


昨
年
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
葵
ト
リ
オ
が

優
勝
さ
れ
て
半
年
経
ち
ま
し
た
が
、

改
め
て
振
り
返
っ
て
、コ
ン
ク
ー
ル
は

ど
う
い
う
日
々
で
し
た
か
？

秋
元　

や
っ
ぱ
り
、コ
ン
ク
ー
ル
の
期
間

中
は
、弾
い
た
ら
す
ぐ
に
次
の
ラ
ウ
ン

ド
の
準
備
と
い
う
の
が
続
い
て
、精
神

的
に
か
な
り
大
変
で
し
た
。他
の
ソ
ロ

の
コ
ン
ク
ー
ル
で
も
そ
う
で
す
が
、一
次

か
ら
本
選
に
向
け
て
体
力
的
に
も
精

神
的
に
し
ん
ど
く
な
って
く
る
。

小
川　

ト
リ
オ
と
し
て
は
初
め
て
の

コ
ン
ク
ー
ル
で
、実
は
コ
ン
ク
ー
ル
の一週

間
く
ら
い
前
か
ら
ミ
ュン
ヘ
ン
に
入
っ
て

毎
日
練
習
を
し
て
い
ま
し
た
。同
じ

家
に
泊
ま
っ
て
、合
宿
の
様
な
共
同
生

活
。そ
の
期
間
が
コ
ン
ク
ー
ル
に
良
い

影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

伊
東　

ソ
ロ
で
も
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ほ
ど
大

き
い
コ
ン
ク
ー
ル
を
受
け
る
の
は
初
め

て
で
し
た
。秋
元
が
言
っ
た
よ
う
に
、

と
て
も
大
変
だ
っ
た
の
で
す
が
、ト
リ

オ
な
ら
三
人
い
る
と
い
う
の
が
助
か

る
。一
人
で
は
な
い
有
り
難
み
と
い
う

か
、孤
独
で
は
な
い
安
心
感
が
あ
り
ま

し
た
ね
。

磯
村
先
生
は
東
京
Q
と
し
て
コ
ン

ク
ー
ル
を
受
け
ら
れ
た
の
は
一
九
七

〇
年
と
四
十
九
年
前
に
な
り
ま
す
け

ど
、当
時
の
印
象
的
な
思
い
出
な
ど

は
あ
り
ま
す
か
？

磯
村　

そ
う
で
す
ね
、僕
た
ち
は
四

人
共
と
て
も
緊
張
し
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。印
象
的
だ
っ
た
の
は
、今
と
は

時
代
が
違
っ
て
、当
時
は
コ
ン
ク
ー
ル
で

入
賞
し
た
ソ
連
の
人
た
ち
が
亡
命
す

る
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
た
の
で
、ソ
連
の

団
体
が
三
位
を
受
賞
さ
れ
た
の
で
す

が
、ミ
ュン
ヘ
ン
に
も
国
か
ら
監
視
の
よ

う
な
人
が
来
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。レ
セ
プ
シ
ョン
で
も
、他
の
受
賞
者

と
気
楽
に
歓
談
す
る
の
も
難
し
い
の
で

し
ょ
う
ね
。そ
れ
と
、コ
ン
ク
ー
ル
で
は

他
の
団
体
の
本
番
の
演
奏
が
、嫌
で
も

聞
こ
え
て
き
ち
ゃ
う
で
し
ょ
？
葵
ト
リ

オ
は
そ
う
い
う
時
は
ど
う
し
て
た
？

秋
元　

う
ー
ん
、練
習
の
音
は
時
々

聞
こ
え
る
の
で
す
け
ど
、期
間
中
は
朝

か
ら
晩
ま
で
一
日
中
練
習
を
し
て
い

て
、他
の
団
体
の
本
番
の
演
奏
を
聴
く

こ
と
が
ほ
ぼ
無
か
っ
た
ん
で
す
。

磯
村　

僕
た
ち
も
練
習
に
必
死
だ
っ

た
け
ど
、何
組
か
聞
こ
え
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。参
加
団
体
は
色
々
な
国

か
ら
来
て
い
る
の
だ
け
ど
、当
時
は
国

毎
に
演
奏
の
ス
タ
イ
ル
が
本
当
に
違
っ

て
面
白
か
っ
た
。ソ
連
だ
け
じ
ゃ
な
く

て
、ポ
ー
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン

ス
や
、も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
か
ら
も
。僕

は
、音
楽
表
現
で
は
国
籍
よ
り
本
人

の
音
楽
性
や
人
間
性
の
違
い
の
方
が

大
き
い
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、で
も
当

時
は
本
当
に
国
毎
に
違
っ
て
い
ま
し
た

ね
。最
近
は
世
界
が
狭
く
な
っ
て
る
と
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言
わ
れ
て
い
る
け
ど
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
世
界
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
練

習
方
法
が
す
ぐ
分
か
る
。そ
の
方
法

で
皆
が
練
習
す
る
と
、テ
ク
ニッ
ク
だ

け
じ
ゃ
な
く
て
、音
楽
の
表
現
の
仕
方

ま
で
似
て
く
る
。現
代
で
は
色
々
な
演

奏
家
が
世
界
で
活
躍
し
て
い
ま
す
が
、

昔
に
比
べ
て
違
い
が
少
な
い
よ
う
に
感

じ
ま
す
ね
。僕
た
ち
が
コ
ン
ク
ー
ル
を

受
け
た
頃
は
、も
っ
と
様
々
な
演
奏
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。楽
譜
に

つい
て
も
、昔
は
ペ
ー
タ
ー
ス
か
何
か
く

ら
い
し
か
無
か
っ
た
け
ど
、そ
の
楽
譜

の
裏
に
あ
る
音
楽
を
読
も
う
と
し
て

い
ま
し
た
。今
は
ベ
ー
レ
ン
ラ
イ
タ
ー
や

ヘ
ン
レ
が
、作
曲
家
の
原
譜
を
忠
実
に

研
究
し
た
楽
譜
が
手
に
入
る
。あ
る

意
味
で
は
正
解
の
情
報
が
簡
単
に
手

に
入
る
の
で
す
ね
。賢
い
演
奏
家
の

方
々
は
、い
つ
の
時
代
で
も
楽
譜
に
対

し
て
良
い
解
釈
し
た
り
、自
分
の
経
験

を
活
か
し
な
が
ら
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う

け
ど
、今
と
昔
で
は
ア
プ
ロ
ー
チ
も
変

わ
っ
た
気
が
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。と
て
も

興
味
深
い
話
で
す
ね
。葵
ト
リ
オ
は

優
勝
は
大
き
な
節
目
に
な
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、コ
ン
ク
ー
ル
を
受
け
る

前
と
後
で
は
、自
身
の
心
境
や
生
活

に
何
か
変
化
は
有
り
ま
し
た
か
？

秋
元　

そ
う
で
す
ね
、作
り
上
げ
て

き
た
も
の
が
ヨ
ー
ロッ
パ
の
コ
ン
ク
ー
ル

で
認
め
ら
れ
た
。そ
れ
は
自
分
た
ち
が

や
っ
て
き
た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ

た
と
、大
き
な
自
信
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。コ
ン
ク
ー
ル
後
は
、本
番
に
臨
む

時
に
自
信
や
確
信
の
よ
う
な
強
い
意

志
を
持
っ
て
弾
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。演
奏
す
る
と
き
の
意
識
の
あ

り
方
が
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

小
川　
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
て
綿
密
に

練
習
を
し
た
こ
と
で
、三
人
の
音
や
ス

タ
イ
ル
、ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
、よ
り
信
頼

で
き
る
関
係
性
に
な
れ
た
か
な
。そ

れ
が
コ
ン
ク
ー
ル
を
受
け
て一番
良
か
っ

た
か
な
と
思
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
結
果

も
嬉
し
い
け
ど
、一
番
良
か
っ
た
と
思

う
の
は
結
束
が
固
ま
っ
た
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

秋
元　

そ
う
だ
よ
ね
、長
い
時
間
を
一

緒
に
過
ご
し
て
、随
分
と
時
間
を
費
や

し
た
か
ら
。

小
川　

そ
う
。あ
と
コ
ン
ク
ー
ル
で
は

近
現
代
の
作
品
が
四
曲
も
あ
っ
た
。実

は
そ
う
い
う
曲
は
好
き
じ
ゃ
な
く
て

避
け
て
き
た
部
分
が
あ
っ
た
け
ど
、コ

ン
ク
ー
ル
だ
と
避
け
る
わ
け
に
い
か
な

く
て…

で
も
取
り
組
ん
で
い
る
う
ち

に「
結
構
面
白
い
ん
だ
」と
思
う
よ
う

に
な
っ
て
。そ
れ
も
良
か
っ
た
か
な
と
。

コ
ン
ク
ー
ル
を
受
け
る
前
は
、三
人
共

各
々
の
活
動
も
あ
っ
た
の
で
、ト
リ
オ

の
将
来
な
ど
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
が
、こ
の
よ
う
な
賞

を
頂
い
た
の
と
、コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
て

関
係
性
も
音
楽
も
深
ま
っ
た
の
で
、是

非
こ
の
ト
リ
オ
を
積
極
的
に
長
く
続

け
た
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。そ

れ
は
コ
ン
ク
ー
ル
で
目
覚
め
た
よ
う
な

感
じ
で
す
ね
。

伊
東　

去
年
の
三
月
に
京
都
の
青
山

音
楽
記
念
館
で
自
主
コ
ン
サ
ー
ト
を

開
い
た
の
で
す
が
、そ
の
コ
ン
サ
ー
ト
が

青
山
音
楽
賞
を
頂
い
た
ん
で
す
。先

日
、そ
の
授
賞
式
で
演
奏
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、去
年
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
聴
い
て

い
た
方
か
ら「
一
年
前
と
は
全
然
違

う
」と
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。「
一年
前

も
悪
く
無
か
っ
た
け
ど
、や
っ
ぱ
り
今

日
の
演
奏
は
見
違
え
る
よ
う
だ
。」

と
。コ
ン
ク
ー
ル
前
と
今
と
で
は
、嬉
し

い
こ
と
に
客
観
的
に
も
違
っ
て
聴
こ
え

磯村さん

秋元さん

小川さん

伊東さん

　

二
〇
一
八
年
九
月
に
日
本
の
音
楽
界
に
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
だ
。A
R
D
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル（
通
称
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
国
際

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
）の
ピ
ア
ノ
三
重
奏
部
門
で
、日
本
の
葵
ト
リ
オ
が
堂
々
の
一
位
を
受
賞
し
た
。難
関
と
し
て
知
ら
れ
る
同
コ

ン
ク
ー
ル
は
、一
位
を
出
さ
な
い
こ
と
で
も
有
名
で
、ピ
ア
ノ
三
重
奏
部
門
は
十
一
回
目
の
開
催
で
葵
ト
リ
オ
は
五
団
体
目
の
一
位

受
賞
団
体
。日
本
人
団
体
が
ピ
ア
ノ
三
重
奏
で
一
位
を
受
賞
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
り
、室
内
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
一
九
七
〇
年

の
東
京
ク
ヮ
ル
テ
ッ
ト
以
来
四
十
八
年
ぶ
り
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、東
京
ク
ヮ
ル
テ
ッ
ト（
以
降
Q
）で
不
動
の
ヴ
ィ
オ
ラ
と
し
て
四
十
四
年
間
世
界
中
で
活
躍
を
続

け
て
き
た
磯
村
和
英
が
、こ
れ
か
ら
世
界
へ
羽
ば
た
く
葵
ト
リ
オ
に
そ
の
経
験
と
叡
智
を
語
っ
た
。

左より磯村和英さん、秋元孝介さん、小川響子さん、伊東裕さん 優勝当時の東京クヮルテット

葵トリオ

アーティスト
スペシャル対談

敬称略 桐朋学園とジュリアード音楽院で学ぶ。1969年東京クヮルテットを結成。ミュンヘン国際コンクール弦楽
四重奏部門で第1位を受賞。創設から44年間にわたりニューヨークを拠点に世界各地で演奏活動を続
けた。東京クヮルテットでの録音における幅広いレパートリーで数多くの受賞を重ね、グラミー賞には7回
ノミネートされている。また個人としてもヴィオラ・ソロとソナタのCDをリリースする。2013年外務大臣表
彰、14年アメリカ・ヴィオラ協会よりキャリア・アチーヴメント賞を授かる。現在は桐朋学園とマンハッタン音
楽院で室内楽とヴィオラの指導を行う。サントリーホール室内楽アカデミー・ファカルティ。

2018年ミュンヘン国際音楽コンクールピアノ三重奏部門で、日本人団体として初めて第1位受賞。東京
藝術大学、サントリーホール室内楽アカデミー第3期生として出会い、2016年に結成。「葵/AOI」は3人
の頭文字から取り、花言葉で「大望、豊かな実り」を意味する。伊藤恵、中木健二、花田和加子、原田幸
一郎、堀正文、松原勝也、山崎伸子に師事。コンクール優勝記念の凱旋公演をサントリーホールブルー
ローズで開催して好評を博す。青山音楽賞バロックザール賞、新日鉄住金音楽賞フレッシュアーティスト
賞受賞。現在はドイツを拠点にミュンヘン音楽大学のD. モメルツに師事し、国内外で活動している。

