ヴァイオリン：渡辺玲子　ヴィオラ：柳瀬省太　チェロ：佐藤晴真　ピアノ：江口 玲
ベートーヴェン ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品16 より 第3楽章
シューマン ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47 より 第2・3楽章
ブラームス ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 作品25 より 第4楽章　ほか

Vol.  3　6月22日（火）  13:00〜14:00　フルート入り室内楽の最高傑作 
フルート：工藤重典　ヴァイオリン：辻 彩奈　ヴィオラ：田原綾子　チェロ：横坂 源
モーツァルト フルート四重奏曲全4曲　　

Vol.  4　6月24日（木）  13:00〜14:00　管・弦・ハープの豊かな調べ 
フルート：セバスチャン・ジャコー　ヴァイオリン：白井 圭　ヴィオラ：田原綾子　チェロ：佐藤晴真　ハープ：吉野直子
クラ ハープ、フルート、弦楽三重奏のための五重奏曲 より 第1楽章
ピアソラ（ヴェフマネン 編曲） 『タンゴの歴史』（フルートとハープ用編曲）より 第1・2楽章
フランセ フルート、弦楽三重奏、ハープのための五重奏曲第2番　ほか

【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×2枚）

6月10日（木） 

エルサレム弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅳ
  19:00開演

6月11日（金） 

エルサレム弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅴ
  19:00開演

6月15日（火） 

小菅 優プロデュース Ⅰ
  19:00開演
没後25年を迎える武満徹作品を中心
に尊い音楽の素晴らしさが溢れます

6月19日（土） 

キラめく俊英たち Ⅲ
葵トリオ 19:00開演

6月20日（日） 

ヘーデンボルク・トリオ Ⅰ
  14:00開演
ザルツブルクに生まれた三兄弟が、
ベートーヴェンとブラームスの
名曲を組合せて披露

白井 圭

佐藤晴真
©ヒダキトモコ

吉野直子
©Akira Muto

渡辺玲子
©Yuji Hori

シューマン・クァルテット
©Kaupo Kikkas

6月16日（水） 

プレシャス １ｐｍ
Vol. 1 13:00開演

フォルテピアノ・　
カレイドスコープ Ⅱ
  19:00開演

Featured
Concerts

6月17日（木） 

CMGスペシャル　
チャレンジド・チルドレンの
ための室内楽演奏会

（関係者招待）

小菅 優プロデュース Ⅱ
  19:00開演

© Hikaru Hoshi

【Online】

【Online】

【Online】

【Online】

【Online】

【Online】

【Online】

6月24日（木） 

プレシャス １ｐｍ　
Vol. 4 13:00開演

キュッヒル・クァルテットの
ハイドン・ツィクルス Ⅱ  
 19:00開演

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応上、海外からの渡航制限や公的な入場制限の要請などの状況により、今後公演の中止や公演
内容の一部変更、および販売席に制限を設ける可能性があります。最新情報は、ホームページ（各QRコード）でお知らせします。
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サントリーホール オペラ・アカデミー 修了コンサート

7月13日（火）  19:00開演（18:20開場） ブルーローズ（小ホール）

プリマヴェーラ・コース第5期生 ソプラノ：岡 莉々香、久津見れい、萩野久美子、三戸はるな　
テノール：石井基幾、頓所里樹　ピアノ：横山 希

アドバンスト・コース第4期生 ソプラノ：木和田絢香、小寺彩音　コーチング・ファカルティ ピアノ：古藤田みゆき
※曲目詳細は直前に発表予定です。

【チケット料金】自由席 2,000円　

2020年公演より

日本フィル＆サントリーホール 

とっておき アフタヌーン 2021〜22シーズン  Vol. 16〜18
東京交響楽団＆サントリーホール

こども定期演奏会 2021年シーズン 
オーケストラ・タイムマシーンⅡ（西洋音楽史）
20周年ガラ／バロック・古典／ロマン派／近現代

【チケット料金】3公演セット券　Ｓ 14,400円　Ａ 11,400円
1回券　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）
【有料オンライン配信】視聴券 2,200円（発売日はWEBにて発表）

クラシックの「今」をシェアする、エレガントな平日の午後

20周年を迎えるこどものためのオーケストラ定期演奏会

若き声楽家たちの瑞 し々い音楽を

コンサート案内
2021年4〜8月

Concert Information

平日の午後を優雅で豊かに過ごすオーケストラ名曲コンサートシリーズ。注目の指揮者が公演ごとに登場し、巧
たく

みなタクトで引き
出される豊穣なオーケストラ・サウンドをトーク付きでお楽しみいただけます。ナビゲーターは俳優・高橋克典(Vol. 16、18)。奥
深いクラシック音楽の世界を親しみやすくご案内します。ご自宅やお好きな場所でも本公演をお楽しみいただけるよう「有料オン
ライン（ライブ＆見逃し）配信」を全公演で実施。お得なセット券やグループ割引のほか、「The Okura Tokyo」や「ANA
インターコンチネンタルホテル東京」でご利用いただけるサービス、託児サービス（事前申込制、有料）もご利用いただけます。

