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The Reverberations of Jazz: Herbie Hancock, Miles Davis and the Genealogy 
of the Avant-Garde in Contemporary America

 Yuji KATO

Abstract

    Pianist and composer Herbie Hancock’s Norton lecture at Harvard University, entitled “The 
Ethics of Jazz,” features the “wisdom of Miles Davis,” marking the current tendency in the 
United States to go back to the past of the often idolized avant-garde musician. It also highlights 
the difficulties of presenting a whole vision of the history of the genre at a time when the mu-
sic is played in such a variety of forms that it cannot be categorized as a musical genre. Miles 
represents the authority of the past, particularly of the 1950s to 70s, when the searches for freer 
styles of music by Miles himself and the practitioners of “free jazz” deconstructed the traditional 
definition of jazz. Hancock’s version of Miles Davis does not refer to the past of jazz as a solid 
genre but to the possibilities inherent in the resilience of the music played by him. Jazz and its 
past could be still misinterpreted and misrepresented, particularly after the 1980s when conser-
vative visions of jazz and its history, sometimes associated with trumpeter Wynton Marsalis, 
could reemerge among more diversified ones. Hancock’s version of Miles Davis’s mythology, 
however, stresses the possibilities in the liberating power of the improvisational music that has 
transformed the cultures of the United States and will go on doing so.
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詩
学
教
授
と
し
て
の
ハ
ー
ビ
ー
・
ハ
ン
コ
ッ
ク

　

現
代
の
ア
メ
リ
カ
文
化
論
に
お
い
て
ジ
ャ
ズ
と
よ
ば
れ
る
音
楽
ジ
ャ

ン
ル
の
研
究
は
重
要
な
位
置
を
占
め
、
様
々
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
。
ジ
ャ
ズ
・
ス
タ
デ
ィ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
ジ
ャ

ズ
研
究
所
（Institute of Jazz Studies
）
を
擁
す
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー

の
ラ
ト
ガ
ー
ズ
大
学
に
は
じ
ま
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー

校
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
音
楽
学
部
な
ど
多
く
の
大
学
が
文
化
論
と
し
て

の
ジ
ャ
ズ
・
コ
ー
ス
を
開
設
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ズ
は
す
で
に
大
学
で
の
人

気
科
目
と
な
っ
て
も
い
る
。
ラ
ト
ガ
ー
ズ
の
研
究
所
の
歴
史
は
古
く
、
ハ

ン
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
（H

unter C
ollege

）
英
文
科
教
授
で
、『
ジ
ャ
ズ
物
語
』

（The Story of Jazz 

［
一
九
六
四
］）
の
著
者
で
あ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
タ
ー

ン
ズ
（M

arshal Stearns

）
が
一
九
五
二
年
に
設
立
し
た
機
関
に
起
源
を
も

つ
。
ジ
ャ
ズ
研
究
が
一
般
の
ア
カ
デ
ミ
ア
で
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
当
時
か

ら
大
学
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
認
知
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
現

在
ま
で
、
ラ
ト
ガ
ー
ズ
の
研
究
所
は
独
自
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進

し
つ
つ
、
国
内
外
の
学
生
、
研
究
者
、
ジ
ャ
ズ
・
フ
ァ
ン
ら
に
資
料
の
宝

庫
を
提
供
し
つ
づ
け
て
い
る

1
。

　

二
〇
一
二
年
、
筆
者
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
研
究
員
と
し
て
文
学
研

究
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
そ
の
ジ
ャ
ズ
研
究
所
を
訪
問
し
、
音
楽
学
部

ジ
ャ
ズ
の
響
き
︱
ハ
ー
ビ
ー
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
、
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
と
ア
メ
リ
カ
現
代
に
お
け
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

の
系
譜

加
藤
雄
二

で
ジ
ャ
ズ
・
コ
ー
ス
を
聴
講
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
聴
講
し
た
「
ジ
ャ
ズ
・

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（jazz com

position

）」
の
授
業
は
、
ボ
ス
ト
ン
の
名
門

音
楽
大
学
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
ト
リ
ー

（N
ew

 England C
onservatory

）
出
身
のPhD

に
し
て
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
、

バ
ン
ド
リ
ー
ダ
ー
が
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
な
り
、
バ
ー
ク
リ
ー
音
楽
院

（B
erklee C

ollege of M
usic

）
の
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
と
ギ
タ
ー
を

専
門
に
す
る
若
手
講
師
二
名
が
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て

授
業
に
参
加
す
る
と
い
う
贅
沢
な
も
の
だ
っ
た
。
授
業
は
一
九
三
〇
年
代

ス
ゥ
イ
ン
グ
時
代
の
ポ
ッ
プ
ス
の
コ
ー
ド
進
行
に
則
っ
た
比
較
的
単
純

な
ジ
ャ
ズ
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
か
ら
出
発
し
、
ビ
バ
ッ
プ
以
降
の
モ
ダ
ン
な

コ
ー
ド
・
チ
ェ
ン
ジ
に
お
け
る
コ
ー
ド
の
置
換
が
解
説
さ
れ
、
受
講
生
は

そ
れ
ぞ
れ
の
週
の
授
業
で
修
得
し
た
新
し
い
コ
ー
ド
・
チ
ェ
ン
ジ
を
使

い
、
初
歩
的
な
作
曲
を
実
践
し
て
提
出
す
る
。
ジ
ャ
ズ
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
が

教
授
し
う
る
体
系
で
あ
る
こ
と
が
整
然
と
し
た
授
業
の
進
行
具
合
か
ら

理
解
さ
れ
た
。
授
業
最
終
回
に
は
、
プ
ロ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
か
ら
な
る

ジ
ャ
ズ
・
バ
ン
ド
が
学
生
た
ち
の
作
曲
を
順
次
演
奏
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲

の
講
評
が
披
露
さ
れ
た
。

　

筆
者
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
の
は
二
〇
一
二

年
秋
か
ら
一
三
年
春
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
同
大
学
で

ジ
ャ
ズ
に
関
わ
る
画
期
的
な
出
来
事
が
起
き
た
。
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
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ス
の
一
九
六
〇
年
代
を
代
表
す
る
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
そ

の
後
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
た
ク
ロ
ス
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
や
、
現
代
の
ク
ラ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
起
源
と
な
る
楽
曲
で
知
ら
れ

る
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
作
曲
家
で
あ
る
ハ
ー
ビ
ー
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
、
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ノ
ー
ト
ン
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
・
オ
ヴ
・
ポ
エ
ト

リ
ー（C

harles Eliot N
orton Professor of Poetry

）と
し
て
連
続
講
演
を
行
っ

た
の
だ
。
一
九
二
〇
年
代
に
創
立
さ
れ
た
ノ
ー
ト
ン
・
レ
ク
チ
ャ
ー
を
担

う
詩
学
教
授
に
選
ば
れ
た
過
去
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
詩
人
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ

オ
ッ
ト
、
作
曲
家
イ
ー
ゴ
リ
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・

フ
ロ
ス
ト
、
作
曲
家
ア
ー
ロ
ン
・
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
、
批
評
家
ラ
イ
オ
ネ

ル
・
ト
リ
リ
ン
グ
、
レ
ナ
ー
ド
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
な
ど
の
錚
々
た
る
メ

ン
バ
ー
が
名
を
連
ね
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ノ
ー
ト
ン
・
レ
ク
チ
ャ
ー

を
担
う
こ
と
は
こ
の
上
な
い
名
誉
で
あ
る
う
え
に
、
第
一
回
の
講
演
司
会

を
担
当
し
た
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
教
授
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
は

ノ
ー
ト
ン
・
レ
ク
チ
ャ
ー
を
任
さ
れ
た
史
上
初
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ

リ
カ
ン
で
も
あ
っ
た
（
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
つ
い
で
、
同
じ
く
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
が
選
ば
れ
て
い
る
）2
。
二
〇
一
六
年
の
ノ
ー

ベ
ル
文
学
賞
が
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
に
授
与
さ
れ
た
の
に
二
年
先
立
つ
ハ
ン

コ
ッ
ク
の
偉
業
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
文
化
や
古
典
的
ジ
ャ

ン
ル
の
芸
術
以
外
を
フ
ェ
ア
に
認
知
し
て
こ
な
か
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ア
の

変
化
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
政
権
成
立
以
前
の
出
来
事
だ
と

は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
保
守
的
な
研
究
・
教
育
機
関
が
、
文
化
の

平
等
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
真
剣
な
決
断
を
下
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
も
い
る
。

　

意
外
に
も
、「
ジ
ャ
ズ
の
倫
理

︱
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
叡
智
」

（The Ethics of Jazz: The W
isdom

 of M
iles D

avis

）
と
題
さ
れ
た
ハ
ン
コ
ッ

ク
に
よ
る
連
続
講
演
第
一
回
は
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
ば

し
ば
同
一
視
さ
れ
る
ジ
ャ
ズ
を
取
り
上
げ
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
ロ
ン
・
カ
ー

タ
ー
、
ウ
ェ
イ
ン
・
シ
ョ
ー
タ
ー
、
ト
ニ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
共
に
参

加
し
た
、
六
〇
年
代
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
ク
ィ
ン
テ
ッ
ト
（
こ
の
ク
ィ

ン
テ
ッ
ト
は
、
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
そ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
を
含
め
た
、
史
上
最
強
の