【葵トリオ】（ピアノ：秋元孝介　ヴァイオリン：小川響子　チェロ：伊東裕）

磯
村
和
英

　
　
×

葵
ト
リ
オ

〈
ヴ
ィ
オ
ラ
、元
東
京
ク
ヮ
ル
テ
ッ
ト
〉

（
一
九
七
〇
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
国
際
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
優
勝
メ
ン
バ
ー
）

〈
ピ
ア
ノ
三
重
奏
、秋
元
孝
介（
ピ
ア
ノ
）、小
川
響
子（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）、伊
東
裕（
チ
ェ
ロ
）〉

（
二
〇
一
八
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
国
際
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
優
勝
）

【磯村　和英】（ヴィオラ）
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る
の
で
す
ね
。そ
れ
に
コ
ン
ク
ー
ル
で一

位
を
頂
い
た
こ
と
で
、自
分
た
ち
の
将

来
の
活
動
に
、良
い
意
味
で
責
任
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
と
も
思
い
ま
す
。

葵
ト
リ
オ
結
成
前
で
し
た
が
、磯
村

先
生
も
サ
ン
ト
リ
ー
室
内
楽
ア
カ
デ

ミ
ー
で
三
人
の
指
導
を
さ
れ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。磯
村
先
生
に

と
っ
て
は
、こ
の
三
人
は
ど
の
よ
う
な

生
徒
で
し
た
か
？

磯
村　

そ
う
で
す
ね
、特
に
小
川
さ

ん
は
、親
友
で
あ
り
長
年
の
仕
事
仲

間
の
原
田
幸
一郎
君
に
小
さ
い
頃
か
ら

師
事
し
て
い
た
の
で
、彼
か
ら
よ
く
聞

い
て
い
た
ん
で
す
よ
。サ
ン
ト
リ
ー

ホ
ー
ル
室
内
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
は
四
年

間
い
ま
し
た
ね
。最
初
は
弦
楽
重
奏

で
、次
は（
葵
と
は
別
の
）ト
リ
オ
で
。

本
当
に
室
内
楽
を
通
し
て
、小
川
さ

ん
と
の
付
き
合
い
は
長
い
で
す
よ
。伊

東
君
は
、ア
カ
デ
ミ
ー
で
も
教
え
た
け

ど
、個
人
的
に
も
弦
楽
四
重
奏
で
指

導
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
。秋
元
君
も
ア

カ
デ
ミ
ー
の
時
は
別
の
ト
リ
オ
だ
っ
た

よ
ね
、僕
は
ヴ
ィ
オ
ラ
だ
か
ら
ト
リ
オ

の
専
門
で
は
無
い
け
ど
、色
々
と
聴
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。三
人
と
も
素

晴
ら
し
い
音
楽
家
で
す
よ
。コ
ン
ク
ー

ル
本
選
で
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
大
変
な

ピ
ア
ノ
三
重
奏
第
２
番
を
演
奏
し
ま

し
た
ね
。第
１
番
の
方
は
割
と
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
で
す
が
、第
２
番
は
あ
ま
り
に
も

大
変
な
曲
。音
楽
的
に
も
深
い
し
、

ち
ょ
っ
と
捉
え
づ
ら
い
と
こ
と
も
あ

る
。だ
か
ら
あ
の
曲
で
一
位
を
取
っ
た

と
い
う
の
が
本
当
に
素
晴
ら
し
い
と

思
い
ま
す
。優
勝
の
連
絡
を
も
ら
っ
た

時
に
は
、血
が
騒
ぎ
ま
し
た
。本
当
に

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。こ
う
い
う

機
会
だ
か
ら
葵
ト
リ
オ
に
お
伝
え
し

た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
に

比
べ
る
と
ト
リ
オ
っ
て
曲
数
は
多
く
は

無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
本
当
に

素
晴
ら
し
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
沢
山

あ
る
。皆
は
本
当
に
室
内
楽
が
好
き

だ
か
ら
、こ
の
機
会
を
ス
タ
ー
ト
地
点

と
し
て
、ト
リ
オ
を
主
に
活
動
し
て

いっ
て
欲
し
い
な
。も
ち
ろ
ん
ト
リ
オ

を
大
事
に
し
な
が
ら
も
、他
の
音
楽

も
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
も
良
い
と
思
う
。

ピ
ア
ノ・ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
や
、時
々
は
ソ
ナ

タ
を
や
っ
て
み
る
と
か
。他
の
活
動
か

ら
も
と
て
も
栄
養
を
も
ら
え
る
か

ら
、ト
リ
オ
の
活
動
に
活
か
し
て
継
続

し
て
いって
ほ
し
い
で
す
。

継
続
の
話
に
な
り
ま
し
た
が
、東
京

Q
は
四
十
四
年
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

継
続
の
た
め
に
大
切
な
こ
と
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

磯
村　

僕
ら
が
長
く
継
続
で
き
た
の

は
、最
初
か
ら
ど
う
し
て
も
弦
楽
四
重

奏
を
や
り
た
い
と
い
う
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た

の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。最
初
か
ら
一

生
を
懸
け
て
取
り
組
む
熱
意
が
あ
っ

た
。も
う
一つ
は
、メ
ン
バ
ー
と
は
幼
い
頃

か
ら
付
き
合
い
が
長
く
、喧
嘩
も
あ
っ

た
け
ど
お
互
い
の
信
頼
感
が
あ
り
ま

し
た
。そ
の
信
頼
感
と
い
う
の
は
一
番

大
事
だ
と
思
う
。信
頼
感
に
も
色
々

あ
っ
て
、一つ
は
人
間
と
し
て
の
信
頼

感
。そ
れ
か
ら
弦
楽
四
重
奏
を
や
り

た
い
と
い
う
情
熱
が
、全
員
同
じ
レ
ベル

と
い
う
こ
と
。四
人
で
弦
楽
四
重
奏
を

同
じ
よ
う
に
大
事
に
し
て
い
く
、と
い

う
信
頼
感
も
す
ご
く
大
事
か
な
。人

間
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
う
じ
ゃ
な
い
で
す

か
、性
格
も
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
違

う
か
ら
、他
の
メ
ン
バ
ー
と
意
見
が
食

い
違
う
こ
と
も
あ
る
。そ
う
い
う
時
、

瞬
間
的
に
は
不
満
に
感
じ
て
も
、根
本

的
な
部
分
で「
相
手
が
自
分
と
同
じ

活
動
を
し
て
い
る
」と
い
う
信
頼
が
あ

れ
ば
、乗
り
越
え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で

す
。色
々
な
意
味
で
ポ
イ
ン
ト
は
信
頼

感
だ
と
思
い
ま
す
ね
。良
い
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
で
仕
事
を
継
続
す
る
。

ト
リ
オ
は
継
続
の
た
め
の
第
一
歩
と

し
て
、ま
ず
二
年
間
は
ド
イ
ツ
を

ベ
ー
ス
に
し
て
勉
強
や
演
奏
活
動
を

始
め
ま
す
。ト
リ
オ
と
し
て
、当
面
の

目
標
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
？

伊
東　

先
程
、弦
楽
四
重
奏
に
比
べ
て

曲
数
は
多
く
な
い
と
あ
り
ま
し
た
。で

す
が
、自
分
た
ち
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は

ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
で
、ま
ず
は
レ

パ
ー
ト
リ
ー
の
拡
充
が
当
面
の
目
標

で
す
ね
。

磯
村　

そ
れ
は
良
く
分
か
り
ま
す
。

コ
ン
ク
ー
ル
を
目
指
す
と
そ
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
は一
気
に
習
得
し
ま
す
が
、他

に
も
重
要
だ
と
思
う
も
の
は
、し
っ
か

り
と
身
に
着
け
て
いっ
た
ほ
う
が
良
い

で
す
ね
。

東
京
Q
の
場
合
は
、初
期
の
二
十
代

半
ば
か
ら
三
十
代
に
か
け
て
、レ

パ
ー
ト
リ
ー
は
ど
の
よ
う
に
作
っ
て

い
っ
た
の
で
す
か
？
早
い
内
か
ら
、バ

ル
ト
ー
ク
全
曲
な
ど
に
取
り
組
ん
で

34

い
ま
し
た
ね
。

磯
村　
バ
ル
ト
ー
ク
に
つい
て
は
ジ
ュ
リ

ア
ー
ド
Q
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
Q
は
、バ
ル
ト
ー

ク
を
得
意
と
し
て
い
て
、ロ
バ
ー
ト・マ

ン
さ
ん
や
、引
退
さ
れ
て
い
た
け
ど
ラ

フ
ァ
エ
ル・ヒ
リ
ヤ
ー
さ
ん
に
ず
い
ぶ
ん

習
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
、ハ
イ
ド
ン
も

良
く
演
奏
し
ま
し
た
。コ
ン
ク
ー
ル
で

演
奏
し
た
ハ
イ
ド
ン
や
バ
ル
ト
ー
ク
は
、

聴
衆
や
審
査
員
が
評
価
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
。そ
れ
に
ハ
イ
ド

ン
は
、幸
一
郎
君
が
得
意
だ
っ
た
。ハ
イ

ド
ンっ
て
古
典
的
な
形
式
を
重
視
し

て
真
面
目
に
弾
く
人
も
い
ま
す
が
、

幸
一
郎
君
が
弾
く
と
自
由
奔
放
な
ん

で
す
よ
。で
も
、彼
の
場
合
は
そ
れ
が

納
得
さ
せ
ら
れ
る
。ハ
イ
ド
ン
の
本
質

的
な
様
式
美
の
よ
う
な
も
の
を
、感

覚
的
に
十
分
に
わ
か
っ
て
い
て
自
由
に

飛
ん
だ
ん
で
し
ょ
う
ね
。
録
音
デ

ビ
ュ
ー
盤
の
ハ
イ
ド
ン
の
作
品
76‐1
と

ブ
ラ
ー
ム
ス
の
第
2
番
が
好
評
を
い
た

だ
い
て
、ド
イ
ツ・グ
ラ
ム
フ
ォ
ン
と
専

属
契
約
と
な
っ
た
。そ
れ
で
次
に
録
音

し
た
の
も
や
っ
ぱ
り
ハ
イ
ド
ン
。だ
か

ら
、レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
は
レ
コ
ー
ド
会

社
も
関
係
し
て
い
ま
し
た
。

葵
ト
リ
オ
で
は
、取
り
組
み
た
い
レ

パ
ー
ト
リ
ー
な
ど
は
あ
る
の
で
す

か
？

秋
元　

や
っ
ぱ
り
来
年
は
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェン
の
メ
モ
リ
ア
ル
な
の
で
、ま
だ
取

り
組
ん
で
い
な
い
作
品
は
や
り
た
い
で

す
ね
。あ
と
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聴
衆
っ

て
、日
本
に
比
べ
て
近
現
代
作
品
へ
の

抵
抗
が
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。演

奏
頻
度
の
低
い
近
現
代
の
作
品
を
、

我
々
が
常
設
団
体
と
し
て
国
内
外
で

紹
介
す
る
の
は
意
義
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。東
京
Q
は
コ
ン
サ
ー
ト
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、演
奏

す
る
国
や
地
方
な
ど
を
意
識
し
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

磯
村　

出
来
る
だ
け
意
識
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
た
け
ど…

や
っ
ぱ
り

我
々
も
人
間
だ
か
ら
、し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
よ
ね（
笑
）。面
白
い

思
い
出
が
あ
っ
て
、イ
タ
リ
ア
に
演
奏

旅
行
に
行
っ
た
時
に「
イ
タ
リ
ア
で
演

奏
す
る
の
だ
か
ら
、ち
ょっ
と
イ
タ
リ

ア
人
が
喜
び
そ
う
な
ア
ン
コ
ー
ル
に
し

よ
う
か
」と
い
う
話
に
な
っ
て
、プ
ッ

チ
ー
ニ
の「
菊
」と
い
う
作
品
を
用
意

し
ま
し
た
。悲
し
い
雰
囲
気
で
す
が
、

と
て
も
甘
美
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
曲
な
ん

で
す
。そ
う
し
た
ら
、コ
ン
サ
ー
ト
の

後
に
お
客
様
か
ら「
お
願
い
だ
か
ら
、

あ
な
た
達
の
よ
う
な
立
派
な
ク
ァ
ル

テ
ッ
ト
が
、あ
の
よ
う
な
曲
は
弾
か
な

い
で
」と
。イ
タ
リ
ア
人
っ
て
、オ
ペ
ラ
の

よ
う
に
甘
美
な
曲
が
好
き
な
イ
メ
ー

ジ
も
あ
る
け
ど
、音
楽
や
芸
術
に
親

し
み
や
尊
敬
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち

は
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
の
後
期
の
ク
ァ
ル

テ
ッ
ト
な
ど
を
愛
好
す
る
方
も
い
る

み
た
い
な
ん
で
す
ね
。

今
、旅
の
話
が
出
て
き
ま
し
た
け
ど
、

葵
ト
リ
オ
も
徐
々
に
演
奏
旅
行
が
増

え
て
い
き
ま
す
ね
。旅
な
ら
で
は
の

大
変
さ
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
？

小
川　

や
っ
ぱ
り
時
差
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
半
年
、私
以
外
の
二
人
は
東
京
に

