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ま
し
た
が
、
テ
レ
ビ
を
介
し
て
一
気
に
広

ま
り
だ
し
た
の
が
こ
の
こ
ろ
で
、
誰
も
が

知
っ
て
い
る
「
歌
謡
曲
」
に
代
わ
っ
て
、

新
し
い
時
代
の
「
Ｊ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
」
が
力
を

持
ち
始
め
た
時
期
と
一
致
し
て
い
ま
す
。

豊
か
さ
が
歌
謡
曲
全
盛
期
を
つ
く
る

「
歌
は
世
に
つ
れ
世
は
歌
に
つ
れ
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
流
行
歌
と
時
代

や
世
相
は
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。

七
〇
〜
八
〇
年
代
は
、
戦
後
の
日
本
が

い
ち
ば
ん
元
気
だ
っ
た
と
き
で
す
。
高
度

経
済
成
長
に
よ
っ
て
景
気
が
よ
く
な
り
、

人
々
の
中
に
は
高
揚
感
が
あ
っ
て
、
総
中

流
と
い
う
マ
ス
の
意
識
が
生
ま
れ
た
時
代

で
す
。

敗
戦
後
の
国
民
が
一
致
団
結
し
て
頑
張

り
、
そ
れ
が
暮
ら
し
の
豊
か
さ
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
変
化
を
象
徴
し
て

い
た
の
が
テ
レ
ビ
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
家

じ
つ
は
、
そ
の
年
の
流
行
歌
と
流
行
歌

手
だ
け
で
は
紅
白
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

た
の
が
八
七
年
か
ら
で
す
。
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
歌
手
や
童
謡
の
歌
手
が
こ
の
年
か
ら
出

場
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
ア
イ
ド
ル
、
演
歌
、
ポ
ッ
プ
ス
と
ジ
ャ

ン
ル
の
違
い
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
テ
レ
ビ

で
よ
く
流
れ
た
流
行
歌
の
歌
い
手
が
、
一

年
を
代
表
す
る
歌
手
と
し
て
出
場
し
て
い

た
。
し
か
し
そ
れ
が
難
し
く
な
り
、
八
七

年
に
は
選
考
方
法
を
変
え
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
ん
で
す
。

九
二
年
に
は
由
紀
さ
お
り
に
よ
る
唱
歌

『
赤
と
ん
ぼ
』
が
紅
組
の
ト
リ
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
紅
白
の
歴
史
か
ら
す
る
と

画
期
的
な
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
ト
リ

は
、
大
物
演
歌
歌
手
で
あ
る
こ
と
が
不
文

律
で
し
た
か
ら
ね
。

こ
の
あ
た
り
は
、
ち
ょ
う
ど
「
小
室
フ

ァ
ミ
リ
ー
」
が
登
場
し
て
き
た
時
期
で
す
。

Ｊ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
と
い
う
言
葉
は
す
で
に
あ
り

ら
歌
は
参
加
す
る
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ

た
。
そ
れ
以
前
の
ア
イ
ド
ル
歌
手
の
取
っ

て
つ
け
た
よ
う
な
振
付
で
は
な
く
、
表
現

と
し
て
の
ダ
ン
ス
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
こ

と
は
、
平
成
初
期
の
ヒ
ッ
ト
が
生
ま
れ
る

仕
組
み
と
し
て
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
方
の
歌
謡
曲
は
、
テ
レ
ビ
と
一
心
同

体
で
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

歌
番
組
の
代
表
と
い
え
ば
大
晦
日
の

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
紅
白
歌
合
戦
」
で
す
が
、
視
聴

率
は
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
七
〇
％
ぐ
ら
い

あ
り
ま
し
た
。
都
は
る
み
の
引
退
と
森
昌

子
の
引
退
が
八
五
年
前
後
、
そ
の
あ
た
り

ま
で
は
七
〇
％
程
度
あ
っ
た
視
聴
率
が
、

以
降
急
速
に
落
ち
込
ん
で
い
き
ま
す
。
現

在
は
四
〇
％
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
視
聴

率
の
世
界
で
四
〇
％
と
い
え
ば
、
た
い
へ

ん
な
数
字
に
な
り
ま
す
が
、
一
方
で
紅
白

の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
も
は
や
懐
か
し
の
歌
な

ど
を
持
っ
て
こ
な
い
と
成
り
立
た
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
。

オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
に
行
き
、
み
ん
な
で
歌
っ

て
楽
し
む
。
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
に
な
っ

て
き
た
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
Ｊ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
に
な
っ
て
か
ら

も
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
主
題
歌
を
聴
い
て

「
い
い
な
」
と
思
え
ば
Ｃ
Ｄ
で
購
入
す
る

と
い
っ
た
、
テ
レ
ビ
と
の
関
係
性
は
ま
だ

残
り
ま
し
た
が
、
安
室
奈
美
恵
を
は
じ
め

と
す
る
「
小
室
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
台
頭
で

歌
と
ダ
ン
ス
が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
そ
こ
か

く
、
社
会
背
景
や
音
楽
の
楽
し
み
方
自
体

が
昭
和
と
平
成
で
か
な
り
変
質
し
た
と
思

い
ま
す
ね
。「
み
ん
な
で
歌
え
る
歌
」
か

ら
「
み
ん
な
で
歌
っ
て
踊
っ
て
楽
し
む

歌
」
へ
│
│
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
表
現
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

昭
和
の
歌
謡
曲
は
基
本
的
に
テ
レ
ビ
を

通
し
て
聴
き
楽
し
む
も
の
で
し
た
。
対
し

て
Ｊ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
は
参
加
す
る
音
楽
で
す
。

Ｃ
Ｄ
シ
ン
グ
ル
を
買
っ
て
聴
い
て
、
カ
ラ

歌
謡
曲
か
ら
Ｊ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
へ

歌
の
か
た
ち
は
一
九
九
〇
年
前
後
で
大

き
く
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
偶
然
で
す
が
昭
和
と

平
成
の
境
目
で
も
あ
り
、
昭
和
の
歌
が

〝
歌
謡
曲
〞
だ
と
す
れ
ば
、
平
成
に
入
っ

て
か
ら
は
〝
Ｊ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
〞
に
変
わ
っ
て

い
く
。
呼
び
方
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
は
な

●おおた・しょういち　1960年富山県生
まれ。テレビ、アイドル、歌謡曲、お笑い
など、メディアとポピュラー文化をテーマ
に執筆活動を行なう。著書『紅白歌合戦と
日本人』『アイドル進化論──南沙織から
初音ミク、AKB48まで』（筑摩書房）、『中
居正広という生き方』（青弓社）など。

太田省一
社会学者

誰
も
が
歌
え
る
の
は『
蛍
の
光
』と『
君
が
代
』だ
け
？

や
が
て
そ
ん
な
時
代
に
な
り
か
ね
な
い
ほ
ど
、

ヒ
ッ
ト
曲
が
わ
か
ら
な
い
。歌
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。

歌
と
世
の
中
の
関
係
を
太
田
省
一
さ
ん
に
聞
い
た
。（
敬
称
略
）

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
は
イ
ヤ
、も
っ
と
肯
定
し
て
ほ
し
い

歌
と
日
本
人
の
関
係
を
探
る