グ
ル
ー
プ
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
、ジ
ャ
ズ
の「
帝
王
」

マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
教
え
を
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た

3
。

意
外
に
も
、
と
い
う
の
は
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
は
ジ
ャ
ズ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が

持
つ
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
を
嫌
い
、
七
〇
年
代
以
降
ジ
ャ
ズ
か
ら
離

れ
て
ポ
ッ
プ
ス
や
ク
ラ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
で
大
成
功
を
収
め
、
マ
イ
ル

ス
と
の
不
仲
が
疑
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
だ

4
。

　

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
が
あ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
街
を
す
で
に
離
れ
て

い
た
筆
者
は
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
講
演
を
日
本
で

視
聴
し
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
の
講
演
に
深
い
感
動
を
覚
え
た
。
講
演
の
内
容
に

取
り
た
て
て
新
し
い
こ
と
は
何
も
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
史
上
最
強

の
ク
ィ
ン
テ
ッ
ト
が
召
集
さ
れ
最
初
の
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
た

経
緯
が
、
マ
イ
ル
ス
の
有
名
な
か
す
れ
声
の
実
演
と
独
特
の
深
い
思
い
や

り
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
、
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
新

し
い
音
楽
を
創
り
出
す
こ
と
に
内
在
す
る
「
倫
理
」
が
教
訓
と
し
て
導
き

出
さ
れ
る

5
。
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
反
復
か
ら
抜
け
出
せ
ず
、
セ
ッ
シ
ョ
ン

で
も
が
き
苦
し
む
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
、「
バ
タ
ー
・
ノ
ー
ト
を
弾
く
な
（D

on’t 
play the butter notes.

）」
と
マ
イ
ル
ス
が
意
味
不
明
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を

贈
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
る
（“butter notes”

と
い
う
言
葉
は
存
在

し
な
い
）6
。
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
講
演
と
そ
れ
に
関
連
し
た
著
書
『
ポ
ッ
シ

ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
』（Possibilities 

［
二
〇
一
四
］）
で
と
り
あ
げ
た
エ
ピ
ソ
ー
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ド
の
い
く
つ
か
は
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
『
マ
イ
ル
ス
自
伝
』（M

iles: The 
Autobiography 

［
一
九
九
〇
］）
の
記
述
と
重
な
り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も

の
に
な
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
故
意
に
マ
イ
ル
ス
の
伝
説

を
な
ぞ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
延
長
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
も
の
だ
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
出
発
し
、
六
〇
年
代
す
で
に
ジ
ャ
ズ
界
の

頂
点
を
極
め
な
が
ら
、
そ
の
後
マ
イ
ル
ス
が
首
肯
し
た
と
は
思
え
な
い
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
な
音
楽
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
、
マ
イ
ル

ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
を
中
心
と
し
た
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
に
敢
え
て
回
帰
し
た
こ

と
に
、
ア
メ
リ
カ
文
化
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
の
持
続
を
支
え
よ
う
と
す
る
ハ

ン
コ
ッ
ク
の
音
楽
家
、
あ
る
い
は
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
用
い
た
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、「
人
間
」（hum

an being
）
と
し
て
の
責
任
感
が
感
じ
と
ら
れ
る

講
演
だ
っ
た
。

　

多
く
の
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち
は
引
退
と
い
う
言
葉
を
知
ら

な
い
。
二
〇
一
六
年
に
は
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
つ
い
で
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
バ
ン

ド
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
担
当
し
、
ジ
ャ
ズ
を
代
表
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と

な
っ
た
チ
ッ
ク
・
コ
リ
ア
が
、
七
十
五
歳
を
記
念
す
る
コ
ン
サ
ー
ト
・
ツ

ア
ー
を
行
っ
て
い
る
。
ビ
ル
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
、

ジ
ョ
ー
・
ザ
ウ
ィ
ー
ナ
ル
、
ト
ニ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
は
す
で
に
逝
去

し
て
い
る
に
し
て
も
、
サ
ッ
ク
ス
の
デ
ィ
ヴ
・
リ
ー
プ
マ
ン
、
八
〇
年
代

に
若
く
し
て
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
バ
ン
ド
の
サ
ッ
ク
ス
を
担
当
し
た
ビ
ル
・
エ

ヴ
ァ
ン
ズ
、
ギ
タ
ー
の
ロ
ベ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
、
下
記
の
ケ
イ
・
ア
カ
ギ
（
赤

城
恵
）
な
ど
は
現
在
も
活
躍
し
、
各
地
の
ク
ラ
ブ
な
ど
で
マ
イ
ル
ス
の
神

話
を
持
続
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ル
ス
が
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ャ
ズ
」

を
演
奏
し
て
い
た
頃
、
つ
ま
り
ア
ル
バ
ム
『
イ
ン
・
ア
・
サ
イ
レ
ン
ト
・

ウ
ェ
イ
』（In a Silent W

ay 

［
一
九
六
九
］)

、 『
ビ
ッ
チ
ェ
ズ
・
ブ
リ
ュ
ー
』

（Bitches Brew 

［
一
九
七
〇
］）
に
先
立
つ
時
代
に
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
に

参
加
し
た
バ
ン
ド
・
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
す
で
に
高
齢
化
し
つ
つ
あ
り
、
そ

の
世
代
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
達
が
過
去
を
若
い
世
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
、

マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
が
体
現
し
た
ジ
ャ
ズ
に
お
け
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
の
精
神
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
講
演
が
感
動
的

だ
っ
た
の
は
、
マ
イ
ル
ス
へ
の
敬
意
を
自
分
に
優
先
さ
せ
、
そ
の
神
話
を

未
来
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
ハ
ン
コ
ッ
ク
の
決
意
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
ジ
ャ
ズ
を
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
と
同
一
視
す
る
世
代
の

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
、
今
を
生
き
続
け
る
神
話
と
し
て
再
確
認
さ
れ
た
か
ら

な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
マ
イ
ル
ス
に
回
帰
し
た
こ
と

に
は
、
他
に
も
重
要
な
意
義
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
へ
の
回
帰

　

現
在
の
ジ
ャ
ズ
・
シ
ー
ン
で
、
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
に
回
帰
し
よ

う
と
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
ハ
ン
コ
ッ
ク
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
の

ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ズ
界
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
な
側
面
を
担
う
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
の
ひ
と
り
で
あ
る
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
、
ク
リ
ス
・
ボ
ッ
テ
ィ
は
、
セ
ッ

シ
ョ
ン
に
マ
イ
ル
ス
の
曲
を
含
め
、
そ
の
音
楽
的
影
響
を
語
る
こ
と
が

多
い
。
マ
イ
ル
ス
が
一
生
愛
用
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
の
古
い
ト

ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
愛
用
し
て
も
い
る

7
。
し
か
し
ボ
ッ
テ
ィ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

は
、
お
そ
ら
く
現
在
の
合
衆
国
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
状
況
を
反

映
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
ポ
ッ
プ
ス
と
言
っ
て
も
よ
い
マ
イ
ル
ド
な
曲
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ズ
臭
さ
は
薄
め
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ッ
テ
ィ
が
ジ
ャ

ズ
の
聖
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
シ
テ
ィ
の
ク
ラ
ブ
、
ブ

ル
ー
・
ノ
ー
ト
を
ク
リ
ス
マ
ス
・
シ
ー
ズ
ン
か
ら
新
年
ま
で
独
占
す
る
ほ
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ど
の
人
気
者
に
な
っ
た
の
も
、
ジ
ャ
ズ
を
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
し
て
聴

衆
に
提
示
す
る
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
に
違
い
な
い
（
ボ
ッ

テ
ィ
は
も
と
も
と
ス
テ
ィ
ン
グ
の
バ
ン
ド
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
だ
っ
た
）。

　

近
年
の
ボ
ッ
テ
ィ
を
代
表
す
る
ア
ル
バ
ム
『
ク
リ
ス
・
ボ
ッ
テ
ィ
・
イ

ン
・
ボ
ス
ト
ン
』（C

hris Botti in Boston 

［
二
〇
〇
九
］）
が
、
そ
う
し
た

状
況
を
よ
く
伝
え
て
い
る

8
。
幕
開
け
と
な
る
曲
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の「
ア

ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」。
そ
れ
に
続
い
て
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
ヤ
ン
グ
、
レ
ナ
ー
ド
・

コ
ー
エ
ン
、
コ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
、
ス
テ
ィ
ン
グ
ら
に
よ
る
お
馴
染
み
の

ポ
ッ
プ
ス
・
ナ
ン
バ
ー
が
、
ボ
ス
ト
ン
・
ポ
ッ
プ
ス
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

バ
ッ
ク
で
、
ス
テ
ィ
ン
グ
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ッ
ク
フ
ィ
ー
な
ど
の
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
。
ジ
ョ
シ
ュ
・
グ
ロ
ー
バ
ン
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ル
シ
ア
・
ミ
カ
レ
リ
な
ど
、
若

い
世
代
に
受
け
の
よ
い
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
登
場
し
、
そ
の
合
間
に
ヨ
ー

ヨ
ー
・
マ
の
演
奏
が
入
り
、
エ
ア
ロ
・
ス
ミ
ス
の
ヴ
ォ
ー
カ
ル
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
・
タ
イ
ラ
ー
が
ロ
ッ
ク
の
味
わ
い
を
加
え
る
。
ボ
ッ
テ
ィ
自
身
は
、