住
ん
で
い
た
の
で
、ト
リ
オ
の
活
動
の

た
め
に
は
私
が
帰
国
。そ
の
度
に
時
差

は
大
変
で
す
。そ
れ
に
、コ
ン
ク
ー
ル
後

に
公
演
が
決
ま
っ
た
の
に
、練
習
時
間

を
確
保
す
る
の
に
困
難
だ
っ
た
の
が
、

こ
の
半
年
間
で
し
た
。な
の
で
今
後
は

三
人
で
ド
イ
ツ
を
ベ
ー
ス
に
す
る
の
は
、

と
て
も
意
味
が
あ
る
こ
と
で
す
。

伊
東　

チ
ェロ
の
場
合
、楽
器
が
大
き

い
の
で
、移
動
が
多
い
と
身
体
に
負
担

が
か
か
り
ま
す
ね
。

磯
村　

飛
行
機
代
も
か
か
る
し
ね
。

伊
東　

そ
う
な
ん
で
す
。

東
京
Q
は
演
奏
旅
行
の
連
続
で
し
た

が
、ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
て
い
ま

し
た
か
。

磯
村　

僕
は
飛
行
機
の
中
で
う
ま
く

寝
る
よ
う
に
努
め
て
ま
し
た
。人
に

よ
っ
て
は
、時
差
を
調
整
す
る
た
め
に

機
内
で
寝
な
い
場
合
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。そ
れ
で
調
整
で
き
る
人
は
良

い
け
ど
、で
も
寝
ら
れ
る
時
に
寝
る
の

も
解
決
方
法
の一つ
か
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

伊
東　

こ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
の
大
学
で

学
び
始
め
ま
す
が
、卒
業
す
れ
ば
先

生
の
も
と
で
の
勉
強
は
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
す
。そ
の
後
は
、自
分
た
ち
だ
け

で
ど
の
よ
う
に
練
習
し
て
い
く
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
？

磯
村　

そ
う
で
す
ね
、ト
リ
オ
だ
っ
た

ら
自
分
以
外
の
二
人
が
先
生
、ク
ァ
ル

テ
ッ
ト
な
ら
三
人
い
る
と
考
え
ま
し
ょ

う
。弾
い
て
る
本
人
よ
り
、側
で
聴
い

て
い
る
人
の
ほ
う
が
色
々
と
解
る
ん
で

す
よ
。技
術
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く

て
、音
楽
的
な
表
現
で
も
。お
互
い
の

耳
や
ア
イ
デ
ア
を
大
事
に
し
て
、大
い



に
ア
ド
バ
イ
ス
を
貰
う
と
良
い
で
す

よ
。そ
れ
と
、先
生
と
の
勉
強
が
終

わ
っ
た
後
で
も
、時
々
は
室
内
楽
の
経

験
の
あ
る
人
に
聴
い
て
も
ら
う
の
は

大
切
で
す
よ
。直
し
て
も
ら
う
だ
け

で
な
く
、褒
め
て
も
ら
う
だ
け
で
も
自

信
に
つ
な
が
る
し
。あ
と
は
聴
衆
と
の

関
わ
り
合
い
も
大
事
。自
分
た
ち
の

演
奏
を
、聴
衆
が
ど
の
よ
う
に
聴
い
て

い
る
の
か
敏
感
に
感
じ
ら
れ
た
ら
、そ

れ
が
本
当
に
レ
ッ
ス
ン
に
な
る
。良
い

聴
衆
は
良
い
演
奏
家
を
育
て
、そ
し
て

良
い
演
奏
家
は
良
い
聴
衆
を
育
て
ま

す
。そ
れ
は
綺
麗
事
で
は
な
く
、半
世

紀
近
く
演
奏
活
動
を
続
け
て
き
て
、

実
感
と
し
て
本
当
に
思
って
い
ま
す
。

秋
元　

東
京
Q
の

場
合
、い
つ
頃
四
人

だ
け
で
や
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す

か
？

磯
村　
コ
ン
ク
ー
ル

の
後
か
ら
ほ
と
ん

ど
自
分
た
ち
だ
け

で
し
た
ね
。そ
れ

と
、忙
し
く
な
る

と
他
の
人
の
コ
ン

サ
ー
ト
を
聴
く
時

間
が
無
く
な
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

で
も
多
少
無
理
し

て
も
、時
々
は
他
の
人
の
生
の
演
奏
を

聴
く
の
も
大
切
で
す
ね
。

小
川　

ツ
ア
ー
な
ど
で
は
何
度
も
同

じ
曲
を
弾
く
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、公
演
の
度
に
し
っ
か
り
と
練
習

を
し
て
い
た
の
で
す
か
？

磯
村　

僕
ら
の
ツ
ア
ー
は
移
動
と
本

番
の
連
続
だ
っ
た
の
で
、公
演
毎
の
練

習
と
い
う
よ
り
、ま
と
め
て
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
作
る
期
間
を
設
け
て
い
ま
し

た
。

小
川　
一
年
の
中
で
、と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

磯
村　

そ
う
、夏
に
音
楽
祭
に
出
な

く
て
良
い
期
間
に
、シ
ー
ズ
ン
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
を
ま
と
め
て
練
習
す
る
。だ
か

ら
夏
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う

の
は
、い
つ
も
大
変
で
し
た
。レ
パ
ー
ト

リ
ー
作
り
と
、音
楽
祭
へ
の
出
演
、そ

し
て
家
族
と
の
時
間
。レ
パ
ー
ト
リ
ー

と
い
え
ば
、い
つ
も
同
じ
曲
を
演
奏
す

る
と
、自
分
た
ち
も
飽
き
る
心
配
が

あ
る
で
し
ょ
。僕
た
ち
も
最
初
の
頃

は
、三
つ
か
四
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一シ
ー

ズ
ン
弾
き
続
け
て
い
ま
し
た
が
、あ
る

頃
か
ら
シ
ー
ズ
ン
の
前
半
と
後
半
で
ほ

と
ん
ど
の
曲
を
変
え
て
い
ま
し
た
。後

半
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
ク
リ
ス
マ
ス
休

み
か
ら一
月
く
ら
い
で
改
め
て
準
備
し

て
い
ま
し
た
ね
。ト
リ
オ
で
も
、ま
と

め
て
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
用
意
す
る
時

間
を
作
る
の
は
良
い
と
思
い
ま
す
よ
。

秋
元　

そ
の
よ
う
な
リ
ハ
ー
サ
ルって
、

ち
ゃ
ん
と
意
識
し
て
日
程
を
確
保
し

な
い
と
難
し
い
で
す
よ
ね
。公
演
依
頼

を
受
け
た
の
は
良
い
け
ど
、「
じ
ゃ
ぁ
練

習
を
い
つ
す
る
ん
だ
？
」と
い
う
話
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
。僕
た
ち
は
、い
つ
も

直
前
に
慌
て
て
し
ま
って
い
ま
す…

。

小
川　

時
間
と
い
う
の
は
、作
ら
な
い

と
ね…

。

秋
元　

そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
悩
み
だ
よ

ね
。

磯
村　

そ
れ
は
計
画
性
が
重
要
に

な
って
き
ま
す
ね
。僕
も
割
と
計
画
を

た
て
る
の
は
苦
手
だ
っ
た
け
ど（
笑

小
川　

計
画
を
た
て
る
時
や
、団
体

の
方
針
を
決
め
る
時
な
ど
、東
京
Q
は

リ
ー
ダ
ー
が
ま
と
め
て
い
た
の
で
す

か
？
そ
れ
と
も
役
割
が
決
ま
っ
て
い
た

り
し
た
の
で
す
か
？

磯
村　

う
ん
、そ
れ
ぞ
れ
で
役
割
は

決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。で
も
意
思
決
定

で
リ
ー
ダ
ー
は
居
な
か
っ
た
か
な
。予

定
を
立
て
る
時
も
曲
の
解
釈
で
も
、民

主
的
に
四
人
が
対
等
な
立
場
で
意
見

を
出
し
合
っ
て
決
め
て
い
た
。ま
ぁ
、ハ

イ
ド
ン
な
ど
の
古
典
物
で
は
、第
一ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
に
重
要
な
部
分
が
多
い
の

で
、第
一ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
が
自
由
に
弾
け

る
よ
う
流
れ
が
出
来
て
い
た
か
も
。で

も
そ
れ
以
外
で
は
、充
実
し
た
活
動

を
す
る
た
め
に
四
人
が
遠
慮
し
な
い

で
意
見
を
出
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。葵

ト
リ
オ
は
本
当
に
仲
が
良
く
、信
頼
し

あ
っ
て
い
る
よ
ね
。で
も
仲
の
良
さ
が
、

相
手
へ
の
甘
や
か
し
に
な
ら
な
い
よ
う

に
気
を
つ
け
て
ね
。余
計
な
喧
嘩
は
必

要
な
い
け
ど
、お
決
ま
り
の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
は
な
く
、時
に
は
ア
ー
ギ
ュメ

ン
ト（
反
論
も
含
め
た
強
い
発
言
）も

避
け
な
い
で
、全
員
が
思
い
切
り
自
己

主
張
を
す
る
事
が
大
事
で
す
。思
い

返
す
と
僕
た
ち
も
、良
い
状
態
で
コ
ン

サ
ー
ト
が
出
来
た
の
は
、議
論
を
恐
れ

な
かっ
た
時
だ
と
思
い
ま
す
。

秋
元　

以
前
も
別
の
方
か
ら「
議
論

し
た
ほ
う
が
良
い
」と
指
摘
さ
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ね
。我
々
の
タ
イ
プ
と
し

て
、話
し
合
い
で
は
踏
み
込
み
す
ぎ
な

い
感
じ
も
あ
る
の
か
な
。

磯
村　

リ
ー
ダ
ー
無
し
で
良
い
共
同

作
業
を
す
る
の
は
、大
変
な
こ
と
で
す

よ
。だ
か
ら
、く
ど
い
よ
う
だ
け
ど
、信

頼
。お
互
い
を
信
頼
す
る
と
い
う
の
が

鍵
だ
と
思
い
ま
す
。

伊
東　

今
日
、色
々
と
お
話
を
伺
っ
て

思
っ
た
の
で
す
が
、コ
ン
ク
ー
ル
で
一
位

を
頂
い
た
と
い
う
結
果
は
同
じ
で
も
、

そ
の
後
は
全
然
違
う
印
象
で
す
ね
。

本
番
数
も
桁
違
い
に
少
な
い
。僕
た
ち

が
断
って
い
る
の
で
は
無
く
、依
頼
そ
の

も
の
も
少
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。東

京
Q
の
時
の
話
題
性
や
、注
目
度
な

ど
と
雲
泥
の
差
を
感
じ
て
い
ま
す
。

磯
村　

そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
だ
と

思
い
ま
す
。レ
パ
ー
ト
リ
ー
数
の
差
が

あ
る
よ
う
に
、愛
好
家
や
主
催
者
の

数
も
ど
う
し
て
も
違
う
の
だ
と
思
い

ま
す
。だ
か
ら
葵
ト
リ
オ
と
東
京
Q

の
差
で
は
無
い
か
ら
、気
に
し
な
い
ほ

う
が
良
い
で
す
よ
。葵
ト
リ
オ
が
ミ
ュ

ンヘン
で一位
に
な
っ
た
。そ
れ
も
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
の
素
晴
ら
し
い
演
奏
で
。僕
は

