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Summary 

The question on the value of culture and economic value has been discussed in the cultural 
economics recently. But it is the artists who have long taken it seriously, for it is always a big 
problem for them how and where to locate their presence or the aesthetic value of their 
activities in the society. It is an essential matter for the higher education of arts and music, 
alike. This paper focuses on the phase and trend of two Japanese social systems, the cultural 
public support for the arts and culture and the social security systems for musicians, and 
illustrates the necessity of career education for musicians in the higher education. 
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I は じ め に

経済的価値 と 文化的価値 を め ぐ る 議論 が、 近年文化経済学の 領域 に お い て 盛ん に 行わ れて い る 。 実
際、 芸術家 と っ て 生命線か の よ う に 扱わ れて き た 公的支援 を 支 え る こ の 学問 分野では、 美 的価値 に つ
い て の 議論 は慎重 に 回避 さ れ て き た （ ( ) 0 し か し なが ら 、 A. ク レ ー マ ー の価値 に 関 す る 再提示や H. ア
ビ ン グ に よ る 例外的経済 と 芸術神話説 を 待た ず と も 、 こ の 問題 が現実的 に 不可避で あ る こ と を 誰 よ り
も 感 じ て い た の は、 芸術家 自 身で あ ろ う 。 社会 が期待す る 芸術家像 と 、 現実 に 生 き る 芸術家の 生活 に
は、 時 と し て 大 き な 隔た り が あ る が、 一 人 の 人 間 と し て 生 き る こ と で き な け れ ば、 創作活動 は で き
な い。 文化的価値や美的体験 に お け る 価値 を 、 あ る い は 自 己 の 存在 と 活動 を 社会 の 中 で ど の よ う に 位
置づけ る の か と い う こ と は、 芸術家 に と っ て常 に 切実な 問題 で あ る 。 同 時 に 、 そ の 養成機 関 で あ る 音
楽大学な ど の 高等教育機関 に と っ て は 、 教育指針 の根本 に か か わ る 問題 で も あ る 。

本稿は、 公的文化支援 と 社会保障 と い う 二つ の 社会制度か ら 、 わ が国 に お け る 音楽家 の 職業的位置
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づ け と 特性 を 考 え 、 高等教育 に お け る キ ャ リ ア 教育 の必要性 に つ い て、 省察 を 試み る も の で あ る 。

Il 社会制度か ら み る 芸術家

1 . 公的文化支援 と 芸術活動

芸術活動 は本質的 に 自 己性 と 自 他性 を 併せ持つ行為で あ り 、 い か に 「芸術 の た め の 芸術」 と い う ロ
ジ ッ ク が確立 さ れ よ う と も 、 時 に権 力 の象徴 と し て、 時 に 生産効率 の 良 い 市民生活 を 持続 さ せ る た め
の 社会装置 の 一部 と し て、 政治利用 さ れて き た事実が あ る 。 こ の 点 に お い て、 芸術活動 は そ の 「外部
性J （ 引 を 失 っ て き た こ と は な か っ た。 芸術至 上主義 の 幻影 の 中 で さ え 、 活動 は作 品 と い う 形 で昇華す
る 事 に よ っ て、 公共 の 財 と し て社会 に様 々 な効用 を も た ら し て き で い る 。 現代 の 芸術活動 に 目 を 向 け
れば、 地域 の 文化継承 の担 い 手 と し て の役割 を 果た し て い る だけ で な く 、 多 く の 場合、 芸術活動 自 体
に 内在す る 経済的矛盾 に よ っ て、 芸術家は文化形成 の見 え な い 費用 を 負担 し て い る 。 す なわ ち 、 自 己
目 的 を 達成す る 行為 自 体が、 すで に 公共性 を 担 っ た行為で あ る と 考 え る こ と がで き る 。

前衛的 な芸術 に お い て は、 市場原理では活動そ の も の が成立 し な い だけ で な く 、 芸術家 の意 図 と 享
受者 の 満足度が即時 に 一致 し な い 状況 も 起 こ り う る 。 し か し 、 こ の 場合 で も 芸術家 の 理想 を 達成す る
こ と が必ず し も 享受者の 利益 を 損ねて い る と も い え な い。 趣味や噌好性 の 強 い 領域は、 他 の 領域 に 比
べ は る か に 可変 的で あ る だけ で な く 、 時間軸 を 大 き く 捉 えれば、 個 人 と し て の 経験や蓄積は 文化形成
の過程で社会 に還元 さ れ て ゆ く 。 こ の こ と は文化支援 の根拠で あ り 、 文化政策 の意味す る と こ ろ で も
あ る 。 経済学的視点か ら の 分析 を 加 え る こ と よ っ て、 市場経済 の 中 で は淘汰 さ れ る 可能性 も あ る 芸術
に 公的支援 の根拠 を 示 し 、 文化政策 を理論的 ・ 数値的 に支 え て き た の が文化経済学で あ り 、 そ の功績
は現代 を 生 き る 芸術家 に と っ て 非常 に大 き い。

一方、 公的な文化助成 は、 芸術家 の活動 を 支援す る も の で あ る と 同 時 に 、 そ の活動 に対 し て経済的
価値 を 与 え て い る 制度で も あ る 。 大 き な公共性 を も っ と 認 め ら れ る 芸術作品 が、 高 い 評価 を 得て公 的
文化支援 を 受 け て い る と 仮定 し た 場合、 そ の評価基準は ど こ に 定め ら れて い る の か 。 理論的 に は、 芸
術家は最終的 に 想定 さ れ る 「公共a生」 に むか つ て活動 を 行 っ て い る と も い え る か も し れ な い。 上記 の
よ う に 、 様 々 な外部性 こ そ、 芸術家 の経済基盤 を 支え て き た も の だか ら で あ る 。 し か し な が ら 、 実 際
の 創作過程 に お い て は、 それが何な の か を 意識す る こ と は、 時 と し て個 の表現活動 の追求 に相反す る 。
さ ら に、 現代 の 細分化 さ れ た コ ミ ュ ニ テ ィ や地域性 の強 い 参加型芸術 に お い て は、 独 自 の価値観が形
成 さ れ、 固有 の 文化的価値が生み 出 さ れて い る 。 そ こ に は 国家 レ ベ ル よ り 小 さ な公 の 存在が あ り 、 そ
こ で求 め ら れ る 美的価値 の 質 も ま た異な る 。