曲
紹
介
で
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
と
『
カ
イ
ン
ド
・
オ
ヴ
・
ブ
ル
ー
』

に
触
れ
、
五
つ
の
コ
ー
ド
の
み
で
構
成
さ
れ
た
曲
の
構
成
を
解
説
し
た
う

え
で
、
マ
イ
ル
ス
の
「
フ
ラ
メ
ン
コ
・
ス
ケ
ッ
チ
ィ
ズ
」
を
演
奏
す
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
ポ
ッ
プ
ス
中
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
濃
厚
な
ジ
ャ

ズ
よ
り
も
一
般
の
聴
衆
に
好
ま
れ
る
。
Ｃ
Ｄ
と
一
緒
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン

グ
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
観
る
と
、
会
場
と
な
っ
た
ボ
ス
ト
ン
の
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
・
ホ
ー
ル
は
老
若
男
女
の
一
般
の
聴
衆
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
雰
囲
気
な
ど
す
こ
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
健
全
で

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
コ
ン
サ
ー
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ッ
テ
ィ
の
音
楽
は

ジ
ャ
ズ
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
も
マ

イ
ル
ス
と
連
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
近
年
の
ボ
ッ
テ
ィ
の
ト

レ
ー
ド
・
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
楽
器
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ハ
ン
ド
ク
ラ
フ

ト
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
、
現
在
ポ
ッ
プ
に
活
躍
す
る
ボ
ッ
テ
ィ
と
マ
イ
ル

ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
ジ
ャ
ズ
を
繋
ぐ
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
人
と
し
て
唯
一
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
に
参
加
し
た
ケ
イ
・
ア
カ
ギ

も
ま
た
、
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
伝
統
と
神
話
に
回
帰
し
て
い
る

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ひ
と
り
か
も
し
れ
な
い
。
八
〇
年
代
後
半
、
マ
イ
ル

ス
最
晩
年
の
バ
ン
ド
に
キ
ー
ボ
ー
デ
ィ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
ア
カ
ギ

は
か
つ
て
、
晩
年
の
マ
イ
ル
ス
と
ポ
ッ
プ
な
曲
を
演
奏
す
る
こ
と
に
抵
抗

を
感
じ
、
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
に
新
し
い
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
と
、
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
の
マ
イ
ル
ス
の
神
話
に
異

議
を
唱
え
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る

9
。
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス

が
生
涯
の
最
後
ま
で
過
去
の
音
楽
を
振
り
返
ら
ず
、
終
生
絶
え
ず
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
の
も
、
神
話
の
重
要
な
一
部
で
あ

る
。
現
在
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
校
音
楽
学
部
の
教
授
を

務
め
る
ア
カ
ギ
は
し
か
し
、
近
年
の
多
く
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
ハ
ン
コ
ッ

ク
同
様
に
マ
イ
ル
ス
と
の
過
去
を
肯
定
的
に
回
想
し
、
マ
イ
ル
ス
に
よ
っ

て
創
ら
れ
た
過
去
を
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
、
遺
産
と
し
て
若
い
世
代
に
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る

10
。

ジ
ャ
ズ
と
歴
史

　

現
在
の
「
ジ
ャ
ズ
」
は
、
ま
さ
に
多
様
な
形
態
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
シ
テ
ィ
の
数
あ
る
ク
ラ
ブ
で
は
、
伝
統
的
な
ジ
ャ
ズ

や
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
ド
よ
り
も
む
し
ろ
、
ロ
ッ
ク
や
Ｒ
＆
Ｂ
ラ
テ
ン
、
ポ
ッ

プ
な
ど
と
融
合
し
た
ク
ロ
ス
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
な
演
奏
が
多
い
よ
う
な
印
象
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を
受
け
る
。
近
年
の
ジ
ャ
ズ
で
最
も
多
く
の
ア
ル
バ
ム
を
売
り
あ
げ
た
ケ

ニ
ー
・
G
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
ロ
ッ
ク
、
ポ
ッ
プ
ス
寄
り

の
演
奏
・
録
音
を
す
る
サ
ッ
ク
ス
の
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
サ
ン
ボ
ー
ン
は
ブ

ル
ー
・
ノ
ー
ト
な
ど
で
の
ビ
ッ
グ
・
ネ
ー
ム
で
あ
る
し
、
ク
リ
ス
・
ボ
ッ

テ
ィ
が
い
ま
や
ブ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
の
看
板
で
あ
る
こ
と
は
上
記
の
通
り

で
あ
る
。
こ
う
し
た
ポ
ッ
プ
な
演
奏
家
た
ち
や
、
ラ
テ
ン
文
化
圏
、
ア

フ
リ
カ
、
日
本
を
含
め
た
ア
ジ
ア
な
ど
出
身
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち

と
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
だ
っ
た
マ
ッ
コ
イ
・
タ

イ
ナ
ー
、
マ
イ
ル
ス
の
名
盤
『
カ
イ
ン
ド
・
オ
ヴ
・
ブ
ル
ー
』( K

ind of 
Blue 

［
一
九
五
六
］)

の
メ
ン
バ
ー
最
後
の
生
き
残
り
で
あ
る
ジ
ミ
ー
・
コ

ブ
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
と
と
も
に
六
〇
年
代
マ
イ
ル
ス
の
ク
ィ
ン
テ
ッ
ト
に
参

加
し
た
ロ
ン
・
カ
ー
タ
ー
な
ど
の
超
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
・
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ

シ
ャ
ン
た
ち
が
共
存
し
て
い
る
の
が
現
在
の
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
シ
テ
ィ

の
ジ
ャ
ズ
・
シ
ー
ン
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
ノ
ー
ト
ン
・
レ
ク
チ
ャ
ー

で
そ
の
一
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
よ
う
に
、「
ジ
ャ
ズ
」

の
総
体
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
に
違
い
な

い
。
従
来
、
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
化
の
試
み
は
様
々
な
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。

有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ

ン
な
ど
に
よ
る
ブ
ル
ー
ズ
へ
の
関
心
と
録
音
の
ブ
ー
ム
が
あ
り
、
モ
ダ

ン
・
ジ
ャ
ズ
の
勢
い
の
高
ま
り
（
い
う
ま
で
も
な
く
公
民
権
運
動
へ
と
向
か

う
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
国
内
で
の
人
権
意
識
の
高
ま
り
と
呼
応
す

る
）
と
と
も
に
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
化
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
例
が
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
指

揮
者
・
作
曲
家
で
あ
る
レ
ナ
ー
ド
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
『
音
楽
の

よ
ろ
こ
び
』（The Joy of M

usic 

［
一
九
五
九
］）
に
収
録
さ
れ
た
「
ジ
ャ
ズ

と
は
何
か
？
」（W

hat Is Jazz?

）
で
あ
り

11
、
出
版
年
が
す
こ
し
遅
れ
て

い
る
が
、
飯
野
友
幸
氏
の
ご
翻
訳
に
よ
り
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

リ
ロ
イ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
ブ
ル
ー
ス
・
ピ
ー
プ
ル—

白
い
ア
メ
リ
カ
、

黒
い
音
楽
』（Blues People: N

egro M
usic in W

hite Am
erica ［

一
九
六
三
］）

だ
ろ
う
。
上
記
の
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
タ
ー
ン
ズ
に
よ
る
『
ジ
ャ
ズ
物

語
』（The Story of Jazz ［
一
九
五
六
］）も
同
様
の
例
の
一
つ
で
あ
る
。
バ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
の
例
の
よ
う
な
古
典
的
ジ
ャ
ズ
論
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
ズ
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
特
質
あ
る
い
は
本
質
が
存
在
す
る
と
さ
れ
、
ブ
ル
ー

ズ
、
ラ
グ
タ
イ
ム
な
ど
の
起
源
、
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
の
文
化
的
特

質
な
ど
か
ら
派
生
し
、
そ
れ
ら
が
持
つ
特
質
や
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
が
ジ
ャ
ズ
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
る

12
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
普
通
だ
っ

た
は
ず
の
、
伝
統
的
な
歴
史
感
覚
と
ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
化
が
感
じ
と
ら
れ

る
。
し
か
し
「
・
・
・
と
は
何
か
？
（W

hat Is . . . ?

