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日本の政治はどうしようもない状態だが、ただ嘆くばかりではし

ょうがない。その原因をとことん考えてみたほうがいい。

この10年、リーグーの資質がない人物が、つぎつぎ首相に選ばれ

た。 森喜朗氏が首相になったのは、まさしく、彼が無~能だ(操縦し

やすp)と思われたからである。

ではなぜ、無能な首相が選ばれるのか。

それは自民党の派閥力学にもとづく 。自民党が選出する総裁は、

そのまま国会で首相の指名を受ける。憲法の建て前は議院内閣制

だが、その実態は、自民党内閣制だ。自民党の過半数をおさえれ

ば、自民党が国会の過半数をおさえるから政権を担当できる。

自民党にはだいたい5つぐらいの派閥グループ。がある。そのうち

3つの派閥が主流派を構成する。主流派のうち首相候補を出さな

L 、2派閥は、無能な人物を首相に担ぐほうが自派の影響力を発障

できる。派閥の幹部たちも同じように考えるから、派閥のトップに

もしばしば無難(無能)な人物がすえられている。

政治をよくする第一歩は、国民が、すぐれたリーダーを首相に選

ぶことである。政権を担う二大政党が、首相候補を党首に立てて

総選挙を戦う。国民はそれをみて段票し、つぎの政権が成立する。

これが議院内閣制の予想する民主主義のルールだ。ところが自民

党内閣制では、凡庸な人物が選ばれ、国民は手が出せない。連立

時代になっても、派閥が増えたようなもので、力学は変わらなかっ

た。

それなら、何が必要かとてもはっきりしている。

L、ちばん簡単なのは、自民党が制度改革をすることだ。すぐれた

資質と指導力がなければ、自民党のリーダーになれない仕組みをつ

くる。総裁公選は定着しなかったが、狙いはよかった。アメリカの

大統領予備選みたいな仕組みをつくり、凡庸な政治家はふるい落

とされてしまう長丁場の政策論争レースを行なうとよい。

自民党が改革をする気がなければ、国民が野党に投票し、政権

を交代させることである。いまの野党は頼りないが、よほど、頑張っ

て自民党より先に自己改革してもらう。

さもなければ議院内閣制をやめて、首相公選にするのも一案だ。

憲法を改正して、内閣(政府)と議会の役割を定義しなおす。

大仕事だが、どれかをや(らせ)ると国民が覚悟することである。
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『ポピュラー音楽研究jの第 4号をお手元にお届けできることになった。今号は

とりわけ、過去の遅れを取り戻し、やっと本来のペースに戻すことができたのが

嬉しい。関係者のご尽力、ならびに会員諸兄姉の支援のたまものと感謝する。

音楽という感性的な対象を、文字の集積である論文によって追いかけることの

歯がゆきゃいらだたしさを、書き手も読み手もきっとときどき感じるのではない

だろうか。世の中の多くの人びとにとっては、音楽は演奏するもの、歌うもの、

そして聴くものであり、文字(ましてや論文)は必要ない。けれども、音楽がい

ったん、もっと大きな文脈のなかに置かれて、音楽以外のものと関係し、音楽と

してあることの意味を問われるとなると、音楽を音楽の外から意味づける方法、

すなわち文字は不可欠となる。音楽産業しかり、音楽教育しかり、音楽政策しか

り、音楽美学しかり、音楽の歴史しかり。

音楽研究も、そうしたもののひとつである。そしてこれらが、

より豊かな可能性を聞いていくものであると期待しよう。

ますます多くの投稿が寄せられますように。

(橋爪大三郎)

音楽の世界に、

iJ . 
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東京工業大学教授(社会学)

橋爪大三郎
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役
割
と
は
何
か
。

社
会
学
者
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ

l
ソ
ン
ズ
は
「
相
互
行
為
の

安
定
し
た
パ
タ
ー
ン
」
と
言
っ
。
相
手
に
対
す
る
予
期
が
成

同
立
ち
、
相
互
行
為
が
安
定
す
る
の
が
役
割
の
特
徴
で
あ
る
。

決
ま
っ
た
役
割
が
あ
る
と
、
た
ま
に
は
追
う
こ
と
を
し
た

く
な
る
の
が
人
間
だ
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
の
人
は
そ

の
役
割
に
応
じ
た
行
動
を
す
る
も
の
と
周
聞
か
ら
期
待
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
外
れ
に
く
く
な
る
か
ら
だ
。
自
分
に
と
っ
て