90年代以降、 メ セ ナ活動 の広が り と 文化施策 ｛ 別 に よ っ て、 さ ま ざ ま な企業助成 ・ 公的助成が創設 さ
れ、 芸術家 に活動資金 を も た ら し た。 が、 同 時 に芸術家 を 余儀な く 新 た な 資金獲得競争 に 巻 き 込 む こ
と に も な っ た と い え る 。 そ し て文化政策が、 確立 さ れた狭義 の 「芸術」 の 保護か ら 、 創造へ の支援へ
と そ の方向性 を 広 げる に従 い 、 現代芸術家 に と っ てそ の 採択基準は大 き な意味 を も つ よ う に な っ て い
る 。 各種の 助成金 を 得て行 う 活動が公 に認め ら れた 芸術活動で あ る の で あ れ ば、 ま た そ れが主た る 財
源 と な る 活動 を 行 え る こ と が公 に 認め ら れた芸術家 と さ れ る の な ら ば、 芸術 と は何か と い う 根本的 問
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題、 あ る い は何が助成金 を 得 ら れ る 公 の 芸術な の か と い う 聞 い が、 芸術活動 の 実質 と 常 に 密接な 関 わ
り を持つ こ と に な る か ら で あ る 。

文化政策論 に お い て、 そ の 美的価値 の 根拠が長 い 間不 問 に さ れて き た こ と に つ い て は、 こ れ ま で も
繰 り 返 し 指摘 さ れて き た。 先端芸術 の 美的 ・ 文化的価値 を 判 断す る こ と の 難 し さ は こ こ で述べ る ま で
も な い が、 助成金 を 獲得 し た 芸術活動 は、 少な く と も そ の 資金投与 に価す る 芸術で あ る と い う 社会 的
評価 を 得た こ と に な る 。 それが公的助成で あ れ ば影響力 は大 き い 。 芸術文化振興助成基金 に よ る 「先
駆的 ・ 実験的芸術創造活動」 部門 の 申 請 にお い て は、 評価基準 に 芸術団体 ・ 芸術家 の 「過去 の 実績」
が大 き く 問 わ れて い る が、 そ の 実績 の 一部 を 作 っ て い る の も ま た助成制度 で あ る 。 山

こ の よ う な こ と は、 助成 に 限 ら ず芸術家 自 身 の実績が問わ れ る あ ら ゆ る 場面で想定 さ れ る 。 そ し て
同様 に 、 実績 自 体 に 本 当 に 質 が担保 さ れて い る の か と い う こ と に つ い て の議論 は、 慎重 に 避 け ら れ て
き て い る よ う に も み え る 。 山 他 の 生産 品 に 付与 さ れ る 経済的価値 と は異な り 、 音 楽や 舞台芸術 は採択
の 時点で無形 で あ る 。 あ る い は価値 の 根拠 を 示 し た書面 に過 ぎな い。 現時点 で は、 文化政策 に お け る
芸術 の 価値は、 何 ら か の 形 で個 人 的 な美的価値 を 実績 と い う 形で表面化す る こ と の で き た活動 に 置か
れて お り 、 そ れ を 達成で き る こ と が公的資金 を 投資すべ き 価値 あ る 芸術 と し て の 条件で あ る と 言 い 換
え る こ と し か で き な い の か も し れな い。 ( fi ） 同 時 に、 芸術家が個 々 の活動や作 品 の 美 的価値 を 公 に 表現
す る た め に は、 文章力 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン能力 、 そ し て基本的 な情報収集能 力 等が 問 わ れ て い る こ
と が こ こ か ら わ か る 。

2 . 社会保障法制度 と 芸術活動

芸 術 文 化 を 裏 側 か ら 支 え て き た 名 高 い 社 会 保 障 制 度 川 の ひ と つ に 、 フ ラ ン ス の ア ン テ ル ミ タ ン
(intennittents） 山 が あ る 。 こ れ は、 芸術家 （舞台芸術 ・ 視聴覚産業 に 従事す る 人） を 対象 と し た 失 業
保険制度保険制度で あ り 、 政府 の 直接管理ではな く 、 雇用 者、 組合、 労働者の 代表 に よ つ て運営 さ れ
て い る 保険で あ る （ ！；’
家政策 の 対象 と し 、 作家A ・ マ ル ロ ー を 文化担 当 国務大 臣 に 任命 し 文化省 を 設置 山り し た こ と で知 ら れ
る が、 こ の 制 度 は 1 936 年 に 作 ら れ、 以来、 芸術家達 に休業補償 を 提供 し て き た 。 名 称 の 由 来 で あ る
intermittent 「断続的」 と い う 言葉 の 本来 の 意味 ど お り 、 こ の 制度で対象 と さ れ る の は、 随時 の 雇用 契
約 に よ っ て働 く 芸術家で あ る 。 芸術家 の 仕事形態が常態で フ リ ー の 雇用 契約 に よ る こ と が前提 と な っ
て い る こ の 制度 は、 芸術家 の 生計 を 支援す る こ と に 大 き く 寄与 し て き た。 し か し な が ら 活動意欲そ の
も の が低 い 受給者 と の 労働 の 獲得競争 を も た ら し 、 そ こ か ら 起 こ る 芸術的労働 の ダ ン ピ ン グが、 さ ら
に 芸術関連業務 の 低賃金化 を 推 し 進 め て き た側面 も 持 っ て い る 。 そ し て、 2003年 に 実施 さ れ た 改革で
は、 失業保険制度 の 改革 が文化政策 の 変更 に 該 当 す る か否 か が、 ま た膨大 な赤字 と 制度濫用 へ の解決
策 と な り う る か と い う こ と が大 き な 争点 と な っ た。