そ
の
事
を
、本
当
に
嬉
し
く
思
っ
て
い

ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。色
々
と

磯
村
先
生
か
ら
有
り
難
い
言
葉
を

沢
山
頂
き
ま
し
た
が
、最
後
に
葵
ト

リ
オ
の
将
来
の
展
望
を
お
願
い
し
ま

す
。

秋
元　

ト
リ
オ
は
常
設
団
体
が
少
な

い
中
で
、ソ
リ
ス
ト
が
集
ま
って
即
座
に

出
来
る
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。で

も
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、常
に
こ
の
三
人

で
活
動
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
室
内

楽
的
な
音
楽
を
届
け
た
い
。そ
う
い

う
ク
オ
リ
テ
ィ
を
保
ち
な
が
ら
、我
々

は
活
動
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
って
い

ま
す
。

磯
村　

と
て
も
核
心
を
つ
い
て
ま
す

ね
！
そ
れ
と
同
時
に
、ト
リ
オ
は
楽
器

の
特
性
を
と
て
も
活
か
し
て
作
曲
さ

れ
て
い
る
。各
々
が
ヴ
ィ
ル
テ
ィ
オ
ー

ジ
ッ
ク
な
面
も
磨
い
て
い
き
な
が
ら
、

秋
元
君
が
言
っ
た
よ
う
な
事
を
求
め

て
い
け
れ
ば
最
高
だ
と
思
い
ま
す
。両

面
性
で
す
ね
。

小
川　

ち
ょっ
と
個
人
的
に
な
り
ま

す
け
ど
、子
供
の
頃
に
受
け
た
コ
ン

ク
ー
ル
で
将
来
の
夢
を
書
く
機
会
が

あ
っ
て
、「
弦
楽
四
重
奏
を
組
ん
で
世

界
を
回
る
」っ
て
書
い
て
い
る
ん
で
す
。

弦
楽
四
重
奏
で
は
な
い
け
ど
、本
当
に

良
い
仲
間
と
室
内
楽
の
活
動
の
チ
ャ
ン

ス
を
得
ら
れ
た
と
思
っ
て
ま
す
。ヨ
ー

ロッ
パ
は
も
ち
ろ
ん
、日
本
や
ア
メ
リ
カ

な
ど
で
も
活
動
し
て
、世
界
の
方
々
に

葵
ト
リ
オ
を
知
っ
て
貰
い
た
い
で
す

ね
。そ
の
た
め
に
、先
生
の
言
葉
通
り
、

三
人
で
対
等
に
や
っ
て
い
く
た
め
に
、

自
分
の
中
で
の
自
信
も
つ
け
て
い
き
た

い
で
す
。

伊
東　

今
回
コ
ン
ク
ー
ル
を
受
け
る

に
あ
た
って
、世
界
に
は
も
っ
と
沢
山
の

ト
リ
オ
が
あ
る
と
知
っ
た
の
で
す
が
、

実
は
以
前
は
常
設
の
団
体
は
ト
リ
オ・

ヴ
ァ
ン
ダ
ラ
ー
や
ボ
ザ
ー
ル・ト
リ
オ
く

ら
い
し
か
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。知

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、例
え
ば
音
源

を
選
ぶ
際
に
も
、有
名
な
ソ
リ
ス
ト
の

名
前
で
選
択
し
て
い
て
、ピ
ア
ノ
三
重

奏
団
と
い
う
常
設
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が

活
動
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
自
分

に
も
希
薄
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。今
回
の

受
賞
を
契
機
に
、日
本
で
も
っ
と
、ピ

ア
ノ
三
重
奏
に
も
常
設
団
体
が
あ
る

と
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
活
動
し

て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

葵
ト
リ
オ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、ピ
ア

ノ・ト
リ
オ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
認
知

拡
大
で
す
ね
。

伊
東　

そ
う
、ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、も
っ

と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
し
て
い
き
た
い
で
す

ね
。

磯
村　

な
る
ほ
ど
、そ
う
で
す
ね
。そ

の
た
め
に
、こ
れ
か
ら
も
自
分
た
ち
の

良
い
と
こ
ろ
を
思
い
切
り
ア
ピ
ー
ル
し

て
、世
界
中
で
良
い
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
っ

て
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ま
、本
日
は
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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会　　場
演奏曲目

問い合わせ

サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン
プレシャス 1 pm
Vol.1 クラリネット五重奏の深遠

2019年6月5日(水) 13:00～14:00（12:30開場）
サントリーホール　ブルーローズ（小ホール）
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、他
サントリーホール 0570-55-0017

会　　場
演奏曲目
問い合わせ

サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン
フィナーレ 2019

2019年6月16日(日) 14:00開演（13:30開場）
サントリーホール　ブルーローズ（小ホール）
エルガー：『序奏とアレグロ』作品47、他
サントリーホール 0570-55-0017

会　　場
演奏曲目

問い合わせ

音楽のおくりもの　葵トリオ　リサイタル

2019年7月5日（金） 18:30
盛岡市民文化ホール
シューマン：
　ピアノ三重奏曲第3番 ト短調 作品110 、他
盛岡アカンサスの会 080-5225-1165

会　　場
演奏曲目

問い合わせ

葵トリオ　ピアノ三重奏の調べ

2019年7月7日（日） 14:00
DMG MORIやまと郡山城ホール（奈良）
ベートーヴェン：
　ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 作品97 「大公」、他
奈良友の会 0742-43-7787

会　　場
演奏曲目

問い合わせ

葵トリオ　コンサート

2019年8月9日（金） 18:45
宗次ホール（名古屋）
メンデルスゾーン：
　ピアノ三重奏曲第2番 ハ短調 作品66、他
宗次ホールチケットセンター 052-265-1718

出演公演情報

磯村和英（ヴィオラ）

葵トリオ



　

沖
縄
の
空
の
玄
関・那
覇
空
港
か

ら
車
で
十
五
分
。観
光
地
と
し
て
知

ら
れ
る
首
里
城
の
北
側
に
、沖
縄
県

立
芸
術
大
学
音
楽
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス

は
隣
接
し
、立
つ
。こ
の
土
地
は

元
々
、東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
を

結
ぶ
通
商
国
家
と
し
て
栄
え
た
琉

球
王
国
の
工
芸
所「
貝
摺
奉
行
所

（
か
い
ず
り
ぶ
ぎ
ょ
う
し
ょ
）」の
跡

地
だ
。研
究
室
の
窓
か
ら
は
、一九
四

五
年
の
沖
縄
戦
で
い
っ
た
ん
焼
失
、

本
土
復
帰
二
十
周
年
の一九
九
二
年

に
復
元
さ
れ
た
首
里
城
の
王
宮
や

城
壁
が
間
近
に
望
め
る
。か
つ
て
の

王
統
の
墳
墓
で
世
界
遺
産
に
指
定

さ
れ
て
い
る
玉
陵（
た
ま
う
ど
ぅ

ん
）、守
礼
門
、王
族・士
族
が
帰
依

し
た
禅
宗
の
旧
円
覚
寺
跡
な
ど
、い

に
し
え
の
歴
史
を
伝
え
る
名
勝・旧

跡
に
囲
ま
れ
て
い
る
。古
来
、文
化

を
は
ぐ
く
ん
だ
拠
点
で
、地
域
の

人
々
に
と
っ
て
の
心
の
拠
り
所
で
も

あ
り
、世
界
各
地
の
観
光
客
を
も

引
き
寄
せ
る
ス
ポ
ッ
ト
で
日
常
的
に

学
び
、研
究
で
き
る
芸
術
大
学・音

楽
大
学
は
そ
う
多
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

音
楽
大
学
、ま
た
は
芸
術
大
学
の

音
楽
学
部
と
い
え
ば
、ピ
ア
ノ
や
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
、ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
や
ホ
ル
ン

な
ど
西
洋
芸
術
音
楽（
ク
ラ
シ
ッ
ク
）

の
楽
器
、あ
る
い
は
声
楽
や
作
曲
を

志
す
学
生
を
ま
ず
、思
い
浮
か
べ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。沖
縄
県
立
芸

術
大
学
に
も
む
ろ
ん
、こ
れ
ら
を
学

ぶ
学
生
や
指
導
教
員
が
居
り
、彼
ら

が
在
籍
す
る「
表
現
専
攻
」が
あ

る
。一
方
で
、本
学
に
お
い
て
そ
れ
と

同
等
の
存
在
感
を
放
つ
、も
う
一つ
の

専
攻
が
あ
る
。「
琉
球
芸
能
専
攻
」

で
あ
る
。

　
「
琉
球
芸
能
」と
は
、沖
縄
が
琉

球
王
国
だ
っ
た
時
代
、中
国
や
日
本

な
ど
東
ア
ジ
ア
、あ
る
い
は
台
湾
や

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の

諸
文
化
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、独

自
に
育
ん
だ
芸
能
を
指
す
。琉
球

王
府
に
お
い
て
奏
で
ら
れ
て
い
た
、

歌
三
線（
う
た
さ
ん
し
ん
）に
代
表

さ
れ
る
琉
球
古
典
音
楽
、ま
た
王

府
が
朝
貢
し
た
中
国
か
ら
の
使
節

（
冊
封
使
）に
披
露
し
て
い
た
組
踊

（
く
み
お
ど
り
）（
＊
）と
呼
ば
れ
る
歌

舞
劇
や
、琉
球
舞
踊
な
ど
が
典
型

的
な
そ
れ
だ
。

　
一八
七
九
年
、琉
球
王
国
は
日
本

政
府
の
力
で
廃
さ
れ
、「
沖
縄
県
」と

し
て
日
本
の
版
図
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
。王
府
に
雇
わ
れ
て
い
た
演
者
た

ち
は
失
業
、こ
れ
ら
芸
能
は
衰
退
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
る

が
、市
井
で
命
脈
を

保
っ
た
。沖
縄
戦
後
の

米
軍
支
配
を
経
て
一

九
七
二
年
、沖
縄
が

本
土
復
帰
し
た
の
に

合
わ
せ
、組
踊
は
国

の
重
要
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
る
。二

〇
〇
四
年
に
は
組
踊

上
演
を
軸
と
す
る「
国
立
劇
場
お

き
な
わ
」も
開
設
さ
れ
た
。国
際
的

に
も
認
知
は
進
み
二
〇
一
〇
年
、組

踊
は
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関（
ユ

ネ
ス
コ
）無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約

に
基
づ
き「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産

の
代
表
的
な
一
覧
表
」に
記
載
さ
れ

た
。こ
の
際
、一つ
の
原
動
力
と
な
っ
た

の
が
、「
琉
球
芸
能
専
攻
」の
存
在

だ
っ
た
。後
継
者
育
成
の
公
的
シ
ス

テ
ム
と
し
て
評
価

さ
れ
た
、と
い
う
。

　

沖
縄
県
立
芸
大

の
創
設
は
、一
九
八

六
年
に
遡
る
。美

術
工
芸
学
部
が
先

行
し
、音
楽
学
部

は
四
年
後
の
九
〇

年
に
開
か
れ
て
い
る

（
二
〇
一
九
年
は
学

部
三
十
年
の
節
目
だ
）。沖
縄
は
近

年
は
観
光
活
況
に
あ
る
と
は
い
え

戦
後
、ほ
ぼ
一
貫
し
て
経
済
的
に
苦

し
い
状
況
に
あ
っ
た
。芸
術
大
学
の

創
設
構
想
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
当
時
も
、県

内
外
か
ら「
ま
ず
は
経

済
的
課
題
の
解
決
優

先
を
」と
の
声
が
上

が
っ
た
。だ
が
創
設
を

主
導
し
た
西
銘
順
治

知
事（
一
九
二一‐二
〇
〇
一
）に
は
、芸

術
大
学
開
設
に
特
別
な
思
い
が
あ

り
、国
を
含
む
関
係
者
を
動
か
し
て

いっ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

音
楽
学
部
開
設
に
合
わ
せ
着
任
、

こ
の
三
月
に
退
官
し
た
金
城
厚
教

授（
琉
球
音
楽
論
）に
よ
れ
ば
、西
銘

知
事
は「
ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ（
沖
縄
の

人
々
）が
何
者
で
あ
る
か
を
明
確
に

し
、彼
ら
が
生
き
て
い
く
上
で
役
立

つ
哲
学
や
美
学
を
持
た
せ
た
い
と
考

え
て
い
た
」と
い
う
。東
ア
ジ
ア
と
東

南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
太
平
洋
文
化
圏

の
中
心
に
在
っ
て
、琉
球
の
芸
能
や

芸
術
は
歴
史
的
に
い
か
に
形
づ
く
ら

れ
て
き
、ま
た
未
来
に
向
け
て
い
か

に
展
開
し
て
い
く
べ
き
か
|
。県
が

リ
ー
ド
す
る
大
学
と
し
て
、そ
れ
ら

を
教
育
研
究
す
る
中
で
、西
銘
知
事

は「
沖
縄
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」を

明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
、と
筆
者
は
考
え
る
。日
本

文
化
の
中
で
も
特
に
個
性
的
な
沖

縄
文
化
の
伝
統
の
源
流

を
探
り
、そ
の
継
承
と
創

造
を
担
う
人
材
を
育
成

し
て
い
く
こ
と
。当
時
も

今
も
、ま
た
今
後
も
、沖

縄
県
立
芸
大
の
永
い
課

題
で
あ
ろ
う
。

　

琉
球
芸
能
の
振
興
に
は
普
遍
的

な
視
野
が
欠
か
せ
な
い
、と
の
考
え

か
ら
、沖
縄
県
立
芸
大
の
建
学
の
理

念
と
し
て「
沖
縄
文
化
が
造
り
上
げ

て
き
た
個
性
の
美
」と
、「
人
類
普
遍

の
美
」の
追
究
と
が
並
び
掲
げ
ら
れ

た
。音
楽
学
部
で
は
こ
ん
に
ち
、そ
れ

は
端
的
に
は「
琉
球
芸
能
専
攻
」と

「
表
現
専
攻
」と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。つ
ま
り
音
楽
学
部
の
創

設
に
際
し
て「
琉
球
芸
能
」の
教
育・

研
究
が
ま
ず
構
想
さ
れ
、そ
の「
鏡
」

と
し
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
関
わ
る
教
育・

研
究
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。こ
の
こ
と
は
、本
土
の
他
の
音
楽

大
学
、芸
術
大
学
と
は
異
な
る
特
性

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。こ
う

し
た
古
典
的
な
芸
術・芸
能
の
表
現

に
直
接
関
わ
る
二
つ
の
専
攻
に
加

え
、筆
者
が
在
籍
す
る「
音
楽
文
化

専
攻
」が
相
ま
っ
て
、他
に
は
な
い
豊

か
な
個
性
を
形
づ
く
って
い
る
。

　

音
楽
文
化
専
攻
は
、西
洋・日
本・

ア
ジ
ア
太
平
洋
の
古
典
か
ら
現
代

に
至
る
多
様
な
音
楽
文
化
の
教
育・

研
究
に
携
わ
る
。音
楽
の
構
造
に
関

す
る
理
論
教
育・研
究
や
音
楽
に
関

わ
る
社
会
的
研
究
を
行
う「
音
楽

学
コ
ー
ス
」と
、ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
や
文
化
政
策
に
関
す
る
理
論
と