は
負
拘

E
な
っ
て
も
、
相
手
の
行
動
を
予
測
で
き
る
の
が
役

割
の
メ
リ
ッ
ト
だ
。
あ
る
程
度
コ
ス
ト
を
分
担
し
合
い
、
自

由
を
犠
牲
に
し
て
互
い
を
縛
る
|
|
役
割
に
は
、
社
会
的
行

為
を
円
滑
に
進
め
る
と
い
、
っ
作
用
が
あ
る
。

役
割
が
特
別
な
か
た
ち
を
成
し
た
も
の
と
し
て
、
官
僚
制

が
挙
げ
ら
れ
る
。
官
接
制
と
は
、
あ
る
特
定
の
目
的
の
た
め

に
、
権
限
と
責
任
が
明
確
に
分
化
し
、
機
械
の
よ
う
に
動
い

て
い
く
組
織
を
い
う
。
部
長
・
課
長
な
ど
の
職
階
が
あ
る
、

文
書
で
仕
事
を
す
る
、
出
社
・
退
社
時
間
が
明
舵
な
ど
、
官

庁
や
企
業
は
み
な
そ
う
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

1
バ
ー

は
、
「
近
代
社
会
は
宮
僚
制
化
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

企
業
が
官
僚
制
化
す
る
の
は
、
市
場
が
そ
の
正
反
対
だ
か

ら
だ
。
市
場
は
自
由
で
、
安
定
し
た
社
会
関
係
が
な
い
。
そ

こ
で
は
、
消
費
者
が
よ
り
品
質
の
よ
い
も
の
、
安
い
も
の
を

求
め
る
た
め
、
競
争
が
起
き
、
企
業
の
信
用
が
問
わ
れ
る
。

「
あ
の
会
社
の
製
品
な
ら
大
丈
夫
」
と
い
う
消
費
者
の
信
頼

が
あ
れ
ば
、
市
場
で
安
定
的
に
商
品
を
売
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
企
業
は
厳
し
い
品
箕
官
理
を
哲
つ
が
、
そ
れ
に
は
人

聞
の
管
却
が
必
要
。
ゆ
え
に
官
僚
制
が
発
達
す
る
。

官
僚
制
は
同
じ
事
柄
の
繰
り
返
し
に
は
向
い
て
い
る
が
、

突
発
的
な
状
況
に
は
対
処
で
き
な
い
。
高
度
経
済
成
長
則
の

護
送
船
団
方
式
に
よ
っ
て
、
日
本
人
止
業
は
官
僚
制
に
則
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
組
織
に
働
く
人
々
も
、
そ
れ
に
迎
合
し
す
ぎ

て
し
ま
っ
た
。

人
は
、
家
庭
や
地
域
社
会
な
ど
い
く
つ
も
役
割
が
あ
っ
て

よ
う
や
く
バ
ラ
ン
ス
す
る
。
さ
も
な
い
と
、
役
割
が
人
格
に

焼
き
っ
き
、

A
-君
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い
人
間
に
な
っ
て

し
ま
う
。
無
怠
識
の
う
ち
に
、
相
手
の
行
動
や
市
場
が
予
測

で
き
る
と
問
ザ
つ
ま
で
に
な
る
。
現
実
に
は
気
ま
ぐ
れ
な
消
費

者
や
若
手
の
不
可
解
な
行
動
に
当
惑
す
る
ば
か
り
で
、
苦
し

む
こ
と
に
な
る
。

役
割
に
依
存
し
す
ぎ
て
思
考
ま
で
パ
タ
ー
ン
化
し
て
し
ま

う
と
、
健
全
な
批
判
も
で
き
な
く
な
る
。
批
判
に
は
、
ま
ず

相
手
の
一言
う
こ
と
を

-
0
0
%信
じ
る
素
直
さ
が
必
要
だ
。

一
度
相
手
に
同
化
し
て
考
え
、
初
め
て
そ
の
矛
盾
に
気
づ
く
。

そ
れ
を
言
葉
に
し
て
質
問
し
、
よ
う
や
く
批
判
の
か
た
ち
に

な
る
。
健
全
な
批
判
の
な
い
組
織
が
ど
う
な
る
か
は
、
言
、
つ

ま
で
も
な
い
。

人
聞
が
互
い
を
支
え
合
う
場
所
は
、
カ
ネ
を
介
さ
な
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ
の

