
米国を代表するオーケストラ、ワシントン・ナショナル交響楽団と、

2017年に音楽監督に就任した指揮者ジャナンドレア・ノセダが、

この3月に満を持して日本ツアーを行います。

来日に先駆け、今回、3月11日に東京芸術劇場で演奏する

プログラムについて電話インタビューを行いました。
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Q
:
3
月
11
日
の
東
京
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、マ
ー
ラ
ー
の

交
響
曲
第
5
番
、そ
し
て
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
交
響
曲
第
7
番

「
未
完
成
」で
す
。マ
ー
ラ
ー
の
第
5
番
で
す
が
、ま
ず
こ
れ
は
、

演
奏
時
間
が
約
70
分
と
長
い
交
響
曲
の
部
類
に
入
り
ま
す
ね
。

ど
の
よ
う
に
し
て
最
後
ま
で
集
中
力
を
保
つ
の
で
し
ょ
う
？

ノ
セ
ダ
: 

お
っ
し
ゃ
る
通
り
、か
な
り
長
い
曲
で
す
が
、マ
ー

ラ
ー
の
交
響
曲
の
な
か
で
は
一
番
長
い
訳
で
は
な
い
で
す
ね
。

第
6
番
、第
7
番
、第
8
番
・・・
そ
し
て
第
3
番
の
あ
の
長
さ
。

第
5
番
の
70
分
は
む
し
ろ
短
い
ほ
う
で
す
、彼
の
作
品
と
し
て
は
。

で
す
が
そ
の
内
包
す
る
も
の
は
非
常
に
豊
か
で
す
。私
た
ち
に

長
旅
の
感
興
を
与
え
て
く
れ
る
。東
京
か
ら
出
発
だ
っ
た
ら
、

横
浜
ま
で
、と
い
う
短
い
距
離
で
は
な
く
て
、も
っ
と
ず
っ
と

遠
く
・・・
た
と
え
ば
モ
ス
ク
ワ
ま
で
行
く
よ
う
な
旅
で
す
。

長
い
旅
と
な
れ
ば
、そ
れ
は
疲
れ
ま
す
。前
日
に
あ
わ
て
て

準
備
、と
い
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
ね
、で
も
だ
か
ら
こ
そ

生
ま
れ
る
喜
び
が
あ
る
。横
浜
へ
の
日
帰
り
旅
も
、も
ち
ろ
ん

楽
し
い
で
す
が（
笑
）、楽
し
み
方
が
違
う
。遠
く
ま
で
行
こ
う

と
す
る
道
中
で
ま
ず
わ
か
る
の
は
、自
分
が
と
て
も
小
さ
な

存
在
に
過
ぎ
な
い
、と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。広
く
遠
い
距
離

を
渡
る
と
き
、世
界
の
大
き
さ
に
感
動
し
ま
す
。マ
ー
ラ
ー
の

交
響
曲
の
魅
力
は
具
体
的
な
長
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
そ
の

奥
行
き
と
世
界
観
で
、こ
の
作
曲
家
が
そ
こ
に
何
を
込
め
た

の
か
、と
い
う
こ
と
。自
分
の「
小
さ
さ
」を
悪
い
意
味
に
ば
か
り

感
じ
る
の
で
は
な
く
、そ
の
思
い
は
な
か
ん
ず
く「
そ
こ
か
ら

成
長
し
よ
う
」と
い
う
意
思
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
考
え
こ
そ
が

大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

Q
: 

マ
ー
ラ
ー
の
第
5
番
は
、第
1
番「
巨
人
」と
並
ん
で

演
奏
さ
れ
る
機
会
の
多
い
交
響
曲
で
す
ね
。第
5
番
の
第
4

楽
章
は
、こ
れ
は
も
う
、イ
タ
リ
ア
の
監
督
ル
キ
ー
ノ
・
ヴ
ィ
ス

コ
ン
テ
ィ
の
映
画『
ヴ
ェニ
ス
に
死
す
』の
お
か
げ
で
、世
界
的
に

有
名
に
な
り
ま
し
た
。ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
と
く
に
興
味
が