わ が国 で は ど う で あ ろ う か。 芸術家及び芸能実演家 に対す る 社会保障が、 基本的 に 制度 と し て十分
に確立 さ れて い な い こ と は、 各方面か ら 指摘 さ れて い る と お り で あ る 。 が、 こ こ で は音楽家 に 関 係 し
た視点で現状 を みて み た い。 社団法人 日 本芸能実演家団体協議会 （以下芸団協） の 「2005年芸能実演
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家 の活動 と 生活実態調査」 で は、 芸能実演家 の 多 く が、 ①年金 は 国 民年金、 ②医療 は 国 民健康保険、
③労働者災害補償保険 の 適用 がな く 、 ④雇用 保険 も 適用 がな い 、 と い う 結果が示 さ れて い る 。 芸能実
演家が、 現在 の 仕事 に プ ラ イ ド を 持ち （58.8 % ） 、 出来 る 限 り 仕事 を 続 け た い と 望み （89 .8 % ） 、 反面、
年 収 の 平均 は300 万 円 ～400万 円 未満 を 中 央値 と し て 1 00 万 円 ～200万 円 未満が最 も 多 く 、 失業 の 不安 に
怯 え （8 1 .6 % ） 、 ま た 労災 に よ る 保証 は十分で な い と 感 じ て い る （75 .4 % ） 。 こ の よ う な現状 に 対 し 、
芸団協では、 労災補償制度 と 中 心 と し た 芸術家等 の社会保障制度 の 提案が行われ て い る 川）。 そ し て、
日 本 の社会保障制度が芸能実演家 の 雇用 関係 の特殊性 を 十分 に織 り 込 ん でお ら ず、 労災保険 の 適用 に
あ た っ て、 被用 者 と し て で は な く 、 自 営業者 （あ る い は独立 の 請負 人等） 山 と し て扱わ れて い る こ と
が指摘 さ れて い る 。

例 え ば、 米国 に お い て は、 強 い 同業者組合 の 下 に＠労働者災害補償保険及 び④雇用 保険が あ る が、
①国 民年金 と ②国 民健康保険 は な い。 国 民年金 と 国 民健康保険 は、 現在、 制度破綻が懸念 さ れて い る
も の の 、 日 本 の 誇れ る 皆保険制度で あ り 、 それ故、 こ こ で論点 と な る の は芸術家 の 労働者性 を 問 われ
る ③労働者災害補償保険 と ④雇用 保険 に対す る 考え方で あ ろ う 。 一般 に 労働者 に あ た る か 否 か に つ い
て は、 雇用 契約 の 形態 を 問 わず、 使用 者の指揮監督 の 下で労働がな さ れ て い る か ど う か と い う 使用 従
属性 の有 無が主な法律上 の 判 断基準 川｝ と さ れて い る 。 そ し て、 芸能実演家 の よ う に こ の 判 断が難 し い
場合 に は、 「事業者性 の 有無J 、 「専属性 の 程度」 な と、 が判 断へ の 補強要 素 と さ れ て き た。 事業者性 と
は 「機械 ・ 器具等 の負担関係」 や報酬額 を 問われ る も の で あ り 、 音楽家 の 場合、 楽器や楽譜、 ま た音
響機器等が こ れ に あ た る 。 ま た、 専属性は特定企業等への 「経済的」 専属性 を 問 う も の で あ り 、 所属
関係 で は な い 。 ア ー テ イ ス ト と し て マ ネ ジ メ ン ト 会社 に所属 し て い て も 、 被用 者性 ・ 専属性 の 条件 を
満たせ る の は、 ご く 少数 の 音楽家だけ で あ ろ う 。 高 い 評価 を 得て 多額 の 報酬 を 得 る 音楽家 ほ ど、 活動
上 の 自 由 や裁量権 は 高 ま る も の と 推定 さ れ る が、 法的 に は事業者性が少な く な り 、 労働者性が高 ま る
の で あ る 。 こ の よ う に考 え る と 、 本来そ の 労働性 を後押 し す る はず の こ れ ら 補強要素 も 、 時 と し て 障
害 と な り 、 ま た 逆 の 作用 を 及 ぼ し う る こ と がわ か る 。 こ れ に対 し 、 「芸能実j寅家 と 同 様 に 使用 者か ら
具体的 な指揮命令 を 受 け な い 労働者( I

用 者な ど に は、 労働時間 に 関す る 法的規制 は適用 さ れな い も の の、 それ以外 は通常 の 労働者 と 同様 に
扱われて い る 事実か ら 、 芸能実演家 に対 し で も 、 裁量的 に働 く 労働者 の 類似 の 存在 と し て労働法上 の
保護 を そ の 制度趣旨 に 照 ら し て、 で き る か ぎ り 広 く 及 ぼ し て い く べ き で あ る 」 と い う 主張 も あ る （浜
村2006 p60） 。

