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ドイツ語の

原曲歌詞は
、

まだ勉強中

なんじぁぁぁ
！

晴 れ たる青 空

　 　 ただよう雲よ、

　 小 鳥は歌えり

　　 林に森に～♪♪♪

博士、歌詞以前に音程が…



ウクライナ

etc.

ウクライナ国立アカデミック
 少年合唱団「ドゥダリク」
 キーウ／1971年～

ロシア

etc.

ロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団
                                             モスクワ／1944年～
グリンカ音楽院少年合唱団
         サンクトペテルブルグ／不明

ラトビア

etc.
リガ大聖堂少年合唱団  リガ／1950年～

韓国

etc.

ムジカサクラ少年合唱団
                   ソウル／1986年～

中国

etc.

北京天使合唱団
      北京／20世紀～

ポーランド

etc.

ワルシャワ少年合唱団  ワルシャワ／1990年～
ポズナン少年合唱団  ポズナン／1945年～

スイス

etc.

チューリッヒ少年合唱団  チューリッヒ／1960年～
バーゼル少年合唱団  バーゼル／1927年～

チェコ

etc.
ボニ・プエリ  フラデツ・クラロヴェ／1982年～

フィリピン

etc.

ラス・ピニャス少年合唱団
 ラス・ピニャス、20世紀
キリヤワン少年合唱団 マニラ、1994年
ティプルスデサントドミンゴ少年合唱団
 ケソンシティ／1954年～

ケニア

etc.

ケニア少年合唱団
  ナイロビ／2004年～

ドイツ
聖トーマス少年合唱団  ライプツィヒ／1212年～
テルツ少年合唱団  バイエルン地方バートテルツ／1956年～
ドレスデン大聖堂少年合唱団  ドレスデン／13世紀～

etc.

オーストリア
ウィーン少年合唱団
       ウィーン／1498年～
聖フローリアン少年合唱団
                        リンツ／1071年～
ヴィルテン少年合唱団
インスブルック／13世紀～

etc.

スペイン
サグラダ・ファミリア聖歌隊
                   バルセロナ、1960年～
モンセラット合唱団
                        モンセラット、不明

etc.

フランス
パリ木の十字架
 少年合唱団
 パリ／1907年～
ボルドー少年合唱団
                ボルドー／不明

etc.

イタリア
ミラノ大聖堂少年合唱団
                              ミラノ／不明
スカラ座アカデミー児童合唱団
                                          ミラノ／不明

etc.

バチカン市国
システィーナ礼拝堂聖歌隊
                     バチカン／1471年～

etc.

イギリス
ケンブリッジ
　キングズカレッジ合唱団
              ケンブリッジ／15世紀～
トリニティ少年合唱団
            ロンドン／20世紀～
ウェストミンスター
 寺院聖歌隊
      ロンドン／14世紀～

etc.

ベルギー
カンターテ・ドミノ少年合唱団
                       アールスト／1959年～
フランダース少年合唱団
   シント・ニクラス／1931年～
オイペン少年合唱団
      オイペン／1991年～

etc.

南アフリカ共和国

etc.

ドラッケンズバーグ少年合唱団
                   ウィンタートン／1967年～
ヨハネスブルクジェッペ少年合唱団
                                   ヨハネスブルグ／不明

カナダ

etc.

セント・マイケル少年合唱団  トロント／1937年～
カペラ・レガリス男子少年合唱団   ハリファックス／2010年～

アメリカ

etc.

テキサス少年合唱団
フォートワース／1946年～
サンフランシスコ少年合唱団 
          サンフランシスコ／1948年～
全米少年合唱団  サンタアナ／1970年～

ブラジル

etc.

ペトロポリス少年歌手協会
             ペトロポリス／1946年～

ニュージーランド

etc.

クライストチャーチ少年合唱団
             クライストチャーチ／1881年～
オークランド少年合唱団
          オークランド／1969年～

オーストラリア

etc.

オーストラリア国立少年合唱団
                          メルボルン／1964年～

シンガポール

etc.