日本フィルハーモニー交響楽団
「聴く」だけでなく、こどもたち自身が「参加できる」演奏会。4月公演は「20周年ガラ」として華やかに開催します。こどもた
ちから募った絵を公演チラシなどのデザインとして採用、毎回の公演でオーケストラが演奏する「テーマ曲」のメロディーをこど
もたちから募集、「こども奏者」がオーケストラの一員として演奏する、という3企画は、20年にわたって継続しています。こども
と若手作曲家による「新曲チャレンジ・プロジェクト」も今年から始まり、選ばれた作品は12月の公演で披露されます。

8年間司会をつとめる坪井直樹さんからのメッセージ
私も長年親しんでいる場所であるサントリーホール。ここで、オーケストラの皆さんと
客席の親子のみなさんと一体感をもって楽しい時間を過ごせるコンサートです。
指揮者や演奏者の方たちも含め、コンサートをお届けする側も“こども”のような気持ち
でステージを楽しんでいます。事前の打合せでも「こうすればみんな楽しいかも！」「こ
うしたらみんな驚くかも！」というアイデアが次から次へと出て、まるで誕生日会の打合
せのように盛り上がります。髭とマントと冠をつけて王様に扮してハイドンの交響曲を紹介する、といっ
た楽しい演出もありました。東京交響楽団のメンバーとして（？！）ヴァイオリンを弾いたことが個人的
には忘れられない思い出です。
毎日を豊かに、人生を楽しく、そのきっかけになるかもしれません。ぜひオーケストラの音の響きを体
験しに来てください！

Vol.  16　6月7日（月） 14:00開演（13:20開場）　大ホール

第77回 20周年ガラ 4月18日（日） 11:00開演（10:30開場）　大ホール

第78回 バロック・古典 7月4日（日）  11:00開演 （10:30開場）　大ホール

第79回 ロマン派 9月5日（日） 11:00開演（10:30開場）　大ホール

第80回 近現代     12月12日（日）  11:00開演 （10:30開場）　大ホール

Vol.  17　9月27日（月） 14:00開演（13:20開場）　大ホール

Vol.  18　2022年 2月2日（水）  14:00開演（13:20開場）　大ホール

指揮： 川瀬賢太郎　ヴァイオリン： 岡本誠司　ナビゲーター： 高橋克典
J. S. バッハ ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 BWV 1052R
ワーグナー 楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』より 第1幕への前奏曲　ほか

東京交響楽団　司会： 坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）
【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

指揮： 大友直人　ヴァイオリン： 三浦文彰 ＊　チェロ： 横坂 源 ＊＊　ピアノ： 金子三勇士 ＊＊＊
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 より 第3楽章 ＊ 
サン゠サーンス チェロ協奏曲第1番 イ短調 作品33 より 第3部 ＊＊
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 より 第3楽章 ＊＊＊　ほか

指揮： 沖澤のどか　ソプラノ： 森 麻季 ＊
ヘンデル オペラ『セルセ』HWV 40 より「オンブラ・マイ・フ」＊ 
アンゲラー 『おもちゃの交響曲』より 第1楽章　ほか

指揮： 下野竜也　ピアノ： 小山実稚恵 ＊　こどもピアニスト２名
グリーグ 組曲『ペール・ギュント』第1番より「朝」 「山の魔王の宮殿にて」＊（こどもピアニストとの共演）
ショパン ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11 より 第1楽章 ＊ 
チャイコフスキー 交響曲第4番 ヘ短調 作品36 より 第4楽章 ＊　ほか

指揮： 原田慶太楼　こども奏者 ＊　
「新曲チャレンジ・プロジェクト」
ハチャトゥリヤン 組曲『仮面舞踏会』より 第1曲「ワルツ」 ＊ 
ホルスト 『惑星』より「木星」　ほか
新曲チャレンジ・プロジェクトの詳細やこども奏者への詳しい応募方法等は

「こども定期演奏会ネット」http://www.codomoteiki.net/ をご覧ください。

指揮・お話： 田中祐子　ピアノ： 福間洸太朗　ほか
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43　
グリーグ 組曲『ペール・ギュント』第1番 作品46／第2番 作品55（ナレーション付き）　

指揮： 沖澤のどか　チェロ： 佐藤晴真　ナビゲーター： 高橋克典
ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 作品56a
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　ほか　

高橋克典

金子三勇士
©Ayako Yamamoto

森 麻季
©Yuji Hori

小山実稚恵
©Hiromichi Uchida

福間洸太朗
©Marc Bouhiron

佐藤晴真
©ヒダキトモコ

岡本誠司
©S.Ohsugi

横坂 源

沖澤のどか
©Taira Nishimaki

下野竜也
©Naoya Yamaguchi (Stadio Diva)

原田慶太楼
©Geoff L Johnson

田中祐子
©sajihideyasu

沖澤のどか

川瀬賢太郎
©Yoshimori Kurosawa

大友直人
©Rowland Kirishima

三浦文彰
©Yuji Hori

「サントリーホール オペラ・アカデミー」は、元世界的テノール歌手で指揮者・声楽指導者のジュ
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、基礎を学ぶ「プリマヴェーラ・コース」
と、深い表現・解釈を学ぶ「アドバンスト・コース」の2コースを設けています。サッバティーニの
薫陶を受けた若き音楽家たちが、イタリア室内歌曲やオペラ・アリアを演奏し、2年間の研鑽の成
果を披露する修了公演です。

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。

坪井直樹
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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 ―
vol. 5　どきどき！ 仮面舞踏会へようこそ　

サントリーホールでオルガン ZANMAI !