な
く
て
も
、あ
の
第
4
楽
章
な
ら
ど
な
た
も「
聞
き
覚
え
が

あ
る
。」と
思
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ノ
セ
ダ
: 

そ
う
で
す
ね
。そ
し
て
こ
の
交
響
曲
も
第
4
楽
章

に
至
る
前
と
そ
の
後
を
通
し
て
の
長
い
旅
な
の
で
す
か
ら
、

す
べ
て
を
し
っ
か
り
聴
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。み
な
さ
ん

が
実
際
に
旅
す
る
時
の
よ
う
に
、出
会
い
と
驚
き
、そ
し
て

詩
情
を
満
喫
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。抑
揚
に
満
ち
た

旋
律
に
浸
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。第
2
楽
章
は
非
常
に
ド
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
で
す
。「
善
と
悪
」の
概
念
の
せ
め
ぎ
合
い
が
テ
ー
マ

に
な
っ
て
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
手
法
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て

第
4
楽
章『
ア
ダ
ー
ジ
ェッ
ト
』で
す
が
・・・
私
に
は
あ
の
楽
章
は

苦
悩
に
満
ち
た
愛
の
手
紙
と
し
て
響
き
ま
す
。一
体
、愛
は
続
く

の
か
、そ
れ
と
も
、新
し
い
何
か
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
・・・

判
然
と
し
な
い
不
安
の
な
か
で
遠
く
叫
ぶ
魂
の
、究
極
ま
で

や
さ
し
く
、や
わ
ら
か
く
抑
え
ら
れ
た
表
現
を
味
わ
っ
て
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。冒
頭
か
ら
弦
楽
器
の
と
て
も「
ウ
ィ
ー
ン
風

な
」音
で
始
ま
り
、終
始
流
れ
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

最
終
楽
章
で
は
風
景
に
光
が
差
し
て
く
る
か
の
よ
う
な
、

喜
び
の
表
現
が
き
ま
す
。や
や
喜
び
す
ぎ
の
よ
う
な
感
じ
も

す
る
の
は
、ど
う
し
て
も
答
え
が
出
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

も
は
や
理
詰
め
に
す
る
の
を
放
棄
し
て
、自
分
を
超
え
た

大
き
な
力
に
す
べ
て
を
委
ね
、心
を
開
放
し
よ
う
と
す
る

力
学
が
働
い
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

Q
: 

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
第
7
番「
未
完
成
」で
す
が
、あ
り

き
た
り
な
質
問
で
す
が
、作
曲
家
が
こ
れ
を「
未
完
成
」の

ま
ま
に
し
た
の
は
、な
ぜ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

ノ
セ
ダ
: 

い
く
つ
か
理
由
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
ど
れ

も
正
し
く
も
あ
り
、ま
た
、完
全
に
言
い
当
て
て
も
い
な
い
の
で

し
ょ
う
。私
の
意
見
も
ひ
と
つ
の
仮
定
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
・・・

思
い
ま
す
の
は
、最
初
の
2
楽
章
は
き
ち
ん
と
仕
上
が
っ
て

い
て
、3
楽
章
目
は
手
を
つ
け
た
が
未
完
、終
楽
章
は
構
想

す
ら
し
な
か
っ
た
、と
い
う
も
の
で
す
が
・・・
私
は
、こ
れ
を

演
奏
す
る
と
き
、未
完
の
部
分
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
補
う

必
要
を
感
じ
な
い
の
で
す
。シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が
残
し
た
形
の
ま
ま

で
完
成
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
か
ら
で
す
。そ
こ
に
、「
こ
の

あ
と
、メ
ヌ
エ
ッ
ト
や
ス
ケ
ル
ツ
ォ
、最
後
に
終
章
を
つ
け
て

く
れ
。」と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
せ
ん
。お
そ
ら
く
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
本
人
が
そ
う
感
じ
て
い
た
か
ら
で
、た
だ
、じ
ゃ
あ
ど
う