カトリック高校エドワード・ベチェラス少年合唱団
   シンガポール／不明

博士が
ハカセっぽいこと
言ってる…！

うんうん

合唱の起源は
教会と関係が深いから
やはりヨーロッパで
盛んなんじゃな！

次見開きでPickUp!

次見開きでPickUp!

次見開きでPickUp!

少年合唱団を
ちょっぴり紹介

海外
の

HAKASE I R O H A

世 界 の 少 年 合 唱 団

世界のあちらこちらで数えきれないほど
の大小さまざまな合唱団が存在しますが、
ここでは少年合唱団について紹介したい
と思います。

古典派時代（18世紀末～19世紀初頭）
にはモーツァルトやハイドン、ベートーヴェ
ンなどの作曲家が活躍し、オーケストラや
室内楽、オペラなどの音楽ジャンルが発展
した時代ですが、同時に少年合唱も発展
し、広く愛されるようになりました。多くの
宮廷や教会で少年合唱団が結成され、多
くの音楽学校や音楽院が設立されること
で、少年たちが音楽を学ぶ機会が増えた
時代でもありました。

特にモーツァルトは少年合唱を多くの
作品に取り入れその美しい声を最大限に
活かした作曲家でもあります。そしてその
後に続くロマン派時代には音楽の自由な
感情表現が求められるようになっていき
ます。

日本でも戦後、たくさんの少年合唱団が
設立され、コンクールがあったり社会貢献
事業や文化活動に積極的に参加し音楽文
化の発展に貢献しています。また国内外を
問わずコンサートを行い、高い技術力と豊
かな表現力で多くの人々から支持を受け
ています。

海外に目を向けてみると、ヨーロッパを
中心に数えきれない程の少年合唱団や聖
歌隊があり、歴史に名前が残る作曲家や
世界で活躍している音楽家達もかつて少
年合唱団に所属していたことなども少なく
ありません。

そのレパートリーもクラシック音楽から
ポピュラー音楽、自国の民族音楽や民謡
に至るまで多様な音楽ジャンルを取り入
れています。

そしてその活動は、有名な指揮者やソリ
ストとの共演やCDを発売するなど、世界で
活躍できる実力を持った合唱団から、地域
のコミュニティを中心に地元のイベントや
祭りなどで歌声を披露し、地元に根付いて
活動する合唱団まで様々です。

子どもたちは合唱団に入ることで、音楽
的な才能を育てるだけでなく、礼儀やふる
まい、また表現力やコミュニケーション能
力、あるいはリーダーシップや協調性など
も身につけることが期待されています。将
来、音楽家や指揮者、教育者、あるいはそ
れ以外の職業に着く子供たちもいます。音
楽家になることだけに焦点を置くのではな
く、合唱団の活動を通じて人間形成にいか
に役立つかをどの合唱団も考えています。



◆ウィーン少年合唱団（オーストリア）
かつて所属していたハイドンやシューベルトはじめ世界

の音楽界で活躍している人材をたくさん輩出しています。
インスブルックのヴィルテン少年合唱団のメンバーを、

1498年に神聖ローマ皇帝が宮廷礼拝堂の少年聖歌隊設立
の際、ウィーンに連れてきたのが始まりと言われています。

1918年の第1次世界大戦終結とともに一旦解散の危機
にさらされますが、3年後に宮廷音楽隊の総長に任命された
ヨーゼフ神父が経営手腕を買われたことがきっかけで
1924年には「ウィーン少年合唱団として公式に団体として

創設され私立の全寮制
学校として専門的な音楽
活 動 がなされてきまし
た。1948年以降になって
アウガルテン宮殿の大き
な敷地内に寄宿舎、学校
および練習場が建てられ
ました。