一
角
に
カ
ネ
を
介
す
る
市
場
が

あ
る
。
市
場
が
あ
っ
て
企
業
は
存
在
す
る
。
こ
の
順
番
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
企
業
が
な
く
と
も
人
は
生
き
て
い
け
る
。

人
格
か
ら
役
割
を
い
つ
で
も
は
が
せ
る
よ
う
、
い
ろ
い
ろ
な

役
割
を
担
う
こ
と
が
自
立
し
た
個
人
に
つ
な
が
る
。

-
-
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司
川
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省

き
も
の
。
ル
ー
ル
を
守
ら
な
け
れ
ば
競
技
は
成
り

立
た
ず
、
む
き
出
し
の
戦
い
に
な
る
。
ル
ー
ル
を
守

っ
て
行
な
う
競
技
は
、
友
好
(
む
き
出
し
の
戦
い
は

し
な
い
と
い
う
約
束
)
の
表
明
だ
白

サ
ッ
カ
ー
の
ル
l
ル
は
単
純
で
、
人
間
の
本
能
に

訴
え
る
。
し
か
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
対
ウ
ェ
l
ル
ズ

な
ど
、
地
域
対
立
の
記
憶
を
は
ら
む
。
フ
l
リ
込

ン
の
む
き
出
し
の
暴
力
と
も
背
中
あ
わ
せ
。
日
邑

両
国
が
共
催
を
友
好
的
に
や
り
と
げ
る
か
、
世
界
-

が
注
視
し
て
い
る
。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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今
回
は
い
つ
も
と
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。

書
評
と
か
本
の
紹
介
と
か
で
は
な
い
。
ぼ

く
が
自
分
で
勉
強
し
て
み
た
か
っ
た
。
た

だ
そ
れ
だ
け
で
す
。
テ
キ
ス
ト
は
橋
爪
大

三
郎
さ
ん
の

「世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会

学
入
門
』
(
筑
摩
書
房
)
を
使
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
勉
強
の
対
象
は
宗
教
で
す
。

い
っ
た
い
ぜ
ん
た
い
な
ん
で
宗
教
の
勉

強
な
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る

「
同
時
多
発
テ
ロ
」
の
せ
い
で
す
。
あ
の

日
以
来
、
テ
レ
ビ
は
ず
っ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
と
ワ
シ
ン
ト
ン
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と

パ
キ
ス
タ
ン
の
こ
と
ば
か
り
放
送
し
て
い

ま
す
。
ア
ル
カ
イ
ダ
が
ど
う
の
、
と
か
、

後
方
支
援
が
ど
う
の
、
と
か
。
中
東
専
門

家
や
ら
元
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
や
ら
軍
事
専

門
家
が
か
け
も
ち
で
出
演
し
て
喜
々
と
し

て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
で
も
、
な
ん
か
変
。

釈
然
と
し
な
い
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
も

っ
と
困
っ
た
こ
と
に
な
に
が
わ
か
ら
な
い

の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
と
に
か
く
、

ぽ
く
は
宗
教
の
こ
と
を
勉
強
し
て
み
た
い

と
思
っ
た
の
で
し
た
。

い
ち
ば
ん
最
初
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
と
こ

ろ
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
ま
ず
驚
き
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
知
っ
て
ま
し
た
か
。
ぼ
く
は
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知
っ
て
い
た
:
:
:
と
断
言
で
き
ま
せ
ん
。

知
っ
て
い
た
、
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
あ

る
い
は
な
ん
と
な
く
そ
う
感
じ
て
い
た
だ

け
な
の
か
も
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
な
ん

く
な
る
の
が
人
情
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、

「
そ
れ
は
、
お
お
間
違
い
。
神
が
、
三
人

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ヱ
ホ
パ
と

は

g
z
m
(あ
り
で
あ
る
者
)
と
い
う
意

味
で
、
名
前
で
は
な
い
。
ア
ッ
ラ
1
も
『神
』

と
い
う
普
通
名
詞
で
、
名
前
で
な
い
。
一

神
教
で
は
神
は
一
人
だ
け
な
の
で
、
名
前

は
必
要
な
い
の
で
す
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
三

つ
の
神
は
同
一
人
物
。
エ
ホ
バ
H
父
な
る

てーが
佐

荷

隠
滅

伊〆て

~%~9 
6届

ゑ
言
@ 

の
こ
と
か
?
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
な
ん
で
す
が
、
「
天
に
ま
し
ま
す
我
ら
の