）」
と
い
う
古
典
哲

学
的
な
問
い
が
前
提
と
す
る
ジ
ャ
ン
ル
の
定
義
は
、
後
述
の
よ
う
に
四
〇

年
代
末
か
ら
五
〇
年
代
に
は
す
で
に
ジ
ャ
ズ
の
現
場
で
崩
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
近
年
の
ジ
ャ
ズ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
ジ
ャ
ズ
の
特
質
が
ミ
ニ
マ
ム
に

イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ス
ゥ
イ
ン
グ
感
覚
で
あ
る
と
解
説
さ
れ

て
い
る

13
。
そ
の
他
の
特
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
う
る
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
音
楽
に
起
源
を
持
つ
と
か
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
リ
ズ
ム

に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
か
、
し
ば
し
ば
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
ド
の
形
式
で
演
奏

さ
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
記
述
は
、
こ
の
時
代
以
降
通
用
し
な
く
な
っ
て
く

る
。
あ
る
い
は
ジ
ャ
ズ
を
「
ジ
ャ
ズ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
そ
の
も
の
が
困
難
に
な
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

　

本
格
的
な
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
の
起
源
と
な
っ
た
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー

カ
ー
は
、
一
九
五
五
年
に
死
去
し
た
。
グ
リ
ー
ニ
ッ
ジ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
そ

の
他
で
、
若
い
白
人
の
ヒ
ッ
プ
ス
タ
ー
た
ち
が
「
バ
ー
ド
は
生
き
て
い
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る 」  （

Bird 
Lives

） と い う 落 書 き を 繰 り 返 し 、 パ ー カ ー が 彼 ら の

時 代 精 神 の 象 徴 と な っ た こ と は 、 ラ ル フ ・ エ リ ソ ン が エ ッ セ イ「 バ ー ド 、 バ ー ド ・ ウ ォ ッ チ ン グ と ジ ャ ズ 」  （

Bird, 
Bird 

Watching 

and Jazz ）  に 記 し て い る 通 り だ

1 4。 あ ら た め て 述 べ る ま で も な く 、

パ ー カ ー の 功 績 は 、 ビ バ ッ プ の ハ ー モ ニ ー に も と づ い た イ ンプ ロ ヴ ィ ゼ ー シ ョ ン と 、 ハ ー モ ニ ー の 利 用 法 の 大 胆 な 革 新 だ った 。 パ ー カ ー と 、 パ ー カ ー 以 前 の ハ ー モ ニ ッ ク な イ ン プ ロ ヴ ィゼ ー シ ョ ン の 大 家 で あ る コ ー ル マ ン ・ ホ ー キ ン ズ が 共 演 し たヴ ィ デ オ で は 、 ホ ー キ ン ズ の 古 典 的 で た お や か な 演 奏 を 小 馬 鹿に し た よ う に 、 パ ー カ ー が ビ バ ッ パ ー ら し く 奇 を て ら っ た 高 音で
、
ホ ー キ ン ズ の 演 奏 を 切 る よ う に し て イ ン プ ロ ヴ ィ ゼ ー シ ョ

ン に 入 る 様 子 を 見 る こ と が で き る

1 5。 し か し 、 五 〇 年 代 ま で の

ビ バ ッ プ 、 ク ー ル 、 ハ ー ド バ ッ プ に お け る イ ン プ ロ ヴ ィ ゼ ーシ ョ ン を 続 け る か ぎ り 、 ミ ュ ー ジ シ ャ ン た ち は コ ー ド 進 行 の拘 束 の 枠 内 か ら 決 定 的 に 離 れ る こ と は で き な か っ た 。 モ ダ ン ・ジ ャ ズ が 他 の モ ダ ニ ズ ム 芸 術 と 同 じ く 、 従 来 の コ ン ヴ ェ ン シ ョナ ル な 形 式 か ら 離 れ て ゆ く 性 質 を 持 っ て い た 以 上 、 彼 ら が コ ード 進 行 の 束 縛 か ら 逃 れ る 方 向 へ と 向 か う こ と は 必 然 的 だ っ たと い っ て よ い だ ろ う 。　
マ イ ル ス ・ デ ィ ヴ ィ ス が ビ ル ・ エ ヴ ァ ン ズ と 組 ん で 実 践 し た

い わ ゆ る モ ー ド ・ ジ ャ ズ が 、 複 雑 化 し た コ ー ド 進 行 の 束 縛 か ら逃 れ る 方 法 の ひ と つ で あ っ た こ と は よ く 知 ら れ て い る 。 マ イ ルス は 、 複 雑 化 し 歌 う こ と が で き な く な っ た ジ ャ ズ の 演 奏 に か わり 、 コ ー ド を ス ケ ー ル に 置 き 換 え る こ と で コ ー ド を 単 純 化 し 、『 マ イ ル ス ト ー ン ズ 』  （

Milestones
 ［ 一 九 五 八 ］

）  、  『 カ イ ン ド  ・  オ ヴ  ・

ブ ル ー 』 な ど の ア ル バ ム で 聴 く こ と が で き る 、 比 較 的 自 由 で メ

ロ デ ィ ア ス な イ ン プ ロ ヴ ィ ゼ ー シ ョ ン を 実 現 し た の だ っ た

1 6。

し か し よ り 根 本 的 な 解 決 法 は 、 従 来 の ジ ャ ズ の コ ン ヴ ェ ン シ ョン を 捨 て た 、  い わ ゆ る  「 フ リ ー  ・  ジ ャ ズ 」  に よ っ て も た ら さ れ た 。フ リ ー ・ ジ ャ ズ 以 降 の 認 識

　

　
サ ッ ク ス 奏 者 の オ ー ネ ッ ト ・ コ ー ル マ ン ら が 、 五 〇 年 代 末

か ら ニ ュ ー ・ ヨ ー ク ・ シ テ ィ で

“ The 
Ne

w 
Thing

”

と 当 時 呼 ば

れ た 演 奏 を 開 始 し た こ と は よ く 知 ら れ て い る 。 マ イ ル ス ・ デ ィヴ ィ ス に よ れ ば 、 レ ナ ー ド ・ バ ー ン ス タ イ ン を は じ め と す る 大物 文 化 人 た ち が コ ー ル マ ン ら の セ ッ シ ョ ン に 集 い 、 マ イ ル ス は彼 ら に 聴 衆 を 奪 わ れ た

1 7。 マ イ ル ス は も ち ろ ん 、 当 時 の コ ー ル

マ ン の こ と を よ く 言 っ て は い な い 。 自 伝 『 マ イ ル ス 』 の 後 半で は コ ー ル マ ン や フ リ ー ・ ジ ャ ズ の 価 値 を 認 め て い る に し ても 、 プ ラ ス テ ィ ッ ク の ア ル ト ・ サ ッ ク ス を 吹 き 、 ト ラ ン ペ ッ トや ヴ ァ イ オ リ ン の 演 奏 に ま で 手 を 染 め た コ ー ル マ ン や 、 ト ラ ンペ ッ ト を 担 当 し た ド ン ・ チ ェ リ ー の 演 奏 た い し て は 手 厳 し い 評価 を く だ し て い る

1 8。 し か し 、 演 奏 の 質 の 判 断 は 別 に し て も 、

当 時 の ア メ リ カ の 文 化 人 た ち が 感 じ と っ た よ う に 、 フ リ ー ・ジ ャ ズ の 文 化 論 的 意 義 は 大 き い 。 現 代 を 代 表 す る ジ ャ ズ 史 家の テ ッ ド ・ ジ オ イ ア （
Ted 

Gioia

） は 、 コ ー ル マ ン ら の 演 奏 が し

ば し ば 揶 揄 の 対 象 に し か な ら な か っ た 一 方 で 、  「 コ ル ト レ ー ン 、ド ル フ ィ ー 、 ロ リ ン ズ 、 マ イ ル ス な ど 、 主 流 の 名 演 奏 家 た ち がフ リ ー ・ ジ ャ ズ を 認 め そ れ に 倣 お う と し た こ と は 、 ジ ャ ズ 界に お け る 驚 く べ き 変 化 を 記 し て い た 」  （

“ Coltrane, 
Dolphy, 

Rollins, 
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ジャズの響き―ハービー・ハンコック、マイルス・ディヴィスとアメリカ現代におけるアヴァンギャル
ドの系譜　加藤雄二 / The Reverberations of Jazz: Herbie Hancock, Miles Davis and the Genealogy 

of the Avant-Garde in Contemporary America, KATO Yuji

M
iles: to see these m

asters of m
ainstream

 jazz not only acknow
ledge the 

new
 m

usic, but strive to em
ulate it ―

 this m
arked an extraordinary change 

in the jazz w
orld”

）
と
述
べ
て
い
る

19
。

　

演
奏
の
良
し
悪
し
が
文
化
論
的
意
義
と
別
個
の
問
題
と
な
る
の
は
、

ジ
ャ
ズ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
固
有
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
が
無
効
化
さ

れ
る
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
降
の
音
楽
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
は
、
従
来

の
西
欧
音
楽
や
ジ
ャ
ズ
に
お
い
て
規
範
的
と
考
え
ら
れ
た
楽
器
の
奏
法

も
ま
た
無
効
に
な
り
う
る
か
ら
だ
。
調
性
や
拍
子
、
リ
ズ
ム
・
パ
タ
ー
ン

な
ど
の
音
楽
を
構
成
す
る
他
の
要
素
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
の
実
際
の
演
奏
は
た
ん
に
自

由
、
あ
る
い
は
滅
茶
苦
茶
に
演
奏
さ
れ
た
騒
音
な
の
で
は
な
い
。
コ
ー
ル

マ
ン
の
ア
ル
バ
ム
『
ジ
ャ
ズ　

来
る
べ
き
も
の
』（The Shape of Jazz to 

C
om

e ［
一
九
五
九
］）
に
お
け
る
演
奏
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ユ
ニ
ゾ
ン

で
の
演
奏
に
は
構
造
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
あ
り
、
通
常
の
ビ
ー
ト
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
っ
て
も
リ
ズ
ム
感
覚
が
あ
る
。『
ジ
ャ
ズ　