（修道院に附属し寄宿
生活を送りながら音楽を
学んだり学校に通ったり
する合唱団は他にもたく
さんあります。）

現在は民間の少年合唱団に再
編され、10～14歳の100人程度
が4つのグループを編成。交代で
約 3ヵ月間 海 外 公 演に出 か け、
ウィーンに残されたグループが毎週
日曜日に王宮礼拝堂のミサで聖歌隊
として歌うという伝統が守られていま
す。これらのグループ名として卒業生
のシューベルトやハイドンあるいは
元指導者であったブルックナーなどの
名前がつけられています。

◆聖トーマス教会少年合唱団（ドイツ）
1212年に創設された、世界で最も歴史ある少年合唱団

です。1212年のアウグスチノ会トーマス修道院の創設を
その起源とし、現在までトーマス教会を拠点に活動してい
ます。団員はトマーナー（Thomaner）、合唱団を指導する
音楽監督（カントル）はトーマスカントル（Thomaskantor）
と呼ばれ、JSバッハは27年間にわたって合唱団を率い、
青少年たちと同じ宿舎で寝泊まりしながら、毎週日曜の
礼 拝で歌う教会カンタータや『ヨハネ受難曲』『マタイ
受難曲』などを書き上げこの教会で初演しました。

◆ドラッケンズバーグ少年合唱団
南アフリカ共和国の国内だけでなく、世界中から集っ

た10～15歳の少年たちが、全寮制の音楽学校で寝食と
学び舎を共にします。この合唱団は、当初より合唱団とし
て設立されたわけではなく、学校生活に適応できない子
どもたちが、寝食をともにしながら社会生活を学ぶための
学校として始まりました。

合唱団は、黒人、白人、インド系の少年たちからなる多
様なメンバーで構成されていますが、異なる肌の色の子
どもたちが一緒に歌うことが国家の制度として禁止されて
いた、アパルトヘイト廃止以前の時代から、黒人生徒を含
んだ混声による合唱を続けています。1992年ポーランド
で開催された「世界少年合唱団フェスティバル」では、並
み居る名門に競り勝ち「最優秀賞」の栄冠に輝きました。

この学校はプロの声楽家や音楽家を養成することを目
的とせず、あくまでも心身の健全育成に主眼を置いてい
ます。従って、卒業生の進路は様々で、音楽家以外の道に
進む生徒も多く、また、学校としてもプロの音楽家になる
ことを奨励しているわけではありません。

聖歌やクラシックだけでなく、ミュージカル、ポップス、
アフリカ音楽など、レパートリーは多岐に亘ります。また、
演奏に合わせて手拍子、太鼓、ダンス等も取り入れ、聴衆
を楽しませるような工夫も凝らしています。多くのアルバ
ムもリリースしており、非常に高い評価を受けています。

合唱の魅力

合唱の歴史

ピックアップ合唱団！ ［海外編］

合唱の経験は皆さん一度はあるのではないでしょうか。
学校で授業の一環として、また、合唱コンクールに参加した
り、中には大人になってからママさんコーラスで楽しんだ人
もいると思います。合唱は子どもから大人、高齢者に至る
まで気軽に楽しめるという大きな魅力があります。そして
みんなでハモれたときはそれはもう鳥肌がたつほど心が
震えるというか、そんな経験を持たれる方も多いのでは
ないでしょうか。また、楽譜が読めなかったり、音楽の経験が
なくても楽しむことができるのも合唱のいいところです。

合唱が持つ最大の魅力は、「異なるたくさんの声が重
なって生まれる音色の美しさ」だと思います。周りの音を

聞きながら、自分のパートの音を歌うのは時に難しいことも
ありますが、これは一人で歌うのとはまた違う楽しさや感動
を体験できます。それぞれのパートに分かれて違う音を歌う
ことで、重厚で迫力あるハーモニー（響き）が生まれ、逆に少
人数では繊細で心洗われるようなハーモニーになります。
一人一人の歌声は小さくても、たくさん集まって溶け合うこ
とによって広がりと深みのある響きが生まれるのです。

合唱とは、複数の人が複数のパートに分かれて歌う形式
のことですが、では、重唱や斉唱との違いはなんでしょうか。
重唱は各パートを受け持つのは一人ずつです。つまり4パー
トあれば4人ということになります。そして斉唱はユニゾンと
も言って全員が一つのパートを歌うことです。