他方、 前述 の よ う な制度不備 に 同調 は し て も 、 労働者 ・ 被用 者 と い う 言葉 の 響 き に 対 し て幾 ば く か
の 抵抗感 を 持 っ た り 、 外国 人演奏家 の招鴨 に 際 し ＂ヘ 芸術で は な く 興行 に 区分 さ れ る こ と に違和感 を
覚 る 音楽家 も 多 い。 こ の よ う な 時、 さ ま ざ ま な行政上 の 区分 と は 関係 な く 、 我 々 は音楽家 の あ る 社会
的位置づけ を 想定 し て い る 。 芸術概念 の 多様化 に よ っ て、 「 自 律的芸術」 と い う 近代美学的考 え 方 は、
現代お い て も はや通用 し な く な っ た と い う 指摘 も あ る が （荒川 2002） 、 こ う い っ た 気質世界 の 形成 自
体 は、 む し ろ 芸術家 自 身が行 っ て い る も の で も あ る 。 こ の こ と は、 音楽家が他 の 職業 に み ら れ る よ う
な社会的帰属性 を 持 ち づ ら く し 、 ま た そ の 為 に 関連 し た 制度や法令 に 対す る 知識 を 得づ ら く し て い る
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一 因 で も あ ろ う 。 例 え ば、 音楽家が労災補償 を 受 け ら れ な い現状 ＂＂

労働内容の特殊性か ら 語 ら れ る こ と が多 い が、 音楽家が指導領域 に職 を 得 る こ と は慣例 と な っ て お り 、
こ れ を 個 人事業 と し て税制面で課税上 の控除WO を 受 け て い る こ と も 多 い。 ま た、 個 人事業 と し て の 指
導 ・ 演奏活動 と 、 被用 者 と し て の指導 ・ 演奏活動 を 兼業 し て い る 場合 も あ る 。 音楽家が加入す る こ と
がで き る 同 業者社会保障組合 も な い わ け で は な い 0 ( l !I) 労働法か ら み る 限 り 、 わ が国 に お い て想定 さ れ
て い る 音楽家は雇用 労働者で は な く 、 明 ら か に 自 営業者で あ る が、 音楽家 の 就業形態 の 多様 さ を考 え
る と 、 それ 自 体 を 問 う 前 に 、 税制 も 含 め た 制度利用 に 対す る 知識や認識 を 音 楽家 自 身が持つ こ と の 方
が大切 で あ る よ う に も お も わ れ る 。 と こ ろ が、 大学卒業後、 専門職で あ り な が ら 見習 い の 制 度や慣習
がな く 、 す ぐ に独 り 立 ち し な く て は な ら な い 音楽家が こ の種 の 知識 を体系 的 に 得 ら れ る 機会 は、 実社
会 に お い て 乏 し い。

ill. 音楽活動 と キ ャ リ ア 教育 を考え る

1 . 現代の音楽家像

現代 の 一般 的な 芸術家像は、 あ え て換言す る な ら ば、 自 己 の 時間 ・ 労 力 ・ 費用 を 費や し 、 芸術 の 創
造 に 自 己 を 捧 げ、 作品 を も っ て社会 の 文化形成 に寄与す る 孤高 な 人で あ ろ う か。 あ る い は、 非 日 常 的
な空間 に お い て脚光 を浴び人 々 を魅 了 し 、 社会 の束縛か ら 離れた 自 由 人で あ ろ う か。 こ の よ う なイ メ ー
ジは、 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 近代国 家成立 に寄与 し た大芸術家達の 偉業 と 、 ロ マ ン 主義時代 の ボ ヘ ミ ア
ン 的芸術家達 の 生活身上 と が混 ざ り 合 っ て、 形成 さ れて い る も の で も あ る 。

経済学者で あ り 美術作家 で も あ る H. ア ビ ン グ は、 著書 “Why are artists poor ？” （2002 = 2007） に
お い て、 自 ら の 芸術活動 を 経済学者 と し て の視点か ら 分析 し 、 芸術家 の 世界 を 「例外的経済」 で あ る
と 述べ た が、 欧米社会で は芸術家及び芸術家 を 志す学生が比較的安定 し た 中 流 層 以上 の 家庭か ら 輩 出
さ れ る 傾向 が あ る こ と が、 各方面 か ら の 調査 に よ っ て 明 ら か に な り つ つ あ る 。 歴史的 に は マ ー ジ ナ ル
な存在で あ っ た芸術家の 階層移動で あ る 。 こ の こ と は、 結果 と し て経済的価値が付与 さ れ る と し て も 、
芸術活動そ の も の が生 計 に 組み込 ま れ て い な い、 あ る い は別 の経済的基盤 を も っ て営 ま れ て い る こ と
を 裏づ け て い る と も い え る 。 か つ て の享受す る 側が供給す る 側 と 重 な る こ と は、 芸術音楽領域 の さ ら
な る 媛小化 を も た ら す可能性 も あ る が、 彼 の 「勝ち 組の 総取 り J の 理論 は 、 今後 よ り 大 き な収入格差
が芸術家問 に 生 ま れ る こ と を 暗示 し て い る 。 ま た X. グ レ フ も 、 グ ロ ー パ ル社会 は 芸術家 に 拡大 し た
市場 を 与 え、 芸術領域 に お け る ス ー パ ー ス タ ー の 出現 を 可能す る と 述べ て い る 。

我が国 に お い て は、 西洋芸術が新 し い社会階級制度 の な か で の文化設備 と し て機能 し た歴史的背景
か ら 、 音楽家は特異な社会的位置づけ を 与 え ら れ て き た と い え る 。 西洋音楽は、 基礎教育 の 中 に 取 り
込 ま れ る こ と に よ っ て、 国 民 に 上位文化 と し て認識 さ れそ の 存在 を 知 ら し め る 一方、 実 際 の 芸術家 と
享受者は、 極限 ら れた社会階層 の な か で の み育 ま れて い た 時代が あ る 。 そ の 希少性 も ま た、 高度経済
成長 を 続 け る 社会 に お い て は、 上昇志向 と 相成 っ て、 西洋音楽 に特別 な意 味 を 与 え て き た。 西洋社会
に お い て 当 時すで に確立 し て い た音楽家 に対す る イ メ ー ジ は、 そ の ま ま そ れ を 受 け 入れ る こ と が可能
で あ っ た経済的基盤 を 持つ 層 に 支 え ら れ る こ と に よ っ て、 一段 と 美化 さ れ て き た の で あ る 。 芸術家が
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富裕層 か ら 輩 出 さ れ、 家庭内 で文化移転が行われ る と い う 状況 は、 日 本 に お い て はそ の導入 の 時か ら
すで に 存在 し て い た の で あ り 、 つ ま り 、 例外的経済が最初か ら 営 ま れて い た の で あ る 。 ま た そ の事実
こ そ、 西洋音楽の位置づ け を 確立す る た め に必要な要素 で も あ っ た。