サントリーホール＆サントリー美術館がお届けする、3～6歳のこどもたちを対象とした約1時間のプログラム。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。親子単位でご参加いただきます。

サントリーホールの「顔」として大ホールの正面に構える、オーストリアの名門リーガー社製のオルガンの魅力を多角的にお楽し
みいただける一日。オルガン演奏のほか、オルガンの仕組みがわかる企画や、オルガニストのお話、こども向けのイベントなど、
多彩なプログラムを予定しています。

7月16日（金） 17日（土） 各日とも 11:00開始 / 14:00開始　 ブルーローズ（小ホール）

8月7日（土） 詳細時間はHP、ちらしをご覧ください　

大ホール、 ブルーローズ（小ホール）

3〜6歳のための音楽と美術のプログラム

世界最大規模のオルガンの魅力を楽しみつくす

コンサート案内
2021年4〜8月

Concert Information

おはなしと歌： 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） 
3,000円　
こども券（3～6歳）
1,000円　

オルガン： 石丸由佳、勝山雅世、近藤 岳、花澤絢子、山口綾規、
尾崎麻衣子、東方理紗、安井 歩

お話： 木村秀樹（オルガンビルダー）　ほか

2019年公演より

2020年公演より

サントリーホール 開館35周年
“世界一美しい響き”をめざし、東京初のコンサート専用ホールとして1986年10月12日に開館したサントリーホール。
今までに約19,000公演を実施、のべ約1,978万人のお客様に来場いただきました。
新たな未来が、感動が、夢がこの場所からはじまる。――サントリーホール開館35周年となる2021年は、

「夢を奏でる場所 The Home of Applause」をキーメッセージに、一流アーティストによる豪華で充実した
多彩な公演を展開していきます。演奏家を包み込む聴衆のあたたかな喝采は、強い一体感、感動を呼び、
未来へとつながる夢そのものです。

＜2021年シーズン　主な記念公演＞

4月18日(日) ／7月4日(日) ／9月5日(日) ／12月12日(日)
20周年を迎えるこどものための本格的なクラシックコンサート
東京交響楽団＆サントリーホール こども定期演奏会 2021年シーズン
詳細は12ページ

6月6日(日)〜 27日(日)
10周年を迎える初夏の室内楽の祭典
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2021
詳細は10～11ページ

8月22日(日)〜 28日(土)
クラシック音楽の未来を担う現代音楽の祭典
サントリーホール サマーフェスティバル 2021
ザ・プロデューサー・シリーズ アンサンブル・アンテルコンタンポランがひらく
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズNo. 43　テーマ作曲家 マティアス・ピンチャー
第31回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会

10月2日(土)
世界のトップ・アーティストと35周年を祝う秋の祝祭
サントリーホール35周年記念 ガラ・コンサート 2021

10月7日(木)、9日(土)
サントリーホールならではのオペラの表現形式
ホール・オペラ® ヴェルディ：ラ・トラヴィアータ（椿姫）
11月3日(水・祝)〜 11月12日(金)
世界最高峰のオーケストラを招聘
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2021
リッカルド・ムーティ指揮　ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

「デジタルサントリーホール」誕生
世界中から、距離、時間、そして国境や言語の壁を超えて、サントリーホールの施設やコンサートを生活の中で身近に体感できる、
新プラットフォーム「デジタルサントリーホール」を4月14日に開設予定です。詳しくは次号でご案内します。
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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、堤剛の最新録音のCDまたはサント
リーホールポストカード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、5月31日（月）、当選者の発
表は6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 堤剛の最新CD「肖像」
（直筆サイン入り）（5名様）

B サントリーホール
　ポストカード(10枚入り)
  （10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.14

2021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）

  　 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。

邦人作曲家の作品を演奏する2枚組ＣＤ。
表題曲は初代館長でもある佐治敬三をイ
メージして作曲された松村禎三の遺作。
そのほか、黛敏郎『 BUNRAKU』、湯
浅譲二、一柳慧の作品も収録。

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。今年開館35周年。
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

コンサートの思い出を甦らせてくれる、サントリーホールの写真を使用した
全10種類のポストカードです。

＜表紙のことば＞
カルテットっていいなあ。
僕もちょっとチェロを弾
くのですが、できればあ
と3人。テニスもあと3人、
ダブルスですからね。麻
雀もあと3人。4人で遊
ぶってなんだかとっても
ちょうどいいバランスだ
なあ、と僕はあらためて
思っています。

発売元：
（株）マイスター・ミュージック