来
る
べ
き
も
の
』

に
収
録
さ
れ
た
「
ロ
ン
リ
ー
・
ウ
ー
マ
ン
」（Lonely W

om
an

）
な
ど
を

聴
け
ば
こ
の
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、フ
レ
デ
ィ
・

ハ
バ
ー
ド
、
エ
リ
ッ
ク
・
ド
ル
フ
ィ
ー
そ
の
他
の
名
演
奏
家
た
ち
を
揃
え

た
コ
ー
ル
マ
ン
の
も
う
ひ
と
つ
の
初
期
代
表
作『
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
』（Free 

Jazz 

［
一
九
六
一
］）
で
の
演
奏
は
、
当
然
な
が
ら
申
し
分
な
い
と
い
う
以

上
の
非
常
に
高
い
技
術
的
レ
ベ
ル
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
の
演
奏
の
形
態
は
個
々
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て

異
な
り
、
極
端
に
言
え
ば
ど
の
よ
う
な
演
奏
が
実
践
さ
れ
て
も
よ
い
。
二

つ
の
バ
ン
ド
が
同
時
に
集
団
的
即
興
演
奏
を
行
い
、
既
存
の
ジ
ャ
ズ
の

ル
ー
ル
を
破
っ
た
『
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
』
の
演
奏
は
そ
の
ひ
と
つ
の
例

で
あ
る

20
。
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
が
実
践
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
て
以
降
、
従

来
の
「
ジ
ャ
ズ
」
の
演
奏
形
態
を
も
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
演
奏
も
原

理
上
可
能
な
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
従
来
の
ジ
ャ
ズ
は
、
フ

リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
降
の
音
楽
と
両
立
し
え
な
い
対
立
項
に
な
る
の
で
は
な

く
、
境
界
の
な
い
よ
り
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
を
獲
得
し
た
音
楽
に
含
ま
れ
る

選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
た
と
え
ば
ジ
オ
イ
ア
も
、
コ
ー
ル
マ
ン
が
試

み
た
ブ
ル
ー
ズ
、
ビ
バ
ッ
プ
、
ラ
テ
ン
な
ど
の
要
素
を
採
り
入
れ
た
演
奏

に
お
い
て
、
コ
ー
ル
マ
ン
は
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
に
従
属
し
た
の
で
は
な

く
、「
他
の
ス
タ
イ
ル
に
彼
の
よ
り
自
由
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
敬
意

を
示
さ
せ
た
」( “C

olem
an m

ade the other style do hom
age to his freer ap-

proach.”)

と
述
べ
て
い
る

21
。

　

多
く
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
ジ
ャ
ズ
・
フ
ァ
ン
た
ち
が
そ
う
し
た
よ
う

に
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
が
ジ
ャ
ズ
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
議
論
し
て
み
て

も
よ
い
は
ず
だ
。
し
か
し
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
降
、
そ
の
議
論
は
同
語
反

復
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
前
の
ジ
ャ
ズ
を
ジ
ャ

ズ
と
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
は
ジ
ャ
ズ
で
は
な
い
。
し

か
し
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
降
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
特
に
フ
リ
ー
・
ジ
ャ

ズ
的
な
要
素
が
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
や
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
な

ど
の
音
楽
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
ロ
ッ
ク
や
Ｒ
＆
Ｂ
と
融
合
し
て
ゆ
く

過
程
を
経
た
の
ち
に
は
、
西
欧
音
楽
と
そ
の
後
の
ジ
ャ
ズ
が
従
来
否
定
・

抑
圧
し
て
き
た
異
端
で
あ
り
、
ジ
ャ
ズ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
と
っ
て
は
い

わ
ば
他
者
で
あ
っ
た
「
フ
リ
ー
」
な
要
素
が
、
音
楽
の
可
能
性
の
重
要
な

一
部
と
し
て
認
知
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
が
ジ
ャ
ズ
で
あ
る

か
な
い
か
と
い
う
問
い
は
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
前
の
「
ジ
ャ
ズ
」
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
に
の
み
当
て
は
ま
る
も
の
な
の
だ
。
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら

ば
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
は
ジ
ャ
ズ
と
ジ
ャ
ズ
で
は
な
い
も
の
の
境
界
線
を

破
綻
さ
せ
、ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
を
解
体
し
て
し
ま
う
。
フ
リ
ー
・
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ジ
ャ
ズ
が
可
能
に
な
る
こ
と
は
、「
ジ
ャ
ズ
」
と
い
う
と
き
に
特
権
化
さ

れ
と
き
に
卑
下
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
、
固
有
の
存
在
の
領
域
や
特
質
を
持

た
ず
と
も
演
奏
さ
れ
う
る
と
い
う
宣
告
に
等
し
い
。
こ
の
宣
告
が
、
そ
の

後
の
ジ
ャ
ズ
（
あ
る
い
は
そ
れ
ら
し
き
音
楽
）
の
ク
ロ
ス
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー

的
な
在
り
方
と
多
様
性
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
が
歴
史
化
の
前
提
に
深
く
か
か
わ
る
重
要
な

意
義
を
持
つ
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
〇
年
代
に
行
わ

れ
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
固
有
の
特
質
を
議
論
す
る

こ
と
は
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
の
出
現
以
降
原
理
的
に
も
は
や
不
可
能
に
な

る
。
そ
れ
以
降
の
多
様
化
し
た
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
は
、
多
元
文
化
主
義
に
お

け
る
他
の
諸
文
化
事
象
と
同
様
に
、
ひ
と
つ
の
起
源
を
持
た
な
い
複
層
的

な
歴
史
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
か
ら
だ
。
原
理
的
な
意
味
で
の
フ

リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
ジ
ャ
ズ
」
を
解
体
し
、
し
た

が
っ
て
ジ
ャ
ズ
の
ジ
ャ
ズ
と
し
て
の
歴
史
を
解
体
す
る
の
だ
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
後
に
ア
メ
リ
カ
の
ア
カ
デ
ミ
ア
を
席
巻
す
る
こ

と
に
な
る
い
わ
ゆ
る
脱
構
築
が
西
欧
中
心
主
義
と
そ
れ
に
も
と
づ
い
た

存
在
の
学
を
解
体
し
た
の
に
類
似
し
た
、
音
楽
史
の
根
源
的
な
再
編
成
を

も
た
ら
し
た
は
ず
な
の
だ
。

そ
の
後
の
マ
イ
ル
ス

　

実
際
、
現
代
の
ジ
ャ
ズ
論
は
ジ
ャ
ン
ル
、
ジ
ャ
ン
ル
の
固
有
性
、
ジ
ャ

ン
ル
の
枠
内
で
意
味
づ
け
さ
れ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
議
論
す
る
た
め
だ
け

の
場
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ジ
ャ
ズ
論
に
お
け
る
分

岐
点
は
お
そ
ら
く
七
〇
年
代
で
あ
る
。
旧
来
の
ジ
ャ
ズ
論
は
古
典
的
な
文

芸
批
評
に
近
い
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
典
型
的
な
例
は
、
モ
ダ
ン
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
か
ら
『
音
楽
と
と
も
に
生
き
る
こ
と—

ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン

の
ジ
ャ
ズ
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ズ
』（Living w

ith M
usic: Ralph Ellison’s Jazz 

W
ritings ［

二
〇
〇
二
］）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
、上
記
の
作
家
ラ
ル
フ
・

エ
リ
ソ
ン
の
ジ
ャ
ズ
論
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
文
学
史

上
最
も
重
要
な
小
説
作
品
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
見
え
な
い
人
間
』（Invis-

ible M
an ［

一
九
五
二
］）
で
知
ら
れ
る
エ
リ
ソ
ン
は
、
文
学
に
傾
倒
す
る

前
に
は
ブ
ッ
カ
ー
・
T
・
ワ
シ
ン
ト
ン
が
創
設
し
た
タ
ス
キ
ー
ギ
・
イ
ン

ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
（Tuskegee Institute

）
で
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
専
攻
し
た

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
時
代
と
の
関
係
に
お
い

て
作
ら
れ
る
、
変
化
す
る
芸
術
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
の
性
質
や
人
種
問
題
と

の
関
わ
り
に
は
理
解
が
深
い
。
ギ
タ
リ
ス
ト
、チ
ャ
ー
リ
ー
・
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
に
つ
い
て
語
る
際
、
エ
リ
ソ
ン
は
「
し
ば
し
ば
困
惑
す
る
ほ
ど
複
雑
な

ア
メ
リ
カ
的
な
文
化
的
経
験
」（“often annoying com

plexity of A
m

erican 
cultural experience”

）に
注
目
し
、ジ
ャ
ズ
が「
歴
史
と
前
史
が
入
り
混
じ
っ

た
奇
妙
な
状
態
の
な
か
に
存
在
す
る
芸
術
形
態
」（“an art form

 existing 
in a curious state of history and pre-history sim

ultaneously”

）
に
あ
る
と
述

べ
、
ジ
ャ
ズ
の
「
こ
こ
、
現
在
の
社
会
的
状
況
と
の
深
い
繋
が
り
を
持
つ

性
質
」（“the nature of its deep connection w

ith social conditions here and 
now

”

）
に
触
れ
て
い
る

22
。
し
か
し
エ
リ
ソ
ン
は
、
ジ
ャ
ズ
と
そ
の
文
化

を
議
論
す
る
に
際
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
あ
る
い
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な

古
典
的
美
学
を
援
用
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
感
性
を

示
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
古
典
的
な
文
芸
批
評
家
に
近
い
側

