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指揮者の数だけ多様な 「第九」があ

ります。 「昨年のノット監督の第九は

衝撃的。しかも決して奇をてらわず

正統的な音楽づくりで。第九初演時

はこんな衝撃だったのではと思い

ました。桂冠指揮者秋山氏の第九

は、東轡との関係の奥深さを感じさ

せます。‘‘秋山節
’
'をゆるぎなく求め、

それが素晴らしい第九をもたらす

のです」。
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交欝鼎第9番「合PH付」
ティンパニにとって最重要作品！

“革新
”

の集大成の音楽で1年を振り返る

テ
ィ
ン
パ
ニ
ス
ト
に
とっ
て
「
第
九」
は

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
中
で
最
も
重
要
な

作
品
で 、
惟
界
中
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
入

団
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
で
も
第
1 、
2 、
4

楽
章
が
課
題
曲
と
な
る 、
必
須
の
作
品

で
す 。例

え
ば
第
1

楽
章
の
コ
ー
ダ 。
交
曹

曲
の
形
式
を
変
え
た
と
も
い
わ
れ
る
革

新
的
な
部
分
で 、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー

が
第
1

楽
章
と
第
4
楽
章
に
必
ず
コ
ー
ダ
を
書

い
た
の
は 、
「
第
九」
の
こ
の
部
分
に
憧
れ

て
い
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す 。
こ
こ

は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
人
る
前 、
若
い
頃
か

ら
練
習
し
て
お
り 、
テ
ィ
ン
パ
ニ
ス
ト

の

人
生
観
が
投
影
さ
れ
る
部
分
で
も
あ

り
ま
す 。
こ
こ
を
毎
年
年
末
に
演
奏
す

る
た
び
1

年
を
回
想
し 、
更
新
し
て
い

く 、
そ
ん
な
感
覚
に
な
る
の
で
す 。

「
第
九」
と
い
え
ば
第
4
楽
章
が
象

徴
的
で
す
が 、
楽
章
の
始
ま
り
の
きっ
か

け
と
な
る
の
が
テ
ィ
ン
パ
ニ
の
強
音
で

す 。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
難
し
い
た
め 、
テ
ィ

ン
パ
ニ
が
音
量
を
落
と
し
て
い
る
録
音
や

演
奏
を
聴
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が 、
こ

こ
は「
つ
い
に
第
4
楽
章
だ
！」
と
期
待

が
高
ま
る
と
こ
ろ 。
そ
こ
で
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
た
め
に
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
演
奏
に

なっ
て
い
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん 。
「
歓

喜
に
寄
す」
の「
歓
喜」
は
：

き
れ
いク

¢
美
し
い』
で
は
な
く 乙

衝
撃
K

だ
と
僕
は

思
う
の
で
す 。
バ
リ
ト
ン
が
第
3
楽
章

ま
で
を
「
こ
ん
な
音
楽
は
よ
そ
う
！」
と

否
定
し
ま
す
が 、
そ
の
衝
撃
を
表
現
し

た
の
が
第
4
楽
章
冒
頭
の
テ
ィ
ン
パ
ニ
だ

と
考
え
て
演
奏
し
て
い
ま
す 。

ベ
ー
ト
ー
ヴェ
ン
は
テ
ィ
ン
パ
ニ
が
お
気

に
入
り
だ
っ
た
よ
う
で 、
さ
ま
ざ
ま
な
挑

戦
的
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す 。
た
と
え

ば
テ
ィ
ン
パ
ニ
の
音
程
は
完
全
4
度
か
完

全
5
度
が
常
識
的
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が 、
オ
ペ
ラ
「
フ
ィ
デ
リ
オ」
で
三
全
音