す
れ
ば
こ
の
短
い
形
の
ま
ま
完
成
形
に
で
き
る
か
、そ
こ
ま
で

消
化
し
き
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、と
思
う
の
で
す
。だ
か
ら
、

結
果
的
に
最
初
の
二
楽
章
を
、た
だ
残
し
た
、と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
と
。第
1
楽
章
、第
2
楽
章
を
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
お
聴
き

裏面に
続く
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い
た
だ
き
た
い
、併
せ
て「
未
完
成
」と
命
名
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
ぞ
れ
は
見
事
と
言
え
る
ほ
ど
に
完
成

し
て
い
ま
す
よ
。お
の
お
の
が
、き
り
り
と
彫
り
が
は
っ
き
り

し
た
独
立
し
た
彫
像
の
よ
う
で
す
。で
も
彫
刻
家
は
、そ
れ
を

何
体
も
あ
る
連
作
に
ま
で
は
し
な
か
っ
た
。そ
ん
な
感
じ
な
の

で
す
。

Q
: 

未
完
成
、と
は
、た
ん
に
長
さ
的
に
短
い
だ
け
、と

解
釈
し
て
も
い
い
の
で
す
ね
。

ノ
セ
ダ
: 

そ
う
で
す
ね
。味
わ
い
の
と
て
も
深
い
作
品

で
す
か
ら
。シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
時
代
の
ウ
ィ
ー
ン
の
空
気
、

若
い
芸
術
家
た
ち
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
な
生
活
。や
は
り
そ
の

香
り
は
十
分
あ
り
ま
す
ね
。ま
た
、シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
と

マ
ー
ラ
ー
は
時
代
こ
そ

80
年
ほ
ど
の
開
き
が
あ
り
ま
す

が
、同
じ
ウ
ィ
ー
ン
音
楽
の
系
譜
で
す
か
ら
、そ
の
つ
な
が
り

に
想
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
く
の
も
興
味
深
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。私
の
言
葉
で
言
え
ば
、彼
ら
が
見
て
い
た「
光
」

「
空
気
」が
、同
じ
高
台
か
ら
同
じ
景
色
を
見
つ
め
な
が
ら

ど
こ
か
違
っ
て
い
て
、そ
れ
は
二
人
の
芸
術
家
の
目
線
の

違
い
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
が
、そ
の
違
い
を
も
っ
て
彼
ら

の
音
楽
の
中
で
、シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が
突
き
詰
め
き
れ
な
か
っ
た

も
の
を
マ
ー
ラ
ー
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
・・・
そ
ん
な
ふ
う
に
想
像
し
て
み
る
、と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

情
熱
的
な
ロ
ス
ト
ロ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
、薫
り
高
い
大
き
な
音
楽
性

を
備
え
た
エ
ッ
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
、抜
群
の
バ
ト
ン・
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

も
つ
ス
ラ
ッ
ト
キ
ン
ら
が
音
楽
監
督
を
務
め
た
ワ
シ
ン
ト
ン・

ナ
シ
ョ
ナ
ル
交
響
楽
団
。ア
メ
リ
カ
的
な
歯
切
れ
良
い
整
っ
た

音
を
も
つ
同
楽
団
に
対
し
、オ
ペ
ラ
指
揮
者
と
し
て
も

活
躍
が
目
覚
し
い
ノ
セ
ダ
は
、さ
ら
に
ヨ
ー
ロッ
パ
的
な
感
性
を

磨
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
で
す
。表
現
力
を
豊
か
に

し
た
い
。フ
レ
ー
ジ
ン
グ
を
も
っ
と
う
た
う
よ
う
に
。一つ
の

ス
タ
イ
ル
で
な
く
、色
々
な
音
楽
に
対
応
で
き
る
よ
う
に・・・・
。

2
0
2
1
/
2
2
シ
ー
ズ
ン
か
ら
チ
ュ
ー
リ
ヒ
歌
劇
場
の
音
楽

監
督
に
も
就
任
す
る
マ
エ
ス
ト
ロ・
ノ
セ
ダ
。き
っ
と
日
本
の

聴
衆
に
新
た
な
発
見
と
感
動
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

（
訳
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
高
橋
美
佐
）

シューベルト： 交響曲 第7番 ロ短調 D759「未完成」
マーラー： 交響曲 第5番 嬰ハ短調
2020年

3月11日（水） 19:00 開演 （18:20 開場／21:00 終演予定）

東京芸術劇場 コンサートホール

S¥17,000　A¥15,000　B¥10,000　C売切 （税込）
S￥16,000  A￥14,000  B￥9,000  Ｃ売切　＊ 料金には消費税が含まれております。