文化装置 と し て の 上位性 と 希少性は 同時 に、 新た な社会形成 の な か の 文化的 上昇志向 に よ る 需要 を
満たす こ と で、 職 と 社会的地位 を 音楽家 に 与 え続け て き た も の で も あ る 。 音楽家は、 あ る 意 味で こ の
歴史 と 分 断 さ れた独特な位置付 け を 職業的付加価値 と し て享受 し て き た の で あ り 、 今な お音楽家 を 志
す若者 に と っ て の 動機 の 一部 を な し て い る 。 こ の 点 に お い て は、 商業的な市場 と し て の音楽芸術だけ
で な く 、 すべ て の職業教育 を行 う 専門教育機関 も 、 そ の恩恵 に浴 し て い き た と い え る 。 し か し な が ら 、
そ の 希少性が薄れ、 音楽文化が多様化 し た現代 に お い て は、 音楽家 の 多 く は相 反す る よ り 実質的な 問
題 に 直面 し て い る 。

現代 の 文化傾向 は、 い わ ば暫時的な噌好性 と 多元的な趣味が混在 し た状態で あ り 、 近年 の技術革新
は音楽 を パ ッ ケ ー ジ化 さ れ た 商品か ら 、 さ ら に情報空間 に浮遊す る 消 費財へ と 変 え て し ま っ た よ う に
も み え る 。 も し こ の 変化が、 「知 っ て い る 」 と い う 認識の 有無 に 基づ く 近代的 な 教養趣味 の 崩 壊 を 意
味す る な ら ば、 逆説的 に 「観 る ・ 体験す る 」 こ と の意味がそ の価値 を 増す時代が く る と 考 え た い が、
こ の 希望的仮説 は今 の と こ ろ 音楽家の活動 に経済的な成功 を も た ら す に い た っ て は い な い。 む し ろ 、
音楽家 の 余剰は、 経済環境 の 悪化 ・ 少子化 の 波 と 相成 っ て、 仕事 の減少 を も た ら し て い る 。 芸術家 は
「職業J な の か、 生活 身 上、 つ ま り 「生 き 方」 な のか。 こ の 問題 に個 人 的 な解決 を み る こ と は で き て
も 、 そ の活動 に 与 え ら れ る 社会的価値が伴わ な ければ、 芸術家が職業 と し て社会 に 存在 し 続 け る こ と
は難 し い。

2 . 芸術活動 と 教育費用 の ト レ ー ド ・ オ フ

市場 に お け る 芸術活動 の 経済的側面 に つ い て は、 経済学領域か ら の ア ブ ロ ー チ が様 々 な形 で な さ れ
て き た が、 そ の 関係 を 示 し た も の の ひ と つ に ト レ ー ド ・ オ フ （回de off ／ 二律背反）が あ る 。 経済学
に お け る ト レ ー ド ・ オ フ の基本概念は、 一般 に二律背反 と 訳 さ れ る よ う に、 ど ち ら か の 利 益 を 優遇す
れ ば、 も う 一方 の 利 益が減少す る と い う 考 え方、 あ る い はその バ ラ ン ス を 指す も の で あ る 。 芸術活動
に お い て は、 供給者 ・ 享受者 ・ 支援者、 あ る い は事業主 ・ 芸術家 ・ 聴衆 と い う 三角 形 を なす 関係が生
じ 、 通常 の 市場取引 の 場合 よ り ひ と つ 多 い。 それ故マ ネ ジ メ ン ト に お い て はそ の 調整 を よ り 繊細 か っ
困難 な も の に し て い る と い う 分析で あ る 。 酬

し か し 、 芸術活動 を 行 う こ と 自 体がすで に 例外的経済活動で あ る と い う ア ビ ン グ の考 え方 に 象徴 さ
れ る よ う に 、 現実 に は、 通常 の 経済学上 の概念 に お け る 費用 と 満足 で は解決で き な い 問題 が生 じ て く
る 。 何故な ら 、 経済学 に お け る 費用 と 満足 の概念 に は、 満足度 を い か に 高 め る か と い う 目 的 と 、 そ の
目 的 を 達成す る た め に どれ だけ の 費用 が必要か と い う 問題が表裏一体 の も の で あ り 、 費用 を 最小 に す
る と 、 満足度 を 高 め る こ と がで き る と い う 前提があ る か ら で あ る 。 例 え ばあ る 演奏会で の体験 を 、 理
解で き な い 教養体験 を し た と し て満足す る の か、 あ る い は埋没 費用 と み る の か は、 聴衆次第で あ る 。
ま た、 高額 の 報酬 を 喜ばな い 芸術家は い な く て も 、 芸術家 自 身 の行為 に対す る 満足度 を 、 か か っ た 費
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用 や経済的価値 に 即座 に 換算す る こ と は ほ ぼ不可能で あ ろ う 。 基本的 な経済モ デルでは、 個 人や企業
は合理 的選択 を 行 う と い う 仮定 を 設定 し 、 自 己 の 目 的がは っ き り し て お り そ の 目 的 を 達成す る た め の
方法 を 知 っ て い れ ば、 一貫 し て行動す る で あ ろ う と い う 仮定があ る 。 こ の よ う な 合理性で の み 人 聞 が
行動す る わ け で は な い こ と も 、 ま た経済学領域か ら 指摘 さ れて い る が、 多 く の 芸術活動が こ の 前提か
ら 明 ら か に 逸脱 し て行われ続 け て き た こ と は史実で あ る 。