実
践
を
教
育・研
究
す
る「
沖
縄
文

化
コ
ー
ス
」か
ら
成
る
。筆
者
は
二
〇

一六
年
、こ
の
沖
縄
文
化
コ
ー
ス
の
新

設
に
合
わ
せ
着
任
し
た
。

　

筆
者
は
幼
年
期
か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク

に
親
し
み
、北
海
道
の
新
聞
社
で
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
担
当
記
者
を
務
め

た
。関
西
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
後
も
、

大
阪
の
ホ
ー
ル
で
主
に
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
室
内
楽
公
演
を
は
じ
め
と
す
る

事
業
の
企
画
制
作
を
手
掛
け
た
。

研
究
テ
ー
マ
も
主
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
の

事
業
組
織
の
経
営
に
取
り
組
む
な

ど「
ク
ラ
シ
ッ
ク
畑
」で
仕
事
を
し
て

き
た
が
、こ
こ
沖
縄
に
お
け
る
琉
球

芸
能
と
の
出
会
い
で
日
々
、視
野
を

啓
か
れ
る
思
い
で
い
る
。

　

例
え
ば
、学
生
が
市
中
の
劇
場
で

有
料
公
演
の
企
画
制
作
を
実
践
す

る「
舞
台
制
作
演
習
」。こ
の
授
業

は
、沖
縄
県
立
芸
大
に
お
け
る
、初

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
と
し
て
二
〇
一

八
年
度
に
開
講
さ
れ
た
。履
修
生

は
、沖
縄
文
化
コ
ー
ス
を
軸
と
す
る

音
楽
文
化
専
攻
の
学
生
に
加
え
表

現
専
攻
、琉
球
芸
能
専
攻
の
学
生
の

混
成
。企
画
に
際
し
て
の
最
初
の
課

題
は
、彼
ら
が
学
ぶ
琉
球
古
典
音
楽

と
ク
ラ
シ
ッ
ク
、二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
舞

台
上
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
あ
っ

た
。音
階
も
拍
節
感
も
、音
色
も
異

な
る
音
楽
を
個
別
に
奏
で
る
の
か
、

対
置
す
る
の
か
、並
置
す
る
の
か
、そ

れ
と
も「
融
合
」を
目
指
す
の
か
。

学
生
た
ち
は
議
論
と
思
考
を
重
ね

た
。自
作
台
本
と
二
つ
の
音
楽
ジ
ャ
ン

ル
に
ま
た
が
る
音
楽
作
品
の
作・編

曲
を
試
み
、さ
ら
に
は
美
術
工
芸
学

部
生
も
巻
き
込
み
、一つ
の
舞
台
作

品
を
形
づ
く
って
いっ
た
。

　

そ
の
営
み
は
正
に
、建
学
の
理
念

に
謳
わ
れ
た「
二
つ
の
美
」の
体
現
に

他
な
ら
な
い
。単
に
琉
球・沖
縄
音
楽

と
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
の
、生
ぬ
る
いハ
ー
モ

ニ
ー
に
留
ま
ら
な
い
、時
に
摩
擦
も
は

ら
む
多
文
化
共
生
への
志
向
が
感
じ

取
れ
る
内
容
だ
っ
た
。古
く
か
ら
多

様
な
文
化
を
呑
み
込
み
、独
自
の

「
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
」文
化
と
し
て
創
造

し
て
き
た
沖
縄
な
ら
で
は
の
、「
懐
の

深
い
」音
楽
づ
く
り
が
、私
た
ち
大

学
の
個
性
と
し
て
今
後
も
、浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。ジ
ャ
ン

ル
に
と
ら
わ
れ
ず
、幅
広
い
音
楽
文

化
を
沖
縄
か
ら
世
界
発
信
で
き
る

人
材
を
育
て
て
い
き
た
い
も
の
だ
。
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沖縄県立芸術大学の外観（音楽棟）。奥に首里城が見える

学内でのレッスン風景

琉球芸能専攻の学生を交えた、舞台制作演習のアウトリーチ活動

管打楽コースの室内楽公演風景

二
つ
の
古
典
―「
琉
球
文
化
」と「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」―
と
共
に

沖
縄
県
立
芸
術
大
学

音
楽
の
学
び
舎

﹇
谷
本 

裕（
た
に
も
と 

ゆ
た
か
） 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
﹈

京
都
市
生
ま
れ
。一
九
八
五
年 

立
命
館
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、北
海
道
新
聞
社
に
入
社
。

九
九
年
依
願
退
職
。二
〇
〇
〇
年
、京
都
市
立
芸
術
大
学
音
楽
研
究
科
に
入
学
す
る
と
同
時

に
、大
阪・梅
田
の
ザ・フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル（
現・あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保
ザ・フ
ェ
ニ
ッ

ク
ス
ホ
ー
ル
）に
入
り
、チ
ー
フ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
音
楽
事
業
の
企
画
制
作
に
携
わ
る
。同

研
究
科
を
〇
三
年
に
修
了
後
は
ホ
ー
ル
勤
務
と
並
行
し
、京
都
市
立
芸
術
大
学
や
相
愛
大

学
の
非
常
勤
講
師
。一
六
年
か
ら
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
音
楽
学
部
教
授
。

沖
縄
県
立
芸
術
大
学 

音
楽
学
部
音
楽
文
化
専
攻
教
授

谷
本　

裕

沖縄県立芸術大学 首里当蔵キャンパス
〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町１丁目４番地
電話098-882-5000 / ファクス098-882-5033
http://www.okigei.ac.jp/

（＊）組踊
琉球王国の王府が、中国皇帝の使者を歓待する儀式で披露した。台
詞と音楽、所作、舞踊で構成される。王府の役人である踊奉行（おどり
ぶぎょう）の玉城朝薫（たまぐすく・ちょうくん 1684～1734）の創
作により1719年、初演され、今年は300年の節目。彼は琉球の芸
能を基に、江戸など日本への旅を通じて能・狂言や歌舞伎を学び、さ
らには中国の戯曲も参考に創作を重ねた。当時の演者・音楽家はすべ
て王府の士族とその子で、すべて男性。



　

年
間
主
催
公
演
は
七
件
か
ら
八

件
で
推
移
し
て
い
ま
す
。昨
年
は
、

久
し
ぶ
り
に
市
民
の
要
望
が
多
い
演

歌
公
演
と
し
て
、演
歌
歌
手
川
中
美

幸
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま

し
た
。庄
原
市
の
高
齢
化
率
は
四
二・

一
%
で
、少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
お

り
、遠
く
ま
で
公
演
を
聴
き
に
行
く

の
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
方
も
多
く
、

高
齢
の
親
御
さ
ん
の
た
め
に
チ
ケ
ッ

ト
を
買
わ
れ
た
子
ど
も
さ
ん
も
た

く
さ
ん
お
ら
れ
、た
いへ
ん
喜
ば
れ
ま

し
た
。ま
た
、お
芝
居
も
開
催
す
る

機
会
が
少
な
い
た
め
、風
間
杜
夫
さ

ん
の
ひ
と
り
芝
居
も
開
催
し
ま
し

た
。ま
た
、本
物
の
舞
台
芸
術
体
験

事
業
と
し
て
、毎
年
市
内
の
小
学
生

を
無
料
招
待
し
て
、舞
台
芸
術
の
鑑

賞
を
行
っ
て
い
ま
す
。広
島
交
響
楽

団
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、狂
言
な
ど
、い
ろ

い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
公
演
を
実
施
し

て
い
ま
す
。グ
ラ
ン
プ
リ・コ
ン
サ
ー
ト

に
つ
き
ま
し
て
は
、二
〇
〇
一
年
の

「
バッ
ク
ビ
ー
ト
」が
最
初
で
、二
〇
〇

四
年
か
ら
は
毎
年
開
催
し
て
お
り
、

十
四
回
に
な
り
ま
し
た
。根
強
い

フ
ァ
ン
も
多
く
、広
島
市
内
か
ら
毎

年
来
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。毎
年
、出
演
者
の
方
と
交
流
す

る
の
も
楽
し
み
で
、食
べ
物
に
気
を

遣
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、で

き
る
だ
け
日
本
の
田
舎
文
化
に
接

し
て
も
ら
え
る
よ
う
、心
掛
け
て
い

ま
す
。そ
の
年
の
日
程
に
も
よ
り
ま

す
が
、日
程
が
合
え
ば
、市
内
の
小

中
学
校
で
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
も
開
催

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。一
昨
年
は
、

「
ア
イ
ズ
リ・ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
」に
庄
原

中
学
校
で
の
演
奏
を
お
願
い
し
ま
し

た
。地
元
紙
に
も
取
材
し
て
い
た
だ

き
、好
評
を
博
し
ま
し
た
。

　

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
と
し
て
は
、

保
育
所
や
小
学
校
に
金
管
合
奏
団

や
弦
楽
四
重
奏
団
を
派
遣
す
る
事

業
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、

庄
原
市
役
所
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
、毎
月

第
四
月
曜
日
の
昼
休
み
、十
二
時
十

五
分
か
ら
五
十
五
分
ま
で
ロ
ビ
ー
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。市

民
又
は
庄
原
市
出
身
者
で
、音
楽
活

動
を
さ
れ
て
い
る
方
々
に
、活
動
の
場

を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
、二
〇
一

一年
一月
か
ら
開
催
し
て
お
り
、今
年

五
月
に
百
回
を
迎
え
ま
す
。シ
タ
ー

や
ビ
オ
ラ・ダ・ガ
ン
バ
と
いっ
た
珍
し
い

楽
器
や
雅
楽
な
ど
の
演
奏
も
あ
り
、

毎
月
八
十
名
か
ら
百
二
十
名
の
市
民

の
皆
さ
ま
が
来
場
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
。七
月
に
は
、百
回
達
成
を
記
念

し
て
、市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
で
、こ
れ

ま
で
出
演
し
て
い
た
だ
い
た
方
に
よ

る
コ
ン
サ
ー
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、当
館
は
開
館
四
十
二
年
と

い
う
こ
と
で
老
朽
化
し
て
き
て
お

り
、空
調
設
備
等
の
改
修
は
年
次
的

に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、客
席
の

リ
ニュア
ル
も
含
め
、大
規
模
な
改
修

計
画
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。鑑
賞
に

耐
え
ら
れ
る
環
境
整
備
に
よ
り
、市

民
の
文
化
芸
術
拠
点
と
し
て
、よ
り

多
く
の
市
民
の
皆
様
に
来
場
い
た
だ

け
る
よ
う
、ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
要

望
の
あ
る
事
業
を
展
開
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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庄
原
市
民
会
館
は
、教
育
文
化
芸
術
の
向
上
、施
設
設
備
を
住
民
の
集
会
そ
の
他
公
共
的
利
用
に
供
す

る
こ
と
を
目
的
に
、大
ホ
ー
ル
を
備
え
た
市
民
会
館
と
し
て
、一
九
七
七
年
九
月
開
館
し
ま
し
た
。今
年
九

月
、開
館
四
十
二
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

当
館
は
、音
楽
、演
劇
、伝
統
芸
術
な
ど
多
様
な
文
化
事
業
を
展
開
す
る
大
ホ
ー
ル（
九
百
二
十
六
席
）を

メ
イ
ン
に
、多
目
的
に
使
え
る
集
会
室
や
会
議
室
、和
室
な
ど
で
構
成
さ
れ
、自
治
振
興
セ
ン
タ
ー
も
併
設

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
指
定
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
、特
定
非
営
利
活
動
法
人 

庄
原
市
芸
術
文
化
セ

ン
タ
ー
が
指
定
管
理
者
と
な
り
、施
設
の
管
理
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

庄原市民会館

庄原市民会館
〒７２７-００１３　
広島県庄原市西本町二丁目17番15号
TEL ０８２４-７２-４２４２　
FAX ０８２４-７２-４２５６
https://www.shobara-hall.com/

音　楽　文　化　の　源

庄原市民会館外観

と
が
出
来
る
。サ
ク
ソ
フ
ォ

ン
四
重
奏
を
更
に
広

め
た
い
と
思
っ
て
い

る
私
達
に
は
、こ
の

大
阪
で
優
勝
す

る
事
が
と
て
も

大
切
な
事
だ
っ

た
。」と
答
え
て

い
ま
し
た
。こ
う

書
い
て
し
ま
う

と
、小
難
し
い
青

年
達
か
と
思
わ
れ

そ
う
で
す
が
、と
て
も

フ
レ
ン
ド
リ
ー
で
真
面
目

な
好
青
年
達
で
し
た
。

　

今
回
の
ツ
ア
ー
を
振
り
返
っ
て
み

ま
す
。毎
年
の
こ
と
な
が
ら
、全
国

の
十
会
場
で
の
評
価
が
と
て
も
高

か
っ
た
事
は
も
ち
ろ
ん
な
の
で
す

が
、い
つ
も
の
ツ
ア
ー
で
は
あ
ま
り
見

受
け
ら
れ
な
い
学
生
さ
ん
達
の
姿

が
多
か
っ
た
事
や
、三
重
公
演
で
グ

ラ
ン
プ
リ・コ
ン
サ
ー
ト
史
上
初
の
千

人
を
超
え
る
お
客
様
に
お
越
し
頂

い
た
事
な
ど
、思
い
返
し
て
み
る
と

い
つ
も
に
比
べ
各

会
場
共
、多
く

の
お
客
様
に
お

越
し
頂
く
事
が

出
来
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

ま
た
公
演
は

十
会
場
で
し
た

が
、大
阪（
高
校

生
の
ク
ァ
ル
テ
ッ

ト
）と
熊
本（
小
中

学
生
の
ソ
ロ
と
高
校
生

の
ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
）で
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
を
、葉
山
で
は
小
学
校
で