面
も
強
く
持
っ
て
い
る

23
。
ま
た
、『
ブ
ル
ー
ス
・
ピ
ー
プ
ル
』
で
リ
ロ
イ
・

ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
人
々

の
一
枚
岩
的
な
民
族
性
と
ジ
ャ
ズ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
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of the Avant-Garde in Contemporary America, KATO Yuji

自
身
が
繰
り
返
し
指
摘
す
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
た
ち
の
階
級
意

識
の
分
裂
を
勘
案
し
な
い
と
し
て
も
、
民
族
と
音
楽
の
均
質
性
と
単
一
性

を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
無
理
が
あ
り
、
し
か
も
モ
ー
ド
・
ジ
ャ
ズ
や
フ

リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
が
実
践
さ
れ
、
ジ
ャ
ズ
の
主
流
の
趨
勢
が
ジ
ャ
ズ
・
ロ
ッ

ク
や
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
へ
と
向
か
っ
て
い
く
途
上
に
あ
っ
た
一
九
六
三
年

の
時
代
性
に
も
そ
ぐ
わ
な
い

24
。
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
へ
と
向
か
う
動
き
は
、

Sketches of Spain
な
ど
の
演
奏
で
知
ら
れ
る
マ
イ
ル
ス
九
重
奏
団
の
メ

ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
ホ
ル
ン
奏
者
で
あ
り
、
音
楽
教
育
者
、
音
楽
史
家
で

も
あ
っ
たG

anther Schuller
の
サ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ム
へ
と
向
か
う
実

験
や
、
レ
ニ
ー
・
ト
リ
ス
タ
ー
ノ
、
リ
ー
・
コ
ー
ニ
ッ
ツ
な
ど
の
フ
リ
ー
・

ジ
ャ
ズ
を
先
取
り
す
る
実
験
的
演
奏
で
あ
る“D

igression”

、 “Intuition”

な
ど
に
よ
っ
て
、
一
九
四
〇
年
代
末
に
は
す
で
に
開
始
さ
れ
て
も
い
た

25
。

現
代
の
ジ
ャ
ズ
と
ジ
ャ
ズ
論
は
、
西
欧
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
や
、
ジ
ャ
ン
ル
の
固
有
性
と
歴
史
的
本
質
主
義
か
ら
離
れ
た
、
い
わ

ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
方
向
性
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

　

ハ
ー
ビ
ー
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
で
活
躍
し
た
の
は
、

ロ
ッ
ク
ン
・
ロ
ー
ル
が
ジ
ャ
ズ
に
か
わ
っ
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
主
流
と

な
り
つ
つ
あ
っ
た
趨
勢
に
対
応
す
べ
く
、
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
と
の

共
演
を
計
画
す
る
な
ど
し
て
ジ
ャ
ズ
と
ロ
ッ
ク
の
融
合
を
強
力
に
押
し

進
め
、
元
来
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
的
な
基
本
で
あ
っ

た
ジ
ャ
ズ
に
電
子
楽
器
を
取
り
入
れ
た
時
期
だ
っ
た
。
パ
ー
カ
ー
の
直
弟

子
で
も
あ
り
、
コ
ー
ル
マ
ン
そ
の
他
に
比
べ
て
は
る
か
に
保
守
的
だ
っ
た

マ
イ
ル
ス
が
伝
統
的
な
ジ
ャ
ズ
を
捨
て
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
に
似
た
ス
タ

イ
ル
や
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
と
反
復
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
フ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
に
向
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
マ
イ
ル
ス
の

「
倫
理
」
と
し
て
語
っ
た
革
新
性
こ
そ
が
、
ジ
ャ
ン
ル
の
固
有
性
に
優
っ

た
ジ
ャ
ズ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し

ジ
ャ
ン
ル
の
脱
構
築
が
現
代
の
必
然
的
な
趨
勢
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
ハ

ン
コ
ッ
ク
が
講
演
で
語
っ
た
六
〇
年
代
マ
イ
ル
ス
の
教
え
や
そ
の
後
の

ジ
ャ
ズ
の
変
貌
ぶ
り
は
現
代
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
シ
ン
セ
サ
イ

ザ
ー
を
駆
使
し
た
音
楽
制
作
に
よ
っ
て
一
世
を
風
靡
し
た
ハ
ン
コ
ッ
ク

に
、
電
子
ピ
ア
ノ
フ
ェ
ン
ダ
ー
・
ロ
ー
ズ
（Fender R

hodes

）
を
初
め
て

弾
か
せ
た
の
が
マ
イ
ル
ス
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る

26
。
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
歴
史
と
固
有
の
方
向
性
を
捨
て
た
音
楽

は
、
目
指
す
べ
き
到
達
点
を
失
い
、
絶
え
ず
進
行
す
る
反
復
と
差
異
の
連

鎖
か
ら
な
る
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
の
詩
人
ウ
ォ
ル
ト
・

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
に
も
類
似
し
た
、
き
わ
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
芸
術
形

式
で
も
あ
っ
た
（
こ
の
時
代
の
マ
イ
ル
ス
の
流
れ
を
汲
む
ウ
ェ
イ
ン
・
シ
ョ
ー

タ
ー
、
ジ
ョ
ー
・
ザ
ゥ
イ
ー
ナ
ル
ら
の
グ
ル
ー
プ
、
ウ
ェ
ザ
ー
・
リ
ポ
ー
ト

（W
eather R

eport

）
の
初
期
ア
ル
バ
ム
の
ひ
と
つI Sing the Body Electric

が
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
象
徴
的
だ
）。
電
子
化
と
反

復
を
基
調
と
し
た
音
楽
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
若
者
に

ア
ピ
ー
ル
し
た
ア
ル
バ
ム
『
ビ
ッ
チ
ェ
ズ
・
ブ
リ
ュ
ー
』
以
降
の
マ
イ

ル
ス
の
音
楽
は
、
若
く
し
て
エ
イ
ズ
で
逝
っ
た
才
能
あ
る
評
論
家
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ス
ネ
ッ
ド
（Jam

es Snead

）
が
、“O

n R
epetition in B

lack C
ul-

ture”

で
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
文
化
一
般
に
つ
い
て
述
べ
た
よ

う
に
、
西
欧
的
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
歴
史
観
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を

重
視
す
る
芸
術
観
を
、
文
化
に
お
け
る
反
復
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
相
対
化
す
る
力
を
秘
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

27
。
そ
れ
が
ジ
ャ
ズ

と
い
う
よ
り
は
、
よ
り
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
的
な
フ
ァ
ン
ク
へ
と

向
か
っ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
納
得
で
き
る
。
た
だ
、
切
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れ 目 な く 延 々 と 繰 り 返 さ れ る プ ロ セ ス と し て の イ ン プ ロ ヴ ィゼ ー シ ョ ン の 商 業 的 な メ リ ッ ト は き わ め て 疑 わ し く 、 か な ら ずし も 聴 衆 に 受 け 入 れ ら れ た わ け で も な か っ た 。　 『 ビ ッ チ ェ ズ ・ ブ リ ュ ー 』 以 降 、 七 〇 年 代 半 ば に マ イ ル ス が健 康 上 の 理 由 か ら 一 時 引 退 し 、 ミ ュ ー ジ ッ ク ・ シ ー ン か ら 姿を 消 す ま で の 間 に 録 音 さ れ た 、 悪 名 高 く し ば し ば 無 視 さ れ がち な 音 楽 （

日 本 で 録 音 さ れ 、 一 九 七 五 年 に リ リ ー ス さ れ た

Pangea

、

Agarta

な ど の ア ル バ ム

） に は 、 お そ ら く 原 理 上 の 矛 盾 が あ っ た

の だ と 筆 者 は 考 え て い る 。 マ イ ル ス に よ る 新 し い 演 奏 は 、 反 復に よ る 進 歩 主 義 の 否 定 を 内 に 孕 ん で い な が ら も 、 お そ ら く 、 従来 か ら の 革 新 的 な ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド の 延 長 線 上 に あ っ た 。 モ ダニ ズ ム 的 な 革 新 に よ っ て 新 た な 到 達 点 を 目 指 す 進 歩 主 義 的 な方 向 性 は 、 オ リ ジ ナ ル で あ る こ と を や め た 記 号 的 な 音 の 反 復 によ っ て 織 り 成 さ れ る プ ロ セ ス と し て の 音 楽 と は 両 立 し え な いは ず で あ る 。 シ ン セ サ イ ザ ー や Ｍ Ｉ Ｄ Ｉ に よ る サ ン プ リ ン グ と反 復 が 常 識 的 に な り つ つ あ っ た 八 〇 年 に カ ム バ ッ ク し た マ イル ス が 、 多 く の 問 題 を 抱 え な が ら も 挫 折 し な か っ た の は 、 六 〇年 代 末 か ら 七 〇 年 代 に か け て 革 新 的 だ っ た 試 み が 、 八 〇 年 代に は 日 常 的 な 環 境 と な っ て い た か ら で は な か っ た の だ ろ う か 。八 〇 年 代 の マ イ ル ス は 、 よ り 新 し い テ ク ノ ロ ジ ー に よ っ て 電 子的 に モ デ ィ フ ァ イ さ れ た 赤 や 青 、 緑 な ど 色 と り ど り の マ ー テ ィン ・ コ ミ ッ テ ィ ー ・ ト ラ ン ペ ッ ト を 、 電 子 楽 器 の 響 き に 合 わ せた 短 い フ レ ー ズ の 反 復 に よ っ て 吹 き 鳴 ら す と 同 時 に 、 し ば し ばシ ン セ サ イ ザ ー の キ ー ボ ー ド を 叩 い た （