特 に 音楽家 の 場合 は教育費用 も 大 き く 、 異な っ た キ ャ リ ア を 選択 し た 場合 の機 会 費用 の 概念 も 考慮
す る と な る と 、 そ の 活動 の 全体的な価値 を 経済的価値 に基づ く 費用 対効果で推 し 量 る の は極 め て 困難
で あ る 。 音楽教育は他 の 職業 と 比べて長期 に渡 る が、 医師 ・ 弁護士 の よ う に 「専門職 の 報酬 が高 い の
は、 教育費用 が大 き い た め で あ る 」 と い う 理論 も こ こ で は あ ま り 効 を な さ な い。

音楽活動が こ の よ う な経済的側面 を も つ の に も 関わ ら ず、 音楽家 を 志す者が後 を 絶 た な い の は、 無
意識 の う ち に行為 自 体 に 内在す る 価値 と 作品が持つ 美的価値 を 認め て い る か ら と も い え る だ ろ う 。 そ
の教育投資額 の 大 き さ か ら 考 え れ ば、 多 く の 人がマ ズ ロ ー の い う 欲求階層 説 山 に お い て最終段階で あ
る 自 己実現欲求 に達す る こ と が で き る ほ ど、 日 本の社会基盤が安定 し て き た 証拠か も 知れ な い 。 し か
し な が ら 、 全 入時代 を 迎 え 、 高等教育機関 はそ の影響力 を 増す と 共 に、 教育内容 に 対す る 説明 責任が
求め ら れ る よ う に な っ て い る 。 ユニバーサル化 を い ち 早 く 迎 え た ア メ リ カ の 大学で は、 特化 し た 専門
教育 と 普遍教育が標梼 さ れ、 ヨ ー ロ ッ パ の 幾つ か の 大学では、 職業芸術家 の 育成 を 国家的使命 と し て
担 っ て い る 。 音楽教育 の 基礎指導 と 職業支援 と い う 、 い わ ば大学の 入 り 口 と 出 口 に 長 く 携わ っ て き た
者 の視点か ら い え ば、 各大学が明確 な方向性 を 持つ こ と は、 今後 の 運営 に お い て必須で あ る だ け で な
く 、 そ の 前段階で あ る 基礎教育 に も 大 き く 関わ る 問題で あ る 。

3 . 音楽家の キ ャ リ ア ・ デザイ ン と 高等教育
「キ ャ リ ア ・ デザイ ン と い う 言葉 の 根本的意味が、 『生 き 方 を 意識す る こ と 』 で あ り 、 そ の 意義が

『 自 立 的 な 生 き 方、 働 き 方 を し て い る と い う 実感 を 持つ こ と 』 で あ る と す る な ら ば、 芸術活 動 を 職 業
と す る と い う こ と は、 本来的 な意味で の 「キ ャ リ ア」 が生涯続 く こ と で も あ る 。 ま た、 マ ズ ロ ー の 階
層 説 に 対 し て、 「創作活動 に お い て は、 高次 に あ る 自 己実現欲求 を 第一義 と し て捉 え て い る 」 「全 て が
満た さ れ た後 に 自 己実現欲求が く る の で は な く 、 最初 に 自 己実現 を 求 め る の で あ る 」 と い う 豊嶋 の 言
葉は、 芸術家 と し て の 実感で あ ろ う （豊島 2008 p87, 1 05） 山。 音楽家 と い う 職業は、 美術家 に 比べ、
あ る 意味で極め て現世利益的で あ る 。 指揮者 ・ 演奏家 は無論 の こ と 、 評価 の 善 し 悪 し は あ れ ど も 、 そ
の活動や作 品が生 前一度 も 評価 さ れ る こ と な く 歴史 に埋没 し 、 奇跡的 に 復興 さ れ る と い う ケ ー ス よ り
は、 そ の 逆で あ る 方が は る か に 多 い。

生 き 方 と し て の キ ャ リ ア と 職業 と し て の キ ャ リ ア の 問題 を ど の よ う に 解決す る の か、 こ れが芸術教
育 に お け る キ ャ リ ア 教育 の 問題 で あ り 、 社会へ音楽家 を 輩出す る 養成機関 の 役割 で あ る と も い え る 。
音楽家の 生 き 方 自 体、 非常 に バ ウ ン ダ リ ー レ ス な も の で あ り 、 そ の キ ャ リ ア ・ デザイ ン は多様で あ る 。
教育費用 に 対す る 意識 の 高 ま り が、 芸術教育 に お け る 職業訓練要素 に 対す る 効果 を こ れ ま で に な く 明
確 に求め よ う し て い る 一方で、 音楽 を 教養教育 の 一部 と し て捉 え 、 大学教育 を 成長環境 の 一部 と し て
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みなす考 え方 も 依然 と し て存在す る 。 問題 は各 々 の教育機関 が ど の よ う に 、 ど こ ま で、 キ ャ リ ア 支援
に 立 ち 入 っ て い く の か と い う こ と で あ り 、 こ の こ と は最終的 に は個 々 の 大学等がそ の 教育 目 的 （ ミ ッ
シ ョ ン） を ど こ に 置 く か と い う こ と に 左右 さ れ る 。