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
事
で
、い

つ
も
よ
り
も
国
際
交
流
の
機
会
も

多
く
、受
講
し
た
学
生
さ
ん
や
子

供
た
ち
達
だ
け
で
な
く
、メ
ン
バ
ー

た
ち
に
と
っ
て
も
、と
て
も
良
い
経

験
が
出
来
た
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
の
活
動
は
、一
人
で
も
多
く

の
方
に
、室
内
楽
の
素
晴
ら
し
さ
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
が
、関
係
の
皆
様
の
協
力
が

無
け
れ
ば
継
続
す
る
事
は
で
き
ま

せ
ん
。今
回
好
評
裏
に
各
地
で
の
公

演
を
開
催
さ
せ
て
頂
け
た
の
も
、ご

協
賛
頂
い
た
各
社
、共
催
頂
い
た
放

送
局
、各
地
の
ホ
ー
ル
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
尽
力
の
賜
物
と
あ
ら
た

め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
秋
に
は
、グ
ラ
ン
プ
リ・コ
ン

サ
ー
ト
2
0
1
9
と
し
て
第
九
回

フ
ェス
タ
で
メ
ニュ
ー
イ
ン
金
賞
を
受

賞
し
ま
し
た
ロ
シ
ア
の「
デ
ュ
オ・プ

ロ
コ
ピ
エ
フ・ダ
フ
チ
ャ
ン
」の
全
国
ツ

ア
ー
を
予
定
し
て
い
ま
す
。こ
ち
ら

も
是
非
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

国
立
高
等
音
楽
院
で
出
会
い
結
成

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
で
す
が
、他
に
も
優
秀
な
学

生
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、な
ぜ

こ
の
四
人
に
な
っ
た
か
と
尋
ね
て
み

ま
し
た
。答
え
は
、「
演
奏
技
術
は

も
ち
ろ
ん
の
事
で
す
が
、一
番
大
切

だ
っ
た
こ
と
は
、全
員
の
美
的
セ
ン
ス

が
同
じ
で
あ
る
事

で
す
。」と
返
っ
て
き

ま
し
た
。言
わ
れ
て

し
ま
え
ば
な
る
ほ

ど
大
切
な
事
だ
と

理
解
で
き
ま
す
が
、

こ
れ
を
さ
ら
っ
と
即

答
で
き
る
と
こ
ろ
が

フ
ラ
ン
ス
人
ら
い
し

い
と
感
心
し
て
い
ま

し
た
。ま
た
、な
ぜ

コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場

し
た
の
か
と
い
う
問

い
に
は
、「
大
阪
は
サ

ク
ソ
フ
ォ
ン
四
重
奏
、

木
管
五
重
奏
、金
管

五
重
奏
で
競
う
こ

　

グ
ラ
ン
プ
リ
・
コ
ン
サ
ー
ト

2
0
1
8
は
、一
昨
年
に
開
催
さ
れ

た
第
九
回
大
阪
国
際
室
内
楽
コ
ン

ク
ー
ル
の
第
二
部
門（
管
楽
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
）で
優
勝
し
た
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン

四
重
奏
団
、ク
ワ
チ
ュ
オ
ー
ル・
ザ

イ
ー
ル
に
よ
る
公
演
で
す
。ク
ワ
チ
ュ

オ
ー
ル・ザ
イ
ー
ル
の
四
人
は
、パ
リ

「
グ
ラ
ン
プ
リ・コ
ン
サ
ー
ト
２
０
１
８ 

ク
ワ
チ
ュ
オ
ー
ル・ザ
イ
ー
ル
」を
終
え
て

柳　

圭
史

日
本
室
内
楽
振
興
財
団

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

熊本公演後の
ワークショップでの演奏風景

デュオ・プロコピエフ・ダフチャン

三重公演演奏風景
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第
十
回
コ
ン
ク
ー
ル
&
フ
ェ
ス
タ
へ
向
け
始
動

　

大
阪
の
覇
者
た
ち
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
！

第10回大阪国際室内楽コンクール&フェスタ プレイベント

世界をリードする弦楽四重奏の響宴
　

大
阪
の
街
に
は
、コ
ン
ク
ー
ル
&

フェス
タ
の
熱
演
を
、長
年
目
の
当
た

り
に
し
て
き
た
室
内
楽
フ
ァ
ン
も
多

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。毎
回
、数

多
く
の
参
加
団
体
の
中
か
ら
、僅
か

な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
送
ら
れ
る「
入

賞
」と
い
う
栄
誉
。そ
の
数
々
を
記

憶
に
と
ど
め
て
い
る
方
も
い
る
だ
ろ

う
。今
回
、第
十
回
コ
ン
ク
ー
ル
&

フ
ェス
タ
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開

催
さ
れ
る「
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
弦

楽
四
重
奏
の
響
宴
」は
、コ
ン
ク
ー
ル

後
も
世
界
の
第
一線
で
活
躍
す
る
弦

楽
四
重
奏
団
の
演
奏
を
、ザ・フェニッ

ク
ス
ホ
ー
ル
の
贅
沢
な
空
間
で
楽
し

め
る
稀
有
な
チ
ャ
ン
ス
だ
。

　

初
回
の
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ア
ル
カ
デ
ィ

ア・ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
は
、大
阪
だ
け
で
な

く
ロ
ン
ド
ン
や
ハン
ブ
ル
グ
の
室
内
楽

コ
ン
ク
ー
ル
で
も
優
勝
を
獲
得
す
る
、

若
手
を
代
表
す
る
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン

ナ
ー
の
よ
う
な
存
在
だ
。ヨ
ー
ロッ
パ

内
で
幅
広
く
ツ
ア
ー
を
行
っ
て
い
て
、

ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ク
の
弦
楽
四
重
奏
の

C
D
を
リ
リ
ー
ス
す
る
と
、英
フ
ァ

イ
ナ
ン
シ
ャ
ル・タ
イ
ム
ズ
で
は「
こ
の

音
楽
の
核
心
を
つい
て
、五
感
に
襲
い

掛
か
って
く
る
」と
絶
賛
さ
れ
た
。昨

年
に
は
お
家
芸
と
も
言
え
る
バ
ル

ト
ー
ク
の
弦
楽
四
重
奏
全
曲
の
録

音
を
リ
リ
ー
ス
し
て
い
て
、今
回
の
公

演
で
は
名
曲
で
あ
る
第
四
番
を
披

露
し
て
く
れ
る
。

　

ク
ァ
ル
テ
ッ
ト・エ
ク
セ
ル
シ
オ
は
第

二
回
コ
ン
ク
ー
ル
で
二
位
を
受
賞
し

て
お
り
、実
は
日
本
人
団
体
で
こ
の

順
位
を
抜
く
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
ま
だ

現
れ
て
い
な
い
。欧
米
か
ら
地
理
的

に
離
れ
た
日
本
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が

ら
地
道
に
活
動
を
続
け
、既
に
二
十

五
年
以
上
の
活
動
実
績
を
持
つ
。そ

の
積
み
重
ね
に
裏
付
け
さ
れ
た
繊

細
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
、時
に
鋭
く
切

り
込
む
よ
う
で
、時
に
音
の
ヴ
ェ
ー
ル

で
優
し
く
聴
き
手
を
包
み
込
む
。近

年
で
は
ド
イ
ツ
の
音
楽
祭
に
も
招
待

さ
れ
、地
元
紙
で「
繊
細
優
美
な
金

細
工
の
よ
う
」と
評
さ
れ
た
。ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェン
の
録
音
も
数
多
く
、躍

動
感
あ
ふ
れ
る「
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー

第
三
番
」を
期
待
で
き
る
。

　

ド
ー
リ
ッ
ク・ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
は
既
に

イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
弦
楽
四
重
奏

の一つ
と
言
っ
て
過
言
で
は
無
い
だ
ろ

う
。ヨ
ー
ロッ
パ
内
で
の
活
躍
だ
け
で

な
く
、ア
メ
リ
カ
か
ら
も
コ
ン
サ
ー
ト

の
依
頼
が
増
え
、ま
さ
に
世
界
を
股

に
か
け
る
活
躍
を
続
け
て
い
る
。近

年
は
ロ
ン
ド
ン
王
立
音
楽
院
で
後
進

の
指
導
も
手
が
け
て
お
り
、若
手
世

代
か
ら
の
信
望
も
集
め

る
。洞
察
深
い
時
代
考
証
の
末
に
た

ど
り
着
い
た
演
奏
方
法
は
、イ
ギ
リ

ス
の
老
舗
音
楽
雑
誌「
ザ・ス
ト
ラ

ド
」で
も
六
ペ
ー
ジ
の
特
集
が
組
ま
れ

た
。公
演
で
は
ハ
イ
ド
ン
、メ
ン
デ
ル
ス

ゾ
ー
ン
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
と
、作
曲
家

ご
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
注
目
し
た
い
。

　
「
弦
楽
器
と
言
え
ば
チェコ
」と
思

わ
れ
る
音
楽
フ
ァ
ン
も
多
い
だ
ろ
う
。

実
際
に
演
奏
家
の
間
で
も
、東
欧
の

弦
楽
器
奏
者
の
演
奏
を「
優
し
く
て

温
か
み
の
あ
る
サ
ウ
ン
ド
」と
羨
む

方
も
少
な
く
な
い
。そ
ん
な
層
の
厚

い
チ
ェコ
の
音
楽
界
で
あ
る
が
、ベ
ネ

ヴ
ィッツ・ク
ァ
ル
テ
ッ
ト
は
今
年
に
入

り
ク
ラ
シ
ッ
ク・プ
ラ
ハ・ア
ワ
ー
ド
の
ベ

ス
ト
室
内
楽
公
演
賞
を
受
賞
し
て

い
る
の
で
、期
待
が
高
ま
ら
な
い
訳
が

な
い
。来
日
公
演
で
は
、同
郷
の
作
曲

家
で
あ
る
ス
メ
タ
ナ
が
最
晩
年
に
作

曲
し
た
弦
楽
四
重
奏
曲
第
二
番
を

含
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、そ
の
充
実
し
た

サ
ウ
ン
ド
を
味
わ
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
の
ア
タ
ッ
カ・ク
ァ
ル
テ
ッ
ト

は
、弦
楽
四
重
奏
が
隆
盛
な
ア
メ
リ

カ
で
最
も
注
目
を
集
め
る
団
体
の一つ

だ
ろ
う
。独
自
の
奏
法
を
追
求
し
な

が
ら
完
遂
し
た
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ハ

イ
ド
ン
の
弦
楽
四
重
奏
全
曲
プ
ロ
ジェ

ク
ト
は
大
き
な
話
題
を
呼
び
、ま
た

作
曲
家
ジ
ョ
ン・ア
ダ
ム
ス
か
ら
の
信

頼
も
高
く
、彼
の
作
品
の
演
奏
を
任

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。更
に
今
回
の
シ

リ
ー
ズ
で
は
、ピ
ュ
ー
リ
ツ
ァ
ー
賞（
音

楽
部
門
）を
史
上
最
年
少
で
受
賞
し

た
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン・シ
ョ
ウ
の
作
品
を
用

意
。最
近
で
は
シ
ョ
ウ
の
作
品
集
の

C
D
も
リ
リ
ー
ス
し
て
お
り
、ま
さ

に
現
代
の
ア
メ
リ
カ
室
内
楽
の
真
髄

を
聴
く
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、同
じ
楽
器
編
成

で
も
国
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
全
く
異

な
る
シ
リ
ー
ズ
。是
非
、ザ・フェニッ
ク

ス
ホ
ー
ル
に
足
を
運
び
、各
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
の
妙
技
を
お
楽
し
み
に
い
た
だ

き
た
い
。

　
一
九
九
三
年
の
創
設
か
ら
三
年
毎
に
開
催
さ
れ
て
き
た
大
阪
国
際
室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
&
フ
ェ
ス
タ
は
、二
〇
一
七
年
で

第
九
回
ま
で
回
数
を
重
ね
た
。こ
の
四
半
世
紀
に
も
及
ぶ
歴
史
の
中
で
四
十
以
上
の
入
賞
団
体
が
輩
出
さ
れ
て
お
り
、そ

の
中
に
は
現
在
で
は
世
界
の
音
楽
界
を
牽
引
す
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
も
少
な
く
な
い
。そ
の
よ
う
な
世
界
レ
ベ
ル
の
演
奏

を
、大
阪
で
聴
く
こ
と
の
出
来
る
シ
リ
ー
ズ
が
始
ま
る
。

　

節
目
と
な
る
第
十
回
コ
ン
ク
ー
ル
&
フ
ェ
ス
タ
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、大
阪
か
ら
旅
立
ち
、世
界
中
で
活
躍
す
る

弦
楽
四
重
奏
団
が
出
演
す
る
リ
サ
イ
タ
ル
シ
リ
ー
ズ「
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
弦
楽
四
重
奏
の
響
宴
」が
開
幕
す
る
。