八 〇 年 代 以 前 に は オ ル

ガ ン が 用 い ら れ た

）
2 8。 六 〇 年 代 末 か ら の マ イ ル ス は 電 子 楽 器 を

積 極 的 に 使 用 し 、 ト ラ ン ペ ッ ト に ピ ッ ク ア ッ プ と イ フ ェ ク タ ー

を つ け 、 ジ ミ ・ ヘ ン ド リ ッ ク ス の エ レ キ ギ タ ー に 似 た 効 果 を 出そ う と し た り

2 9、 そ の 後 マ ハ ヴ ィ シ ュ ヌ ・ オ ー ケ ス ト ラ の リ ー

ダ ー と な り 、 現 在 も 活 躍 し て い る ロ ッ ク 系 ギ タ リ ス ト 、 ジ ョン ・ マ ク ラ フ リ ン を バ ン ド に 迎 え 「 よ り リ ズ ミ ッ ク な ブ ル ーズ ・ フ ァ ン ク サ ウ ン ド 」  （

“a 
more rhyth

mic, blues-funk sound” ） を

手 に 入 れ た

3 0。 し か し 、 マ イ ル ス の 電 子 楽 器 の 使 用 法 は ア コ ー

ス テ ィ ッ ク に 近 く 、 エ レ ク ト リ ッ ク の 使 用 が 当 然 に な っ た 八 〇年 代 の マ イ ル ス に と っ て ア コ ー ス テ ィ ッ ク な 楽 器 と 電 子 楽 器の 区 別 は 本 質 的 な 意 味 に お い て 存 在 し な か っ た の で は な い だろ う か 。 ケ イ ・ ア カ ギ に よ れ ば 、 マ イ ル ス は 電 子 楽 器 に も 管 楽器 や オ ー ケ ス ト ラ と 同 じ 、 ブ レ ス の タ イ ミ ン グ の あ る フ レ ー ジン グ を 要 求 し た ら し い

3 1。

ウ ィ ン ト ン ・ マ ー サ リ ス と 現 在 の ジ ャ ズ　
ア メ リ カ の 文 化 研 究 一 般 に お い て 、 歴 史 と 歴 史 化 の 方 法 論 、

芸 術 ジ ャ ン ル に お け る キ ャ ノ ン （

正 典

） の 再 編 成 が 深 刻 な 課 題

と な っ た の は 、 公 民 権 運 動 と フ ェ ミ ニ ズ ム な ど の 、 従 来 的 な白 人 中 心 主 義 へ の 批 判 が 真 剣 に 受 け 取 ら れ な け れ ば な ら な くな っ て 以 来 だ っ た 。 そ の 原 理 的 な 改 変 は い わ ゆ る 批 評 理 論 の 分野 で 七 〇 年 代 に 行 わ れ 、 そ の 成 果 が エ ド ワ ー ド ・

W ・ サ イ ー ド

の 『 オ リ エ ン タ リ ズ ム 』  （
Orientalis

m
 ［ 一 九 七 八 ］

） な ど の 、 お も

に フ ラ ン ス の ポ ス ト 構 造 主 義 に 影 響 さ れ た 著 作 と な っ て 七 〇年 代 後 半 か ら 出 版 さ れ 始 め た 。 さ ら に そ の 後 の 文 化 研 究 に お いて は 、 ス テ ィ ー ヴ ン  ・  グ リ ー ン ブ ラ ッ ト 、 フ レ ド リ ッ ク  ・  ジ ェ ー
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of the Avant-Garde in Contemporary America, KATO Yuji

ム
ソ
ン
、
エ
リ
ッ
ク
・
サ
ン
キ
ス
ト
ら
が
主
導
し
た
「
新
歴
史
主
義
」
が

研
究
の
支
配
的
モ
ー
ド
と
な
り
、
現
在
に
い
た
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
か
ら

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
へ
と
引
き
継
が
れ
た
保
守
的
な
政
治
的
土
壌
は
、
歴
史

化
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
そ
の
時
代
以
来
の
人
文
科
学
研
究
の
趨
勢

と
相
関
し
て
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

八
〇
年
代
以
降
ジ
ャ
ズ
に
も
類
似
し
た
歴
史
へ
の
回
帰
が
起
き
た
。
そ

れ
を
主
導
す
る
国
民
的
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
支
持
さ
れ
、
ま
た
同

時
に
批
判
さ
れ
る
の
が
、
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
出
身
の
ウ
ィ
ン
ト
ン
・

マ
ー
サ
リ
ス
で
あ
る

32
。
マ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

八
〇
年
代
は
音
楽
文
化
の
安
定
期
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
で
あ
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
、
伝
統
的
な
ジ
ャ
ズ
、

ラ
テ
ン
、
ロ
ッ
ク
、
ポ
ッ
プ
ス
、
ダ
ン
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
区
分
を
絶
対
視
し
な
い
多
様
な
演
奏
形
態
が
常

識
的
に
な
っ
た
現
在
の
状
況
は
、
八
〇
年
代
に
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
だ
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
雰
囲
気
を
残
し
た
グ
ル
ー
プ
、
リ
タ
ー
ン
・
ト
ゥ
・

フ
ォ
ー
エ
ヴ
ァ
ー
（R

eturn to Forever

）
で
七
〇
年
代
に
一
斉
を
風
靡
し

た
チ
ッ
ク
・
コ
リ
ア
は
、
そ
の
後
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
な

ど
を
演
奏
し
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
も
活
動
し
始
め
た
。

八
〇
年
代
に
は
「
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
」（Electrik B

and

）
と
「
ア

コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
」（A

coustic B
and

）
の
両
方
を
率
い
、
ジ
ャ

ズ
の
ス
タ
イ
ル
が
選
択
・
切
り
替
え
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
七
〇

年
代
か
ら
前
衛
と
保
守
の
双
方
を
使
い
分
け
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
カ
ル
テ
ッ

ト
」（A

m
erican Q

uartet

）
と
「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
カ
ル
テ
ッ
ト
」（Euro-

pean Q
uartet

）、
そ
し
て
名
演
奏
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
ル
バ
ム
『
ケ
ル
ン
・

コ
ン
サ
ー
ト
』（K

öln C
oncert ［

一
九
七
五
］）
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の

ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
に
よ
る
ソ
ロ
演
奏
で
ジ
ャ
ズ
・
ピ
ア
ノ
の

ス
タ
イ
ル
を
変
貌
さ
せ
た
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
も
、
八
〇
年
代
に
は
ソ

ロ
と
平
行
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
録
音
や
、
ハ
ー
プ
シ
コ
ー
ド
に
よ
る

バ
ッ
ハ
の
『
平
均
律
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
』
の
録
音
な
ど
に
向
か
っ
た
。
ジ
ョ

ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ

た
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
マ
ッ
コ
イ
・
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
『
ダ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
ズ
』

（D
im

ensions

）
な
ど
八
〇
年
代
の
録
音
は
、
ム
ー
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に

近
い
ジ
ャ
ズ
ら
し
く
な
い
演
奏
で
あ
り
、
そ
う
し
た
演
奏
が
歓
迎
さ
れ

る
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
ハ
ン
コ
ッ
ク
や
ウ
ェ
イ
ン
・
シ
ョ
ー

タ
ー
は
、
独
自
の
活
動
を
一
方
で
続
け
な
が
ら
、
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
時

代
の
メ
ン
バ
ー
で
懐
古
的
グ
ル
ー
プV

SO
P

を
結
成
し
人
気
を
博
し
た

（
マ
ー
サ
リ
ス
が
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
と
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
こ
と

も
あ
る
）。

　

ウ
ィ
ン
ト
ン
・
マ
ー
サ
リ
ス
が
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
は
、
八
〇
年
代
の
そ

う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
ア
ー
ト
・
ブ
レ
イ
キ
ー
の

バ
ン
ド
・
メ
ン
バ
ー
と
し
て
十
八
歳
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
マ
ー
サ
リ
ス
は
、

八
二
年
に
ジ
ャ
ズ
の
ア
ル
バ
ム
『
マ
ル
サ
リ
ス
の
肖
像
』（W

ynton M
ar-

salis

）、
翌
年
に
は
ハ
イ
ド
ン
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
協
奏
曲
の
ア
ル
バ
ム
を
出

し
て
高
く
評
価
さ
れ
（
ハ
イ
ド
ン
の
ア
ル
バ
ム
と
ジ
ャ
ズ
の
ア
ル
バ
ムThink 

of O
ne

は
、
と
も
に
一
九
八
三
年
の
グ
ラ
ミ
ー
賞
を
受
賞
し
て
い
る
）、
ジ
ャ

ズ
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
両
方
の
ジ
ャ
ン
ル
で
ト
ッ
プ
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
と
し

て
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
フ
ィ
ル
や
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
・
オ
ペ
ラ
の
本
拠
地
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
シ
テ
ィ
の
リ
ン
カ
ー

ン
・
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
、「
ジ
ャ
ズ
・
ア
ッ
ト
・
リ
ン
カ
ー
ン
・