現在 の 音楽家養成機関 に お い て教育 の 中 心 を な し て い る の は、 コ ア ・ コ ン ピ テ ン シ ー と い わ れ る 、
音楽家 と し て の 職務 を 果たす こ と がで き る 能力 ・ 技術 の 開発で あ る 。 音楽大学の 選別 は、 主 と し て そ
の 能 力 の 多寡 に よ っ て主 に行わ れて い る 。 親元 を 離れて 自 立す る 時期 の 遅 い 日 本 は、 様 々 な段階 に い
る 若者 に と っ て、 瞳れ と し て の 芸術家像の 実践 に好都合な環境で は あ る 。 し か し 、 も し 教育機 関 が現
在 の 社会環境 の な か で彼 ら に 職業的 自 立 を 促そ う と す る の で あ れ ば、 セ ル フ ・ マ ネ ジ メ ン ト （ 自 己経
営能力 ） の 教育は 欠 かせ な い も の と な る だろ う 。 単 に狭義 の ア ー ト ・ マ ネ ジ メ ン ト 的 な知識 と 実践で
は な く 、 芸術家 の 自 己実現 に必要な能 力 で あ る 。 例 え ば、 実社会 に お け る 芸術家像は、 前項 の と お り
自 営業 を 想定 し て い る 。 こ こ に 必要 と さ れ る 知識 を 実学 と し て習得 さ せ る 必要性 の 有 無 は個 々 の 教育
機関 に よ る と こ ろ で あ る が、 少な く と も 制度 の正 し い 認識 と 法律上 の位置づ け を 知 っ て い る こ と は、
学生が就業形態 の 選択 を 行 う 上で の 一助 と な る 。 ま た、 公的支援 の項でみた よ う に、 文 章 力 や プ レ ゼ
ン テ ー シ ョ ン 能 力 は、 創作活動や演奏活動 に専念 し た い 学生 に と っ て も 、 技術や才能 と 同様 に 必要な
も の で あ る 。 民間 の 支援 を 得 る 場合 に は、 向更で あ ろ う 。 そ し て、 語学で あ る 。 従来音楽家 の 活動 は
日 本 に 留 ま ら な い が、 語学の 習得 は も っ と 重要視 さ れて も よ い。 特 に英語 は、 グ ロ ー バル社会 に お け
る 職業能力 と し て、 そ の 重要性 を 今後一層 婚 し て い く も の で あ る 。 卒業後 の活動領域 に 関す る 知識 も
こ れ に 加 え る こ と がで き る 。 音楽会 開催の 実施練習 だけ でな く 、 例 え ば、 芸術活動 の 新 た な フ ィ ー ル
ド と し て注 目 さ れて い る 様 々 な ア ウ ト リ ー チ活動 の あ り 方や、 ア ー ト NPO （特定非営利活動法人） に
関す る 体 系 的な知識は、 卒業後 の実践 を 通 し た技術向上 の機会 を 得 る こ と に 役立つ か ら で あ る 。

N お わ り に

文化経済学 も 教育経済学〈叩 も 、 同 じ 1 960年代頃 に 欧米で提唱 さ れ、 確立 さ れ た 比較的新 し い 学問分
野で あ る が、 日 本 に お い て は、 前者はバ ブル景気 の恩恵 を 受 け発展 し 、 後者は そ の 崩 壊 に よ る 雇用 問
題 と あ わせて浸透 し て き た。 お り し も 、 文化経済学の領域でその価値 に 関す る 再考が始 ま っ た 時期 に、
教育 に つ い て の経済学的議論 が活発 に な っ た こ と で、 音楽大学等 は そ の 存在意義 を 聞 い 直 さ れて い る
よ う に も 思わ れ る 。 芸術 （表現活動） も 教育 （学習行動） も 共 に 人 間 の 根源的な行動で あ り 、 そ の 経
済的側面か ら 語 ら れ る こ と が購踏わ れ て き た分野で も あ る が、 理念 を 掲 げて い る だ け で は 高等教育そ
の も の が成 り 立た な く な っ て い る 現在、 音楽大学等 に は こ れ ま で に な く 明確な ミ ッ シ ョ ン が必要 と さ
れて い る と い え る だ ろ う 。 日 本語 に 芸術 ・ 学術 と い う 言葉が あ る よ う に、 文化 を 形成す る 大 き な 要 因
で あ る こ の二つ の行為 は、 信条、 理想 と い っ た社会理念 に支え ら れ、 よ り 善 き 生や社会 に対す る 、 人 々
の 自 然な憧慣 を 実現化す る 力 と し て認識 さ れて き た。 芸術教育 を職業教育 と 捉 え る こ と と 、 こ の 力 を
失 う こ と は 同義で は な い 。 む し ろ 、 芸術家 を 輩出す る だけで な く 、 個 々 の 自 己実現 を 通 し た文化的価
値 の 創生 の 場 と し て の機能が、 大学 に は求 め ら れ て い る よ う に 思わ れ る 。 こ の 点 に お い て、 「住事 と
は、 利 己 と 利他 を 融合 さ せ る 、 素 晴 ら し い活動形態で あ る 」 と い う マ ズ ロ ー の経営論 は、 芸術家 に も
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そ の養成機関 に も 、 多 く の 示唆 を 与 え て く れ る も の で あ ろ う 。

註

( I ) 文化政策論も同様である。

(2) W. J. ポウモルとW. G. ポ ウエン、 J. ハイ ルプラ ン ら は、 「芸術文化の外部性」 の議論において ． 舞台芸術は直接の鑑賞者以

外にも便益を もたらすこ と を証明する こ と によ って、 芸術文化への公的支援の合理的栂拠を示した．

(3) 1 990年に芸術文化振興基金が設立され、 200 1年には文化芸術振興基本法が制定された．

(4） 筆者の所属するNPO団体において各種助成申請を した際、 担当者か ら は質や方向性ではな く 、 団体と しての活動年数および

公演回数実績、 参加する芸術家の実績 （業績） を積み重ね、 表記する こ とによっ て助成対象とな り やす く なる と い う 助言を得

た．

(5) H. ア ピ ングは、 このよ う な状況を、 芸術を取 り巻 く 世界に存在する 「温情主義』 と呼んでいる 。

(6） 果た して音楽家は、 自 己の美的価値に転化可能な実績作 り に明け暮れなければな らず、 コ ン ク ール産業は活況である 。

(7） 公的社会保障制度には、 医療、 年金、 介護、 雇用、 労災の各保険がある．

(8） ア ンテル ミ タ ン ： 1 936年に映画産業で働 く 技術者のために作 られ、 舞台芸術のアーテ イ ス トや技術者に も 1 969年か ら適用 さ