《会場》 あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
《チケット料金（全席指定）》
①③④⑤　各4,000円（フェニックスホール友の会：3,600円）
②　　　　3,500円（同：3,150円）
学生席　　各公演1,500円

主催　公益財団法人 日本室内楽振興財団
　　　あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール

後援　読売テレビ／読売新聞社
協力　コジマ・コンサートマネジメント

《チケット取り扱い》
ザ・フェニックスホールチケットセンター
TEL: 06-6363-7999
あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー８F
営業時間：10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始 休業）
※チケットぴあ、ローソンチケットでも取り扱いがあります。

F. J. ハイドン：
　弦楽四重奏曲 ニ長調 op. 76-5 「ラルゴ」
B. バルトーク：
　弦楽四重奏曲第4番 Sz. 91
L. v. ベートーヴェン：
　弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 op. 74
　「ハープ」

2019年5月23日（木）19:00開演
アルカディア・クァルテット
（ルーマニア）

第8回（2014年） コンクール第1位

世界中のコンクールで優勝を重ねる、
新進気鋭のフロントランナー

1

F. J. ハイドン：
　弦楽四重奏曲 ニ長調 op. 71-2
L. v. ベートーヴェン：
　弦楽四重奏曲第9番 ハ長調 op. 59-3
　「ラズモフスキー第3番」
R. シューマン：
　弦楽四重奏曲第1番 イ短調 op. 41-1

2019年7月27日（土）15:00開演
クァルテット・エクセルシオ
（日本）

第2回（1996年） コンクール第2位

細緻な日本の美、匠の織りなす音細工

2

F. J. ハイドン：
　弦楽四重奏曲 ニ長調 op. 64-5 「ひばり」
F. メンデルスゾーン：
　弦楽四重奏曲第6番 へ短調 op. 80
L. v. ベートーヴェン：
　弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 op. 130
　（大フーガ付き）

2019年11月3日（日）15:00開演
ドーリック・クァルテット
（イギリス）

第6回（2008年） コンクール第1位

弛まぬ研究、
考証を重ねた最先端のサウンド

3

B. スメタナ：
　弦楽四重奏曲第2番 二短調
R. シューマン：
　弦楽四重奏曲第2番 ヘ長調 op. 41-2
L. v. ベートーヴェン：
　弦楽四重奏曲第15番 イ短調 op. 132

2020年2月20日（木）19:00開演
ベネヴィッツ・クァルテット
（チェコ）

第5回（2005年） コンクール第1位

“弦の国”チェコから、ビロードの響きを

4

F. J. ハイドン：
　弦楽四重奏曲 ハ長調 op. 20-2
キャロライン・ショウ：
　Entr’Acte / Valencia
L. v. ベートーヴェン：
　弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 op. 131

2020年4月11日（土）15:00開演
アタッカ・クァルテット
（アメリカ）

第7回（2011年） コンクール第1位

クァルテット先進国から、
時代を拓くニューウェーヴ

5

© Shervin Lainez

© Kamil Ghais

2014年第8回 アルカディアQ

2011年第7回 アタッカQ

1996年第2回 Qエクセルシオ他1～3位団体

コンクール参加当時の様子



代
作
品
で
、ハ
イ
ド
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
が
な
い
の
は
ま
ず
い
。若
い
ク
ァ
ル

テ
ッ
ト
な
ら
、現
代
曲
は
み
ん
な
上

手
に
演
奏
出
来
る
も
の
だ
。ポ
ー
ツ

マ
ス
弦
楽
四
重
奏
コ
ン

ク
ー
ル
で
、皆
が
一
番
良

い
と
思
っ
た
団
体
が

あ
っ
た
が
、そ
の
団
体

は
予
選
の
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
が
良
く
な
か
っ
た
と

審
査
員
の
ヴ
ァ
ー
ミ
ア

Q
の
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ー
ジ

が
主
張
し
、結
果
と
し

て
一
等
賞
は
出
さ
な

か
っ
た
よ
。」

　

最
後
に
、第
一
回
大
阪
大
会
で
参

加
日
本
団
体
最
高
の
第
三
位
を
獲

得
し
、そ
の
後
に
シ
ュ
ト
ゥッ
ト
ガ
ル

ト
に
渡
り
弦
楽
四
重
奏
に
専
念
す

る
ロ
ー
タ
ス
Q
の
チ
ェ
ロ
齋
藤
千
尋

の
、素
直
な
言
葉
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
く
。大
阪
の
春
か
ら
十
九
年

後
、弦
楽
四
重
奏
団
と
し
て
中
堅

に
達
し
た
ベ
テ
ラ
ン
の
回
想
で
あ

る
。「
仕
事
が
あ
る
な
し
は
別
に
、コ

ン
ク
ー
ル
を
受
け
よ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。大
阪
は
課
題
曲
が
大
変

だ
っ
た
の
で
す
。一
次
予
選
か
ら
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェン
の
初
期
、中
期
、後
期
、

そ
れ
か
ら
バ
ル
ト
ー
ク
を
一
曲
と
三

善
晃
で
、ロ
マ
ン
派
が
な
い
。私
た
ち

は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
作
品
一三
〇
と
バ

ル
ト
ー
ク
第
四
番
を
弾
き
ま
し

た
。全
く
の
弦
楽
四
重
奏
の
素
人

が
そ
れ
ら
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
り
、レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
素
晴
ら
し
さ
に
惚
れ
た
。そ
れ
か

ら
ず
っ
と
惚
れ
っ
ぱ
な
し
で
す
。で

す
か
ら
、あ
あ
い
う
課
題
を
出
し

て
下
さ
っ
た
大
阪
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、

ロ
ー
タ
ス
Q
に
と
っ
て
と
て
も
重
要

な
の
で
す
。」（
齋
藤
、二
〇
一二
）

　

な
お
、第
三
回
以
降
の
大
阪
大

会
は
課
題
曲
に
は
大
き
な
改
定
が

行
わ
れ
、一
般
的
な
国
際
コ
ン
ク
ー

ル
の
そ
れ
に
近
付
い
て
い
る
。そ
し

て
、原
点
回
帰
の
第
十
回
が
や
っ
て

く
る
。

　

渡
辺　

和

音
楽
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

◆
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
の

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
世
界
で
は
、

二
〇
二
〇
年
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

で
も
ド
バ
イ
万
博
で
も
な
く
、ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェン
だ
。一七
七
〇
年
に
ラ
イ

ン
河
畔
は
ボ
ン
に
宮
廷
楽
師
の
息

子
と
し
て
生
ま
れ
、帝
都
ウ
ィ
ー
ン

で
生
涯
を
過
ご
し
た
音
楽
家
の
、

生
誕
二
百
五
十
年
な
の
で
あ
る
。

記
念
の
年
な
ら
誰
も
が
知
る
大
作

曲
家
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
何
の
不
思

議
が
あ
ろ
う
、と
お
思
い
か
も
。だ

が
、コ
ン
ク
ー
ル
の
課
題
と
い
う
点

に
絞
れ
ば
、こ
の
作
曲
家
の
楽
譜
は

便
利
な
面
も
あ
る
一
方
、少
し
ば
か

り
偏
り
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
利
点
か
ら
。な
に
よ
り

も
有
り
難
い
の
は
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン

な
ら
世
界
の
ど
こ
で
も
き
ち
ん
と

し
た
楽
譜
が
簡
単
に
手
に
入
る
事

実
。課
題
曲
に
挙
げ
ら
れ
て
も
、楽

譜
が
な
け
れ
ば
演
奏
者
達
に
為
す

術
も
な
い
。ま
し
て
や
コ
ン
ク
ー
ル

な
の
だ
。使
う
楽
譜
が
誤
植
や
誤

り
だ
ら
け
で
は
困
る
。そ
の
点
、

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
は
過
去
二
世
紀

を
超
え
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、

作
曲
家
の
手
書
き
譜

面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
か

ら
、研
究
者
が
判
読

し
難
い
箇
所
を
読
み

解
い
て
く
れ
た
校
訂

版
ま
で
、あ
ら
ゆ
る
楽

譜
が
簡
単
に
手
に
入
る
。大
阪
コ
ン

ク
ー
ル
専
門
委
員
は
二
〇
二
〇
年

の
時
点
で
最
も
信
頼
出
来
、入
手

も
容
易
な
楽
譜
を
選
択
、こ
の
版

を
使
用
す
べ
し
と
指
定
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
音
楽
的
側
面

だ
。国
際
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、可
能

な
限
り
様
々
な
角
度
か
ら
才
能
を

見
極
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。一
点
に
突
出

し
た
異
才
も
必
要
な
こ
と
は
百
も

承
知
の
上
で
、総
合
的
に
バ
ラ
ン
ス

の
良
い
才
能
を
求
め
る
の
が
常
だ
。

そ
の
際
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
の
創
作
は

お
あ
つ
ら
え
向
き
で
も
あ
る
。

　

弦
楽
四
重
奏
を
例
に
取
ろ
う
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
は
生
涯
に
十
六
曲

の
番
号
付
き
弦
楽
四
重
奏
曲
を
遺

し
た
。そ
の
う
ち
作
品
一八
と
し
て

纏
め
ら
れ
た
最
初
の
六
曲
は
、師

匠
ハ
イ
ド
ン
や
先
輩
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

が
開
拓
し
た
古
典
派
様
式
に
則
っ

た
、文
字
通
り
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
作
品

だ
。こ
れ
ら
の
演
奏
と
は
、フ
ィ
ギ

ア
ス
ケ
ー
ト
に
喩
え
れ
ば
か
つ
て
の

「
規
定
演
技
」の
よ
う
な
も
の
。音

楽
の
構
造
や
決
ま
り
を
理
解
し
、

音
と
し
て
き
ち
ん
と
伝
え
ら
れ
る

か
が
問
わ
れ
る
。

　

続
く
三
曲
は
《
ラ
ズ
モ
フ
ス

キ
ー
》と
呼
ば
れ
、ソ
ナ
タ
形
式
に

徹
底
的
に
拘
り
古
典
様
式
を
内

部
か
ら
破
壊
す
る
よ
う
な
音
楽
。

弦
楽
四
重
奏
の《
運
命
》や《
英

雄
》、最
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
ら
し
い

音
楽
で
あ
る
。形
式
を
破
ろ
う
と

す
る
パ
ッ
シ
ョ
ン
を
ど
う
表
現
す
る

か
、コ
ン
ク
ー
ル
に
も
う
っ
て
つ
け

だ
。《
ハ
ー
プ
》と《
セ
リ
オ
ー
ソ
》と

呼
ば
れ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
端
境
期
の

二
作
も
、い
か
に
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン

流
の
強
烈
さ
に
溢
れ
る
。

　

そ
し
て
、最
後
の
巨
大
弦
楽
四

重
奏
群
で
あ
る
。第
九
交
響
曲
も

《
荘
厳
ミ
サ
曲
》も
、全
て
の
ピ
ア

ノ・ソ
ナ
タ
も
書
き
終
え
た
楽
聖

は
、巨
大
過
ぎ
る
四
曲
の
弦
楽
四

重
奏
と
、作
品
一八
に
先
祖
帰
り
し

た
ア
ン
コ
ー
ル
の
よ
う
な
小
さ
な
一

曲
を
綴
り
、世
を
去
る
。発
表
当

時
は
聴
衆
ば
か
り
か
演
奏
者
に
も

理
解
不
能
と
さ
れ
、時
代
の
制
約

も
演
奏
能
力
の
限
界
も
遙
か
に
超

え
た「
永
遠
の
前
衛
音
楽
」だ
。多

く
の
音
楽
家
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

弦
楽
四
重
奏
を
生
涯
の
目
標
と
す

る
の
は
、こ
れ
ら
エ
ベ
レ
ス
ト
の
よ
う

な
譜
面
に
挑
戦
し
、制
服
し
た
い

が
た
め
で
あ
る
。

　

弦
楽
四
重
奏
ほ
ど
明
快
で
は
な

い
が
、ピ
ア
ノ
三
重
奏
曲
も
同
じ
よ

う
な
位
置
付
け
が
可
能
だ
。な
に

し
ろ
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
の
作
品
一は
三

曲
の
ピ
ア
ノ
三
重
奏
で
、壮
年
期
の

傑
作《
大
公
》は
ジ
ャ
ン
ル
に
類
例

の
な
い
巨
大
な
作
品
な
の
だ
か
ら
。

　

お
判
り
だ
ろ
う
か
、そ
ん
な
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェン
の
弦
楽
四
重
奏
曲
や
ピ

ア
ノ
三
重
奏
曲
は
、コ
ン
ク
ー
ル
の一

次
予
選（
規
定
演
技
）、二
次
予
選

（
基
本
を
押
さ
え
た
表
現
力
）、本

選（
達
成
不
可
能
な
程
の
難
題
に

取
り
組
む
自
力
と
真
の
才
能
）に
、

お
あ
つ
ら
え
向
き
な
楽
譜
群
な
の

で
あ
る
。

◆
大
阪
大
会
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

　

大
阪
国
際
室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル

に
話
を
戻
そ
う
。こ
の
大
会
、弦
楽

四
重
奏
部
門
に
限
れ
ば
、第
一
回
と

第
二
回
の
課
題
曲
は
ほ
ぼ
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
理
由
は
、第
六
回
ま
で