合唱には、声の性質によって様々な分類があります。主な
分類は以下のようになっています。
●女声三部合唱……女性の3つのパートからなる合唱
	 （ソプラノ、メゾソプラノ、アルト）
●男声四部合唱……男性の4つのパートからなる合唱
	 （第1及び第2テノール・バリトン・バス）
●混声4部合唱……男声と女声の4つのパートからなる合唱

（ソプラノ、アルト、テノール、バス）
●児童合唱……	二次性徴以前の男子の場合、ボーイソプ

ラノとして女性パートを歌う場合がある

ヨーロッパの歴史や文化について語るとき、特に音楽の
世界において、やはりキリスト教の存在を無視することはで
きません。

近年、癒し音楽として注目を集めているグレゴリオ聖歌
は、西洋教会音楽の基礎を築いたもので、中世の初期に当
たる8世紀から9世紀頃にかけてヨーロッパで生まれ、以降
カトリック教会の典礼や祈りの場で歌い継がれてきました。
単旋律で歌われる無伴奏の聖歌であり、シンプルでありな
がら非常に美しい旋律が特徴です。通常、楽器の伴奏なし
でラテン語で歌われます。

女人禁制のしきたりが強かった教会の音楽であることを
反映して（女子修道院などの特殊な例を除き）、男声の
独唱ないし合唱によって歌われることが多いです。

また、自由なリズムを持つことが多く、典型的
な拍子にしばられません。これは歌詞の自然な
アクセントに合わせて歌われるためであり、祈りの
言葉が音楽に溶け込むような効果を生み出します。

グレゴリオ聖歌が用いられたクラシック作品とし
ては、ベルリオーズの「幻想交響曲」、リストの「死の
舞踏」、ラフマニノフの「パガニーニの主題による
狂詩曲」などがあげられます。

ルネサンス時代
14世紀頃から始まるルネッサンス時代には、ヨーロッパ

各地の都市国家でヒューマニズム（人文主義）が盛んに
なり、建築や文学を筆頭に文化が大きく変化します。

前述のような中世ヨーロッパは教会支配が強く学問や
生き方まで教会が支配し、自分の自由な表現などというも
のは認められない時代でしたが、世俗の言葉による文学作
品が登場、そして音楽も例外ではありませんでした。リズム
やハーモニーについて新たなスタイルが提唱され、作曲技
法や三和音の概念が確立されました。中世では考えられな
かったような自由を、個人が謳歌できる時代の始まりです。

宗教改革
16世紀初頭の宗教改革では、カトリックの神学者だった

ドイツ出身のマルティン・ルターが、伝統的に一枚岩だった
カトリックを内部から揺るがしました。カトリックに抵抗して

立ち上げられた教派で、ルター派もそこに
含まれるプロテスタントとカトリックの対立
構図を生み出し、ヨーロッパ全土を二分した
のです。

ルターは、聖書のドイツ語訳をはじめ、
カトリックに対抗し新たな挑戦を始めまし
た。それ以前は、ラテン語を読める聖職者
をはじめとするエリートだけが理解でき
れば良いという考え方から、聖書はラテン

語で書かれていました。ルターはこの考え方
にメスを入れました。一般大衆である信徒の
意志を尊重し、彼らが自ら神と向き合って
生きてゆくべきであると考えたからです。そこ

で聖書を日常語であるドイツ語に翻訳し、

万人が聖書の言葉を理解できるようにしたのです。
また、礼拝における讃美歌の導入もこの時期に行われ

た大きな改革の一つです。カトリックの礼拝で歌われるの
はラテン語歌詞のグレゴリオ聖歌が中心でした。従って、
歌うことができたのは聖職者や、特別なトレーニングを
受けた聖歌隊等、一部分の人たちだけでした。しかし
ルターはここでも、信徒一人一人が直接、讃美歌の歌唱を
通じて神を賛美することができるように、ドイツ語歌詞の
讃美歌を取り入れました。また、これらの讃美歌には、一般
大衆に馴染むように、わかりやすく、親しみやすいメロディ
が多用されました。更に、これら讃美歌は単旋律のグレゴ
リオ聖歌と違い、各パートが合わさって美しいハーモニー
を奏でました。まさに、合唱の起源です。