（
増
4
度）
を
使
い 、
交
評
曲
第
7

番
で

6
度 、
第
8

番
で
オ
ク
タ
ー
ヴ
を
使
う

と
い
う
革
新
的
な
こ
と
を
し
ま
し
た 。

そ
の
集
大
成
が「
第
九」
で 、
こ
れ
ま
で

用
い
た
音
程
を
す
べ
て
使
い 、
さ
ら
に
第

3
楽
章
最
後
で
初
め
て
重
音(
2
つ
の

音
を
同
時
に
叩
く）
を
鳴
ら
し
ま
す 。

9
番
H
の
交
響
曲
で
も
新
し
い
響
き
に

挑
む 、
そ
の
姿
勢
に
圧
倒
さ
れ
ま
す 。

「
第
九」
で
僕
が
好
き
な
部
分
は
2
つ

あ
り
ま
す 。
ま
ず
は 、
第
4
楽
章
の
二

重
フ
ー
ガ
で
合
唱
が
「
全
泄
界
に

(
gan
zen

 We
lt)」
と
歌
う
と
き一
緒

に
テ
ィ
ン
パ
ニ
が「
レ
ラ
レ」
と
叩
く
と
こ

ろ 。
世
界
が
ひ
と
つ
に
な
る
と
い
う
理
想

を
掲
げ
た 、
「
第
九」
の
中
で
ド
イ
ツ
の

精
神
性
を
最
も
表
す
部
分
だ
と
感
じ 、

自
分
の
中
で
意
味
深
く
演
奏
し
て
い
ま

す 。
ま
た 、
バ
リ
ト
ン
の
ソ
ロ
の
歌
詞
で

「
feuertrun
ken」
の「[euer」
（
火）

を
き
れ
い
に
歌
う
の
で
は
な
く 、
ア
ク
セ

ー

ン
ト
を
つ
け
る
歌
い
方
が
好
き
で
す 。
歌

詞
に
は「
歓
喜」
「
神
々
の
火
花」
「
火」

と
順
に
登
場
す
る
の
で 、
「
火」
に
ア
ク

セ
ン
ト

が
あ
る
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
強
く

感
じ
る
の
で
す 。

テ
ィ
ン
パ
ニ
の一

番
の
聴
き
ど
こ
ろ

は 、
や
は
り
第
2

楽
章
で
し
ょ
う 。
ア
グ

レ
ッ
シ
ブ
な
音
が
求
め
ら
れ
る
の
で 、
古

楽
が
定
着
し
た
現
在
で
は
木
の
バ
チ
で

叩
く
こ
と
も
あ
り
ま
す 。
そ
の一
方 、

指
揮
者
に
よっ
て
は
や
は
り

現
代
テ
ィ
ン

パ
ニ
の
サ
ウ
ン
ド
が
望
ま
れ
た
り 。
バ
チ

の
選
択
は
奏
者
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で 、

そ
こ
に
音
楽
性
の
違
い
も
表
れ
ま
す 。

ま
た
第
3
楽
章
は
柔
ら
か
い
音
楽
で
す

か
ら 、
「
第
九」
は
柔
ら
か
い
バ
チ
か
ら

硬
い
パ
チ
ま
で
必
要
な
曲 。
僕
は
「
第

九」
1
曲
の
中
で
少
な
く
て
5

組 、
多
い

と
き
は
10
組
ほ
ど
の
バ
チ
を
使
い
ま
す 。

テ
ィ
ン
パ
ニ
が
独
り
よ
が
り
で
は
音

楽
が
成
立
せ
ず 、
か
と
いっ
て
引っ
込
ん

で
い
て
は
ダ
メ
で
主
張
し
続
け
な
い
と
い

け
な
い 。
「
第
九」
は
何
度
やっ
て
も
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー

が
半
端
な
く 、
演
奏
中
は

ベ
ー
ト
ー
ヴェ
ン
像
が
H
の
前
に
い
て
脱

ま
れ
て
い
る
感
覚
に
な
り
ま
す
（
苦

笑） 。
だ
か
ら
こ
そ 、
毎
年
年
末
に
演
奏

す
る
た
び
自
分
の
い
ろ
い
ろ
な
面
が
見

え
て
き
ま
す 。
ベ
ー
ト
ー
ヴェ
ン・
イ
ヤ
ー

の
今
年
は
ど
ん
な「
第
九」
が
見
え
る
か

楽
し
み
で
す 。

、一一
ミュ ー ザ川崎シンフォニ ー ホ ー ル

＆東京交響楽団
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指揮：秋山和慶
ソプラノ：森野美咲 メゾソプラノ：小野美咲
テノール：小原啓楼 バリトン：大山大輔
ほか

2020年12月208国14:00開演 ■ベー トー ヴェン：劇付随音楽『エグモント』序曲
■ベー トー ヴェン：交響曲第9番二短調作品 125 「合唱付」

，

 

5ピ vol.66
’· _...I 

口 一三□一

ロ