れている ． 年間507時間以上の芸術関連職に従事していれば‘ 芸術家と して保険に加入ができ、 1 年間の仕事時間数や支給額が

計算され、 忌大1 2 ヶ 月 間にわた り 平均 日給の3 1 .3% を失業保険と して受け取る こ とができた。 2003年の改革によ り受給資格は変

更され、 問題となっ ていた一週間の仕事時間の制限は撤廃されたが、 507時間の労働を技術者は1 0 ヶ 月 、 俳優 ・ ダンサー等は1 0

ヶ 月 半で満たすこ とに、 失業保険の受給は歳大 8 ヶ 月 間に減額される こ と になった． 当初2003年 1 0月 1 日 か ら の施行予定であっ

たが、 演劇団体などによるス ト ライ キ、 舞台芸術の公演中止などを受け、 2004年 1 月 1 日 か ら段階的に適用 してい く こ と になっ

た。 問題となっ た制度の濫用、 つ ま り おおよその最低就労時間以上は最初か ら労働報酬を得る意志のない層の存在と 、 それに

よる赤字の僧大は、 芸術家の活動に対する姿勢と別の価値観を示唆する ものでもある。

(9） 日 本の同業者組合保険とほぼ考えて良い。

( 1 0） 「 自 由のない創造はな � 'J 「国は芸術を指導できないが、 芸術に奉仕する こ とは出来るJ は、 いずれ もマルローの言葉と して、

有名である。 フ ラ ンス の文化政策の基本方針は． ①文化の民主化、 ②文化遺産の保護、 ③芸術創造活動の奨励である．

( 1 1 ) 芸団協では、 文化芸術振興基本法第 2 条第 2 項にのっ と り 、 基本法芸術家の社会的＜地位向上プロ ジ ェ ク ト ＞ と して、 労災

嬬償制度と中心と した芸術家等の社会保障制度の鑓案を行っている．

( 1 2） 法人を設立せずに 自 ら事業を行う個人事業主．

( 1 3） 民法の雇用契約 （623条） 、 労働基準法の定義規定 （ 9 条） ．

( 1 4） 労働基準法上の管理監督者

( 1 5） 日 本の外国人在留資格の取得に関 しては、 職種別の申請手続きが必要と され、 音楽家の場合、 教授 （大学教授 ・ 大学の研究

員‘ 芸術 （作曲家 ・ 画家 ・ 彫刻家 ・ 著述家等の芸術家） 、 興行 （ ミ ュージシ ャ ン ・ ダンサー ・ 俳優 ・ プ ロスポーツ選手等） のい

ずれかに区分される必要がある ． 演奏家の場合、 興行ピザに区分され、 芸術家には区分されていない．

( 1 6） 継続的に雇用 されているオーケス ト ラ の団員等を除 く ．

( 1 7） 日 本の舞台芸術産業の償例化した複雑な雇用関係に係る問題は、 こ こでは論じていない。

( 1 8） 税所得控除、 経費控除等。

( 1 9） 日 本に現在ある社会保障組合の代表的なものと しては、 以下の 3 団体があげられる。 東京芸能人国民健康保険 （昭和27年設

立） 、 大阪文化芸能国民健康保険 ｛昭和29年設立） 、 京都芸術家国民健康保険 （ffB和29設立｝ 。

また 「芸術家の く す り 箱」 は‘ 2007年に芸術文化の普及と発展に寄与する こ と を 目指 して設立されたNPO法人であ り 、 セ ミ

ナ一事業‘ ヘルス ケア助成、 調査研究、 情報提供の 4 事業を行っ ている。 こ の う ち 、 ヘルスケア助成が実質的に芸術家の労災

に対応している。 怪我などのか らの復帰に必要とされる、 保険適用外のコ ンディ シ ョ ニング費用 もその対象となる．
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(20） 大木裕子2006 耐POのマネジメ ン ト 』 ふ く ろ う 社 を参照した．

( 2 1 )  A. マズローは人間の基本的欲求を低次か ら①生理的欲求②安全の欲求③親和の欲求④自我の欲求⑤自己実現の欲求の 5 つの

階層に分類 している ． 人聞は低次の欲求が満たされる と 、 順次高次の欲求を求め る と さ れる 。 自 己実現欲求は自我欲求が飽和

状態になった と き、 社会的評価、 相対的評価よ り も 自己評価の域に入 り 、 自分の潜在能力の限界への挑戦が始まる と している．

c. ウ ィ ルソ ンは 「マズロ一心理学では、 中心は価値感覚であ り 、 ＜何が価値ある ものか＞ と い う 聞いへの人間的反応にあ る と

されるJ と総括している ．

(22） こ の人間の基本的欲求の基本的モデル仮説にあてはま らない こ と を、 反社会的とみるか厭世的とみるかは主観の問題であ

るが、 イ メ ー ジ と しての芸術家像が現実社会に具現化された とき 、 最初か ら高次を求め る と い う 極端な行為となる こ とは、 ま

た芸術家とい う 生き方の大きな魅力である こ とに間違いは無い．

(23) T. シ ュルツ ( 1 963） やG. ベ ッ カー ( 1 964） によ り 提唱された 「人的資本論J を も と に発展した学問分野であ り 、 現在では

「シグナ リ ング理論」 を加えた 2 つの考え方が主流となっ ている． 文化経済学同様、 こ の分野においても 、 教育の内容や方法に

ついては問題視して こなかっ た経緯がある．
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