バロック時代（17世紀初頭～18世紀半ば）
この時代の一番の特徴といえばオペラですが、オペラや

オペレッタのように世俗的な内容に対し、オラトリオ（聖譚曲）
はキリスト教的題材をもとにした宗教作品で、劇的、抒情的
な歌詞を題材にした音楽劇です。このオラトリオは、オペラの
ような舞台装置や衣装を使って演技をすることがなく、コン
サートホールや教会で演技なしの演奏会形式で行われます。
主役を演じるソリストに重点が置かれるオペラに対して、オラ
トリオは合唱に重点が置かれていることも特徴の一つです。

また、18世紀は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルに代表
されるように、「聖」と「俗」という対照的な題材を取り入れた
作曲家が台頭した時期でした。

オラトリオの代表作品として、ヘンデルの「メサイア」、ハイ
ドンの「天地創造」、メンデルゾーンの「エリヤ」などがあげら
れます。

かわいい制服も
合唱団の魅力ね！

神様、どうか歌が
上手くなりますように

アーメン！

どうじゃ、ワシの
澄み切った

ソプラノボイス
は！

いや、博士
フツーに
おじさんの
声だけど…？



前回の

「音楽家にまつわるエトセトラ」

面白かったよね！

スターシャちゃんの

ユーチューブも見たよ！

スターシャちゃん、歌が上手くて

ビックリしちゃった！

私のチャンネル見てくれたの！
どうもありがとう！

チャンネル登録もお願いね！？
少しずつだけど、これからも
たくさんの曲を歌っていくから

また、見に来てね！！

気軽に一流のクラシック音楽に触れる機会を、
日本の隅々にまで提供することを目的に、当協会
では1992年から2023年までの32年間で、北海
道から沖縄県に至るまで47全都道府県144市区
町村において419回のコンサートを開催して参り
ました（2020年は社会情勢を鑑み全公演中止）。

全てのコンサートは、日本政府関係各省庁や
開催各地の地方公共団体をはじめ、各種団体、
民間企業のご支援等により、入場無料（一部低廉
な入場料による公演を含む）として開催することが
できました。コンサートに参加された国民の皆様

からは、「とても良いコンサートであった」と高い
評価を頂いております。

また、当協会は平成26年10月に公益社団法人
の認定を受け、より活発な活動を目指していると
ころです。

公益法人制度改革を経て、より一層の法人自立
が求められている中、この素晴らしい事業の永遠
の存続と更なる発展を期して、一人でも多くの国
民の皆様方に、個人賛助会員へのご入会を通じ
て、当協会の活動をご支援頂きたくお願い申し上
げます。

クラシックって楽しいな !
（合唱にまつわるエトセトラ）
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読者の皆さんは楽しんでくれたかの？
本誌を読んだ感想や、今後こんな内容を

取り上げてほしいなどの意見があれば
ぜひ教えてほしいぞ！ 皆さんと共に

楽しいパンフレットが作れれば、
ワシも嬉しいんじゃ！ ワシへの連絡は
hakase@ imea.or.jp  へ、
メールを送ってくれればいいんじゃぞ！

また 「クラシックって楽しいな！」
シリーズに関連する

動画をたくさん
インターネットで

紹介しているんじゃ！
小さい子は

パパやママと一緒に
観るんじゃぞ！

ピックアップ合唱団！ ［国内編］

夢を掴んで！ （三重県津市）
◆セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校 合唱部

三重県津市にある私立中高一貫校のセントヨゼフ女子
学園高等学校・中学校は、現在は三重県内で唯一の女子
校です。同校には音楽の専攻課程はありませんが、「部員
一人ひとりが生き生きと合唱を楽しむこと」を目的に合唱
部が活動しています。同合唱部は国際音楽交歓コンサー
ト2023三重公演に出演し、イタリアのピアニスト、モドゥー
ニョさんとの共演で、「群青」を披露し好評でした。