【ジャナンドレア・ノセダ指揮　ワシントン・ナショナル交響楽団　その他の公演スケジュール】
3月6日（金） 19:00 ハーモニーホールふくい お問い合わせ：ハーモニーホールふくい チケットセンター 0776-38-8282
3月7日（土） 14:00 フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール） お問い合わせ：フェニーチェ堺 072-228-0440
3月8日（日） 13:30 広島文化学園HBGホール お問い合わせ：HOME.イベントセンター 082-221-7116
3月10日（火） 19:00 サントリーホール お問い合わせ：ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212（共演：諏訪内晶子）

夢倶楽部会員料金

お申込： ジャパン・アーツ ぴあ　0570-00-1212　www.japanarts.co.jp

プロ
グラ
ム

チケ
ット
料金

主催：ジャパン・アーツ

後援：アメリカ大使館

ジャナンドレア・ノセダ（音楽監督・指揮） Gianandrea Noseda, Music Director, Conductor　
　ジャナンドレア・ノセダは、同世代の指揮者の中でも先頭に立つひとりとして広く認められている。2016年1月にワシントン・ナショナル交響楽団の第7代音楽監督に
指名された。その他、ロンドン交響楽団とイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者、カダケス管弦楽団の首席指揮者、イタリアのストレーザ音楽祭の
芸術監督も務めている。また、2021-22シーズンよりチューリッヒ歌劇場の音楽総監督に就任することが決まっている。ノセダは世界の主要なオペラ・ハウス及び
オーケストラで頻繁にゲスト出演しており、その中にはメトロポリタン・オペラ、クリーヴランド管弦楽団、スカラ座、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、NHK交響楽団、
フィラデルフィア管弦楽団、ロイヤル・オペラ・ハウス、ウィーン交響楽団、チューリヒ・オペラが含まれる。2015年にはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と初共演し、
また同年のザルツブルク音楽祭にもデビュー。ミラノ生まれ。イタリアの芸術界に対する貢献により、イタリア共和国功労勲章《カヴァリエーレ・ウッフィチャーレ》を授与
されている。2016年国際オペラ賞の「今年の指揮者」受賞。同年ストックホルムにおいてノーベル賞コンサートを指揮する名誉を受けた。

ワシントン・ナショナル交響楽団 National Symphony Orchestra　
　1931年の創立以来、“アメリカの大統領府の都市にあるオーケストラ“として、常に芸術的卓越性と確たる存在感を発信し続けるオーケストラ。現在96名の
団員を有し、キャピトル・コンサーツがテレビ放映する公式祝賀行事や、国内はもとより国際的にも重要なイベントに頻繁に参加し、米国で最もよく人々の耳に届く
オーケストラのひとつとなっている。2016年に音楽監督にジャナンドレア・ノセダは、七代目の音楽監督として、エッシェンバッハ、スラットキン、ロストロポーヴィチ、
ドラティという錚々たる指導者たちのタクトを受け継ぐ事となった。　
　毎年、ケネディー・センターや夏のウルフ・トラップ、また米国の首都ワシントンの芝生の上で、世界的ゲストを迎えてのコンサートの他、年間150を超える公演を
行っている。また、オーケストラとしてのレパートリーの拡大や現代の作曲家たちのサポートにも熱心に取り組んでいる。これまでに、60を超える作曲家に新作を
委嘱し初演してきた。その時代の音楽を演奏することは、常にワシントン・ナショナル交響楽団の使命としての最優先事項とされており、この取り組みは早くも
1934年から、世界初演や米国初演の作品を聴衆に届け続けている。
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