父
」
で
す
ね
。
そ
れ
は
知
っ
て
る
。
そ
れ

か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
は
?
ア
ッ
ラ
l

の
神
。
そ
う
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
ユ
ダ
ヤ
教

の
神
は
?
エ
ホ
バ
の
神
。
当
た
り
。
で

は
、
こ
の
三
人
、
い
や
三
神
の
関
係
は
?

み
ん
な
一
神
教
だ
か
ら
、
本
当
の
神
の
位

置
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
|
|
』
と
言
い
た

イ
ラ
ス
ト
・
題
字
H
し
り
あ
が
り
寿

神
H
ア
ッ
ラ
ー
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ

ム
教
徒
に
も
十
分
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

知
ら
な
い
の
は
日
本
人
だ
け
で
す
」

す
る
と
で
す
ね
、
ア
ル
カ
イ
ダ
の
ス
ポ

ー
ク
ス
マ
ン
や
ピ
ン
ラ
デ
イ
ン
さ
ん
が

「
ア
ッ
ラ
l
の
神
に
栄
え
あ
れ
」
と
言
っ

た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち
が
「
ゴ
ッ
ド
・

プ
レ
ス
・
ア
メ
リ
カ
」
と
歌
っ
た
り
し
て

‘ 

定受⑨橋

事実

郎

『
ヰ
屯
在
準
備
中
の
仕
事
は
、
『
平
成
じ

ゃ
な

王
，
い
か
体
宣
言
工
メ
タ

ロ
l
グ
〉
、
『
は

じ
め
て
の
言
語
ゲ

l
ム』

(講
談
社
)
、
中
国

論
集
、
書
評
集
、
『
ポ
ス
ト
戦
後
の
正
統
論
』

(
勤
草
書
房
)
、
な
ど
で
す
。
順
調
に
、
執

筆
・
刊
行
で
き
る
と
よ
い
の
で
す
が
。

い
る
の
だ
が
そ
れ
は
同
じ
神
さ
ま
の
こ
と

を
言
っ
て
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
い
や
、
神
さ
ま

自
身
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

G

7
と
か
G
8
と
か
い
っ
て
、
大
統
領
や
首

相
が
集
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
話
し

合
う
ら
し
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
神
さ

ま
に
三
人
(
?
)
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
テ

ロ
問
題
を
話
し
合
っ
て
も
ら
う
G
3
の
方

が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
な
が
ら
、
ぼ
く
は
橋
爪
さ
ん
の

本
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
パ

l
ト
を
読
ん
で
い

た
の
で
し
た
。
い
や
、
恥
ず
か
し
い
こ
ん
』

は
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
「
死
ん
だ
ら

ど
う
な
る
の
か
?
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
。

「
死
後
の
世
界
の
こ
と
を
考
え
る
の
が
宗

教
だ
と
、
日
本
人
は
思
っ
て
い
る
よ
う
で

す
」
と
橋
爪
さ
ん
は
書
い
て
い
る
。
あ
っ
。

ぼ
く
も
そ
う
だ
。
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
み
た
い
な
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
「
最
後
の
審
判
の
日
に
、

死
者
も
全
員
復
活
し
て
、
裁
き
を
受
け
る
」
、

だ
か
ら
そ
れ
ま
で
「
死
者
は
墓
地
で
ね
て

待
っ
て
い
る
」
だ
け
だ
そ
う
で
す
。
「
イ
ス

ラ
ム
教
も
だ
い
た
い
同
じ
」
。
ユ
ダ
ヤ
教
は

と
い
う
と
「
死
ね
ば
土
く
れ
に
な
っ
て
し

ま
う
」
か
ら
「
死
者
な
ど
は
存
在
し
な
い
」
。

木
村
太
郎
も
戦
争
の
話
は
い
い
か
ら
こ

う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
な
い
か
。

言

っ
て
く
れ
ん
よ
な
。
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