ところで、同氏は国立ヴェッキ・トネリ音楽院の教授です
が、同音楽院が中心となり、ネットを活用した指導法により
イタリアのオペラを世界各地に広める POLIMNIA という
プロジェクトの総括責任者も務めています。これは、約一年
をかけて世界中の提携先である音楽学校や音楽団体に
オンライン指導を行い、最終的に各国において実際に公
演を行うというものです。これらの提
携先として、アメリカ、フランス、ドイ
ツ、イギリス、イタリア、ベトナム、リ
トアニアの音楽院等が選ばれました
が、わが国唯一の提携先としてセン
トヨゼフ女子学園高等学校・中学校

（合唱部）が選ばれました。
合唱部を指導する伊藤氏が、「今回のプロジェクトの

お話を初めて伺ったとき、信じられない思いでした」と言
われるように、部員の皆さんもとても驚いたそうです。
モドゥーニョ氏曰く、「技術面だけではなく、指導者と部員
が一つになって、和気あいあいと“音楽”を楽しむ姿と、
津の皆さんのあたたかい心に感動した」とのことでした。
合唱部にとって「夢を掴んだ」瞬間ではないでしょうか。

その後、同合唱部は国際音楽交歓コンサート2024三重
公演にも出演し、11月にはイタリアから来日されたモドゥー
ニョ氏、アンドレオーリ氏（パヴァロッティが晩年、活動を
共にした指揮者、ピアニスト）、そしてロシアのオペラ歌手
スターシャ氏と、POLIMNIA事業のリハーサルを行いま
した。「普段身近に感じられないイタリア語に触れることが
できて新鮮でした」、「歌唱に関するアドバイスからイタリア
語の発音まで、至れり尽くせりでご指導いただき、あっとい
う間に4時間が過ぎていきました」、「嬉しさ半分、心配半分
の状態でしたが、いざお会いし練習を始めると、とてもフレ
ンドリーに発音や歌い方などを教えてくださいました」、

「今回のリハーサルで私は、音を楽しむのは世界中の共通
言語だと改めて感じました」等、部員の皆さんは様々なこと
を感じました。また、伊藤氏は「提携団体のほとんどは音楽
を専門に学ぶ機関ですが、その中に本校のような専門知識

のない素朴な中高生の合唱団体が参加させていた
だくことでどのような音楽が生まれるのか、私自身と
ても楽しみにしています」と感想を述べられました。
最終公演を成功させて全国の合唱団体に夢と希望
を見せてもらいたいです。

東日本震災を乗り越えて！（福島県南相馬市）
◆MJCアンサンブル

MJCアンサンブルは南相馬市内の小中学校で合唱部の
廃部が相次いだことがきっかけで2009年6月に設立しまた。
指導者の金子氏によると、MJCアンサンブルは、部活動や
サークルと違い、子供たちの「歌いたい」という思いから
自然発生的に出来た合唱団で、コンクール入賞などを競う
のではなく、南相馬市の
子供たちの合唱文化を
絶やさないことを第一
目標にしています。

それぞれのメンバー
が学校で部活動などに
所 属しており、全員が
揃って練習する時間が

なかなかとれないため、ネットを活用した自主練習を通じ、
集中してパフォーマンスを向上させるという方針を徹底して
います。東日本大震災でメンバーが全国各地に避難する
など、様々の困難を乗り越えて活動を継続し、震災後の
公演活動はウィーン少年合唱団との共演をはじめ、国内
外において280回に届こうとしています。

昨今の少子化による団員数の減少、さらにコロナの大
流行による致命的なダメージを受けながらも、今年設立
15周年を迎えました。また、国際音楽交歓コンサート2023
南相馬公演に出演し、市内小学校の生徒たちと一緒に