審
査
委
員
長
と
芸
術
監
督

を
務
め
た
岩
淵
龍
太
郎
の

個
性
に
あ
る
。晩
年
は
京
都

芸
大
学
長
と
し
て
後
進
の

指
導
に
専
念
し
た
岩
淵
は
、

弦
楽
四
重
奏
を
や
り
た
く

て
N
響
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー

の
職
を
辞
す
る
ほ
ど
室
内

楽
を
、と
り
わ
け
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
を
、偏
愛
し
た
。プ
ロ

ム
ジ
カ
弦
楽
四
重
奏
団
を
率

い
、日
本
の
団
体
と
し
て
史

上
初
め
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
弦

楽
四
重
奏
の
全
曲
演
奏
も

達
成
し
て
い
る
。「
至
高
の
室

内
楽
」＝「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
」と
信

じ
通
し
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
、

正
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
の
如
き
情
熱

の
反
映
な
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し

よ
う
。大
阪
大
会
初
開
催
ま
で
半

年
と
少
し
に
迫
っ
た
一
九
九
二
年

秋
、メ
ニュ
ー
イ
ン
と
も
近
し
い
元
ア

マ
デ
ウ
ス
弦
楽
四
重
奏
団
メ
ン
バ
ー

が
日
本
で
弦
楽
四
重
奏
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
た
。あ
る
夕
食
の
席
に

大
阪
大
会
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
訪

れ
、新
コ
ン
ク
ー
ル
の
概
要
を
示
し
、

長
老
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
求
め
た
。

真
摯
に
対
応
し
た
老
巨
匠
ら
は
、

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
去
る
や
ク
ァ
ル

テ
ッ
ト
弾
き
の
顔
に
戻
り
、同
席
し

た
通
訳
の
筆
者
も
巻
き
込
み
本
音

ト
ー
ク
を
始
め
る
。筆
者
の
取
材
メ

モ
の
隅
に
記
さ
れ
た
内
容
は
以

下
。「
課
題
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェン
と
現
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去
る
三
月
、第
十
回
大
阪
国
際
室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
＆
フ
ェ
ス
タ
の
全
容
が
記
者
団
に
発
表
さ
れ
た
。「
フ
ェ
ス
タ
予

選
の
高
岡
と
津
で
の
開
催
」「
過
去
大
会
優
勝
者
の
審
査
員
へ
の
起
用
」「
海
外
コ
ン
ク
ー
ル
や
音
楽
祭
と
の
提
携
」「
第

一
部
門
で
の
課
題
曲
新
作
委
嘱
」等
々
、節
目
の
第
十
回
に
相
応
し
い
華
々
し
い
話
題
が
並
ぶ
。そ
ん
な
中
に
、コ
ン

ク
ー
ル
部
門
に
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
若
者
達
に
と
っ
て
重
要
な
告
知
も
あ
っ
た
。「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン・イ
ヤ
ー
と
過
去

の
大
阪
大
会
を
顕
彰
し
、課
題
曲
の
中
心
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
据
え
る
」と
い
う
決
定
で
あ
る
。

第１回コンクール表彰式の様子

岩淵審査委員長（第３回コンクール）

ロータス・クァルテット（第１回コンクール）演奏風景

室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
は

室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
は

ベートーヴェン自筆による楽譜
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開催：2019年3月8日（金）　ホテルニューオータニ大阪
議事：平成31年度の事業計画並びに収支予算の審議が行われ可決承認された後、平成30年度臨時評議員会の招集と

議題が可決承され、続いて主たる事務所の移転の件につて可決承認されました。最後に堤音楽理事より第10回コン
クール＆フェスタにつての所感が述べられました。

開催：2019年3月25日（月）　ホテルニューオータニ大阪
議事：評議員の互選で牧野明次評議員を議長に選出後、先の理事会で承認された平成31年度の事業計画並びに収支予

算が可決承認されました。新任評議員4名の選出について可決承認された後、新理事1名の選出が可決承認されま
した。続いて主たる事務所移転について報告があり、最後に梅本音楽評議員から第10回コンクール＆フェスタについ
ての所感が述べられました。

新たに選任された評議員：
安藤　恭輔（アサヒビール）　甲斐　啓生（非破壊検査）　加賀田　健司（大成建設）　西田　達矢（積水化学）
新たに選任された理事：
山中　　斉（住友生命保険）

2018（平成30）年度 臨時評議員会

2018（平成30）年度 第2回理事会

目　　的：室内楽の水準の向上・普及を図るために、国際的な室内楽コンクール開催とともに、室内楽演奏会の開催や各種活動に助成等を行い、
もって我が国の芸術文化の発展と真の国際交流に寄与することを目的とします。

設　　立：1992年5月26日
主な活動：「大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ」の開催（3年に1回）

室内楽の演奏活動及び教育普及活動への助成
室内楽に関する広報（広報誌及びホームページ）

2019（平成31）年度 助成金交付予定事業

第１０回大阪国際室内楽コンクール&フェスタ

参加団体の募集開始

室内楽の演奏会の開催
室内楽に関する調査研究
その他目的を達成するために必要な事業

公益財団法人 日本室内楽振興財団（JCMF）について

NEWS

　2019（平成31）年度の助成金交付事業を決定する選考委員会を年2月7日（木）に開催し、厳正な審議の結果、申請
総数24件のうち7件が選考されました。

〔選考委員〕 委員長　藤田　 由之（指揮・評論） 委員　青澤 隆明（評論）
 　委員　小野寺 昭爾（大阪フィルハーモニー協会） 委員　沼野 雄司（桐朋学園大学･大学院 教授）
 　委員　横原　 千史（評論） 　　　　　　　　　　　（敬称略、委員名50音順）

事　業　名 申　請　者 開催地 開催月

1

2

3

7

6

4

5

京都フィルハーモニー室内合奏団
理事長 小林 明

神戸大アートマネジメント研究会　
土田 菜津美

spac-e
本堂 誠

京都文化博物館
府民ホールアルティ

2019年4月
他

2019年6月

2019年7月

2019年7月

2019年8月

2019年8月

2019年8月

豊中市立文化芸術センター
小ホール

いずみホール

静岡県袋井市
月見の里学遊館 うさぎホール

シーサイドホテル舞子ビラ神戸
あじさいホール

室内楽コンサートシリーズ
Ｖｏｌ．71～Ｖｏｌ．75

子どものためのコンサート　
第12弾（仮）

spac-e（スペース）　
東京・大阪公演

演奏家と邦人作曲家シリーズ
2019 ｉｎ ＫＡＮＳＡＩ

ＩＣＥＰ2019
訪問プログラム・報告コンサート

センチュリー室内楽シリーズ Vol.5＆6
トップ奏者による弦楽四重奏

月見の里室内楽アカデミー2019

公益社団法人 日本演奏連盟　
理事長 堤 剛

豊中市立文化芸術センター
館長 阪本 一郎

大阪 ザ・フェニックスホール
東京 王子ホール

特定非営利活動法人ミュージック・シェアリング
理事長 五嶋 みどり

杉並公会堂 小ホール
ヤマハミュージック大阪なんば店

袋井市月見の里学遊館
館長 根津 幸久

●実施日程　2020年5月15日（金）～22日（金）
●会　　場　いずみホール、
　　　　　　高岡文化ホール・三重県文化会館
　　　　　　（フェスタ1次ラウンド）
●主　　催　公益財団法人　日本室内楽振興財団
●募集期間　2019年4月1日（月）～10月10日（木）
●コンクール部門
1．演奏部門と賞金
第1部門：弦楽四重奏
第2部門：ピアノ三重奏及びピアノ四重奏
賞金：第1、第2部門とも
　　 第1位300万円／第2部門150万円／第3位100万円

特別賞・委嘱新曲賞（賞金20万円）の他、海外３提携協
力団体が開催のコンサートへの出演

　2．応募資格
国籍に関係なく、35才以下の演奏家のアンサンブル

　3．審査委員
堤　　剛（審査委員長、チェロ、サントリー芸術財団代表理事）
マーティン・ビーヴァー（ヴァイオリン、元東京クヮルテット）
イーウェン・ジャン（ヴァイオリン、上海クァルテット）
澤　和樹（ヴァイオリン、東京藝術大学学長）
モニカ・ヘンシェル（★ヴィオラ、ヘンシェル・クァルテット）
元渕　舞（ヴィオラ、ボロメーオ弦楽四重奏団）
アラスデア・テイト（★チェロ、元ベルチャ・クァルテット）
ヴァンサン・コック（ピアノ、トリオ・ヴァンダラー）
エッカルト・ハイリガーズ（★ピアノ、トリオ・ジャン・ポール）
練木繁夫（ピアノ、桐朋学園大学教授）
★は過去の優勝団体のメンバー。
4．審査ラウンド　予選（1次から3次）及び本選
　　　　　　　　※3次予選は第1部門のみ実施

●フェスタ部門
1．編成と賞金
編成：2～6人の器楽アンサンブルで楽器の組み合わせは自由
賞金：メニューイン金賞200万円／銀賞100万円／銅賞50万円
　　 ファイナリスト賞20万円、特別賞（フォークロア賞）20万円
2．応募資格　参加者の年齢・国籍は問いません。
3．演 奏 曲　自由（演奏時間は、各ラウンドとも25分以内）
4．審査ラウンド　1次ラウンド（富山県高岡文化ホール、三重県

文化会館）セミファイナル及びファイナル（大
阪・いずみホール）

第１０回コンクール＆フェスタの概要

2020年5月に開催される
第10回「大阪国際室内楽コンクール&フェスタ」の
記者発表が行われ、4月1日からいよいよ参加団体の
募集が始まりました。

　最近は、室内楽への関心が高まっているように
感じています。というのも、昨年9月に行われたミュ
ンヘン国際音楽コンクールのピアノ三重奏部門
で、日本の葵トリオが優勝したことが大きなニュー
スになりました。室内楽部門では東京クヮルテット
の優勝以来48年ぶりの快挙です。また、前回の
第1部門で優勝したアイズリ・クァルテットが、アメリ

カのグラミー賞にノミネートされたことも話題になりました。
　このような中で、第10回コンクール＆フェスタを開催するのは大変意
義のあることだと考えます。今回の審査委員は、世界のトップクラスの
音楽家を招聘することが出来たと自負しております。審査委員の中に
は、第1回～第3回大会で優勝した団体のメンバーが入っているのも
特徴の一つです。また課題曲も大変充実しております。コンクールの
開催年がベートーヴェン生誕250年に当たるので、第1部門・第2部門
ともに多くのベートーヴェンの作品を含めております。武満徹さんや細
川俊夫さん等の日本の作曲家の作品が入っていることも意義のある
ことと思います。更に第1部門の3次予選に望月京さんに委嘱した弦
楽四重奏曲も含まれているので、若いアンサンブルが本番でどのよう
に解釈して演奏するのか、今から楽しみです。
　今回は海外の室内楽コンクールやフェスティバルとの提携協力を
得ることができ、4つの特別賞が新設されました。コンクール後の成長
のための演奏機会を増やす狙いがあり、このコンクールのアピール度
は更に高まったと思います。またコンクールのプレイベントとしてコン
サートシリーズを行うこととなりました。当コンクールで活躍した団体が
海外でも実績を上げ、再度来日して公演することは大変素晴らしいこ
とです。
　第10回大会を通して、日本の音楽文化を広く世界に発信できれば
幸いです。

みさと

みさと

堤審査委員長あいさつ

　　10回記念大会の新たな取り組み
〇過去の優勝団体のメンバーからの審査委員を招聘
今回は、第1回～第3回大会で優勝した団体から3名の審査委員を
招聘します。
〇課題曲として弦楽四重奏新作委嘱
第1部門3次予選の課題曲として、作曲家望月京氏に新作を委嘱し
ています。
〇海外の室内楽コンクールやフェスティバルとの提携協力
『ニンフェンブルグ宮殿の夏』室内楽祭（ドイツ）、クワチュオール・ア・
ボルドー（フランス）、ストリング・クァルテット・ビエンナーレ・アムステルダ
ム（オランダ）との提携協力の下、参加団体のコンクール後のキャリア
支援を実施します。
〇フェスタ1次ラウンドの大阪以外の都市での実施
富山県高岡市と三重県津市でフェスタ1次ラウンドを開催し、フェス
タの魅力を大阪以外の都市で展開します。
〇過去の優勝団体によるコンサートシリーズの開催
コンクールのプレイベントとして、過去に優勝/準優勝した弦楽四重
奏団5団体によるコンサートシリーズを開催します。

応募や開催の詳細は、
当財団のホームページ（http://www.jcmf.or.jp）をご覧ください

３月８日開催記者発表（ホテルニューオータニ大阪）
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ジュリアード音楽院の学生で結成された東京クヮルテットが、
ミュンヘン・コンクールで日本の団体として初めて１位となった
のは1970年。対談頂いた磯村氏は、結成メンバーとして44年
間にわたって世界の第一線で活動された。一方の葵トリオは結
成２年。同じミュンヘン１位となったばかりの３人に、氏は自身が
歩んで来た道程を確かめるように語られた。大海原に船出する
若い才能たちに向けた暖かく、惜しみないエールだった。
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