「世界がひとつになるまで」を、また、ロシアのオペラ歌手
スターシャ氏との共演で、「花は咲く」を披露しました。

当協会主催事業では開催各地区に於いて地元青少年音楽団体との共演等を積極的に　 　推進しています。これまでに数多くの団体とノ間で実績を積み重ねてきましたが、近年共演した2団体を紹介したいと思います。

合唱とソロの違い

合唱団とは声楽アンサンブルであり、そのメンバーは指揮者の
指揮の下、さまざまな声質で音楽を共同で演奏します。合唱団の
このような定義は、さまざまな情報源で見つけることができます。
しかし、そもそも合唱団とは何なのでしょうか？合唱団で歌ってい
るだけでなく、ソリストとしても活動している生徒たちと仕事をする
とき、私はいつも重要な質問をします。「何になりたいのですか？」
ということです。合唱団に残るのか、将来的にはソリストになり
たいのか。なぜなら、これら2つはまったく異なるものだからです。

一般的にソロで歌うことはより難しいと考えられています。なぜ
なら、ソロで歌う場合、すべての責任はソリストにのみあり、歌って
いる瞬間にはすべての注意がソリストだけに集中し、すべての欠点
や間違いに観客がすぐに気づくからです。確かにその通りです。
一方で、合唱団って何人で歌うのですか？ 10人、20人、もしか
したら50人以上の大人数かもしれません。そしておそらく音楽に
直接携わっていない人たちの多くは、また中には音楽家であっても、

「合唱団にはたくさんの人がいるから、全力で歌う必要はないし、

スターシャ (STasha)
オペラ歌手（ソプラノ）
元グネーシン劇場オペラスタジオソリスト

疲れたら適当に休むこともできる」と、考えているのではない
でしょうか？ 本当にそうなのでしょうか？ 答えは「いいえ」です。

ソリストになる前、私は合唱団で歌っていましたが、自信を持っ
て言えます。合唱団は一人一人が重要な組織であり、それらが
集合した一つの身体のようなものです。一人の歌手が歌うのをや
めると、その身体は体調を崩してしまいます。合唱団において、
ある歌手が他の歌手の後ろに「隠れる」ことができるというのは
事実ではありません。各声のグループにはそれぞれに存在理由と
音楽的意味があります。そして、各グループの構成要員全員が
重要で、1人でも曲の学習が不十分だったり、歌っている間に
単に休んだり（別の目的のために敢えて休む場合はこれにあたり
ません）したために、グループ全体が文字通り崩壊する可能性が
あります。曲がうまく聞こえるかどうかは一人一人の歌手にかかっ
ています。合唱団では各々の歌手は規律、チームワーク、責任感
を習い、聴覚と記憶力も養います。合唱団で歌うには、音楽リテラ
シー、音符を明確にイントネーションする能力、そして他の合唱
団員の声を聞く能力など、特定のスキルが要求されます。合唱団
では、面白くて美しい音楽をたくさん学ぶことができます。合唱団
で歌うことは決して簡単ではありません。場合によっては、長い
勉強が必要な非常に複雑なパートもあります。また、合唱団で
歌うことは、時には声と身体に大きなストレスを感じます。しかし、
これらすべてを含めて、それは素晴らしい芸術です。私は合唱音
楽を崇拝し、それを神聖なものだと考えています。なぜなら、その
起源は教会にあるからです。

「花は咲く」
共演動画は
こちらから▶

公益社団法人国際音楽交流協会
関連動画を
　　　　　で公開中！

公益社団法人国際音楽交流協会

日本大好き！ 
スターシャ歌唱動画を
　　　　　で公開中！

STasha

で公開中！
日本大好き！ 
スターシャ歌唱動画

「クラシックって楽しいな！」関連動画
（公益社団法人国際音楽交流協会）

STasha

国際音楽交歓コンサート2024三重公演アーティスト、
地区主催者（井村屋グループ株式会社）の皆さんと一緒に