セ
ン
タ
ー
」（Jazz at Lincoln C

enter

）
の
音
楽
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
る

な
ど
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
合
衆
国
の
音
楽
を
代
表
す
る
強
力
な
存
在
感

を
持
ち
続
け
て
い
る
。
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マ
ー
サ
リ
ス
に
代
表
さ
れ
る
新
し
い
世
代
の
特
徴
は
、
音
楽
の
方
法
が

明
瞭
に
可
視
化
さ
れ
た
時
代
に
育
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ー
サ
リ
ス
本
人

は
、
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
の
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
一
家
に
育

ち
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
で
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
専
攻
し
て
い
た
。
マ
ー

サ
リ
ス
の
経
歴
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
か
ら
意
図
的
に
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し

た
マ
イ
ル
ス
や
、
名
門
イ
ー
ス
ト
マ
ン
音
楽
院
出
身
で
あ
り
な
が
ら
ク
ラ

シ
ッ
ク
の
演
奏
家
に
な
れ
な
か
っ
た
ロ
ン
・
カ
ー
タ
ー
、
音
楽
だ
け
で
は

な
く
機
械
工
学
の
学
位
を
取
得
し
た
ハ
ン
コ
ッ
ク
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と

ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
で
音
楽
を
学
び
な
が
ら
も
、
大
学
に
興
味
を
持
て

な
か
っ
た
チ
ッ
ク
・
コ
リ
ア
な
ど
、
そ
れ
以
前
の
世
代
の
優
れ
た
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
た
ち
の
も
の
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ル
ス
が
ジ
ュ

リ
ア
ー
ド
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
、
パ
ー
カ
ー
や
デ
ィ
ジ
ー
・
ガ
レ
ス

ピ
ー
の
指
導
と
庇
護
を
受
け
て
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
活
動

す
る
こ
と
を
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
人
種
隔
離
政
策
が
認
め
ら
れ
て

い
た
当
時
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
奏
者
が
ク
ラ

シ
ッ
ク
の
分
野
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
う
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る

33
。

　

多
く
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
音
楽
大
学
や
大
学
院
を
卒
業
し
て
い
る

マ
ー
サ
リ
ス
以
降
の
世
代
は
、
プ
ロ
と
し
て
の
経
験
に
よ
っ
て
学
ぶ
プ
ロ

セ
ス
を
経
る
以
前
に
、
あ
る
程
度
完
成
さ
れ
た
実
力
を
備
え
て
い
る
。
音

楽
、
と
く
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
や
ジ
ャ
ズ
の
方
法
論
が
大
学
で
体
系
的

に
教
授
さ
れ
う
る
、
現
在
に
近
い
環
境
が
整
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。
ジ
ャ
ズ
の
体
系
的
な
研
究
と
教
授
法
の
探
求
は
、
五
〇
年
代
ま
で
に

は
開
始
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ャ
ズ
教
育
で
有
名
に
な
り
現
在
に
い
た
る
ボ
ス

ト
ン
の
バ
ー
ク
リ
ー
音
楽
院
（B

erklee C
ollege of M

usic

）
が
一
九
四
五

年
に
創
設
さ
れ
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
書The Lydian C

hro-

m
atic C

oncept of Tonal O
rganization

が
一
九
五
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。

五
〇
年
代
後
半
に
は
、
プ
ロ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
を
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
に
迎

え
た
ジ
ャ
ズ
教
育
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ーLenox School of Jazz

が
、
ボ

ス
ト
ン
・
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
夏
の
本
拠
地
タ
ン
グ
ル

ウ
ッ
ド
（Tanglew

ood

）
近
隣
で
開
か
れ
た
。
し
か
し
、
大
学
の
音
楽
学

部
で
一
般
の
学
生
ま
で
も
が
ジ
ャ
ズ
の
理
論
を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
現
在
の
よ
う
な
環
境
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
マ
イ
ル
ス
は
当
時
の

ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
の
授
業
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
現
在
の
合
衆
国

に
お
け
る
音
楽
教
育
の
状
況
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
と
対
照
的
で
あ
る

34
。

　

九
一
年
に
逝
去
し
た
マ
イ
ル
ス
晩
年
の
十
年
間
と
マ
ー
サ
リ
ス
の

キ
ャ
リ
ア
は
重
な
っ
て
お
り
、
こ
の
ふ
た
り
の
関
係
は
し
ば
し
ば
ス
キ
ャ

ン
ダ
ラ
ス
に
取
り
ざ
た
さ
れ
る
。
た
だ
、
一
九
二
六
年
セ
ン
ト
ル
イ
ス

生
ま
れ
の
叩
き
上
げ
と
も
い
っ
て
い
い
マ
イ
ル
ス
と
、
六
一
年
ニ
ュ
ー
・

オ
ー
リ
ン
ズ
生
ま
れ
の
マ
ー
サ
リ
ス
を
比
較
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
の

無
理
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
不
毛
な
推
測
を
避

け
る
た
め
に
も
、
両
者
の
重
要
な
違
い
を
ひ
と
つ
だ
け
指
摘
す
る
と
す

れ
ば
、
マ
イ
ル
ス
が
絶
え
ず
新
し
い
音
楽
を
目
指
し
た
の
に
た
い
し
て
、

マ
ー
サ
リ
ス
は
体
系
や
歴
史
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
に
、
マ
イ
ル
ス
よ
り
も
は

る
か
に
親
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

マ
ー
サ
リ
ス
は
こ
れ
ま
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
演
奏
活
動
を
行

う
一
方
で
、
数
多
く
の
音
楽
教
育
事
業
に
か
か
わ
っ
て
き
た
。
代
表
的
な

も
の
の
ひ
と
つ
は
、
テ
レ
ビ
・
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
制
作
さ
れ
一
九
九
五
年

に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
し
て
発
売
さ
れ
た
、
音
楽
教
育
シ
リ
ー
ズM

arsalis on M
u-

sic w
ith Seiji O

zaw
a

で
あ
る

35
。
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
五
〇
年
代

の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
子
供
た
ち
を

ス
タ
ジ
オ
に
招
き
入
れ
、
そ
の
前
で
ホ
ス
ト
と
し
て
の
マ
ー
サ
リ
ス
が
、
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of the Avant-Garde in Contemporary America, KATO Yuji

当
時
ボ
ス
ト
ン
・
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
指
揮
者
だ
っ
た
小
澤
征
爾
が
率
い
る

タ
ン
グ
ル
ウ
ッ
ド
の
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

た
ち
に
よ
る
実
演
を
交
え
、
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
の
歴
史
を
解
説
す
る
体
裁

を
と
っ
て
い
る
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
権
威
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
系
で
白
人

の
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
か
ら
、
ジ
ャ
ズ
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
両
方
の
達
人
で
あ
り
、

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
で
も
あ
る
マ
ー
サ
リ
ス
に
ホ
ス
ト
役
が
変
化

し
た
こ
と
や
、
小
澤
征
爾
と
、
後
半
に
ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
が
登
場
す
る
こ
と

な
ど
が
、
多
元
文
化
主
義
を
強
力
に
推
し
進
め
た
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年

代
に
お
け
る
合
衆
国
の
変
貌
を
印
象
づ
け
る
。
テ
ク
ニ
カ
ル
な
基
本
を
押

さ
え
た
偏
り
の
少
な
い
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
二
十
年
以
上
経
っ
た
現
在

で
も
見
る
に
耐
え
る
ア
メ
リ
カ
音
楽
へ
の
優
れ
た
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ー
サ
リ
ス
は
そ
の
後
も
、
合
衆
国
を
代
表
す
る

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
家
ケ
ン
・
バ
ー
ン
ズ
の
映
像
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

『
ジ
ャ
ズ
』（Jazz 

［
二
〇
〇
一
］）
の
制
作
に
参
加
し
た
り
、
講
演
と
実
演

を
交
え
た
二
〇
一
一
年
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
の
連
続
講
演
「
ウ
ィ
ン
ト

ン
・
ア
ッ
ト
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
」（W

ynton at H
arvard

）
を
主
宰
す
る
な

ど
、
ジ
ャ
ズ
と
そ
の
歴
史
を
代
表
す
る
国
民
的
ア
イ
コ
ン
と
し
て
顕
著
な

活
躍
を
続
け
て
い
る
。

　

マ
ー
サ
リ
ス
が
関
わ
る
企
画
の
い
ず
れ
も
が
、
整
然
と
し
た
優
れ
た

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
や
そ
れ
以
前
か
ら
始
ま
る
古
典
的
な
歴
史
化
の
プ

ロ
セ
ス
を
伴
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
編
成
や
、
マ
ー
サ
リ
ス
の
極
め
て
単
純
化

さ
れ
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
言
葉
遣
い
に
抵
抗
を
感
じ
な
く
も
な
い
。
現
在

の
ア
メ
リ
カ
音
楽
の
重
要
な
起
源
と
な
っ
て
い
る
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
と
そ

の
成
果
が
、
五
〇
年
代
に
回
帰
し
た
か
の
よ
う
な
古
典
的
歴
史
の
枠
組
み

に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
感
覚
に
奇
妙
な
齟
齬
が
感
じ
と
ら
れ
る
の
だ
。
現

在
要
請
さ
れ
て
い
る
方
法
は
、
む
し
ろ
そ
の
正
反
対
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
や
、
ク
ロ
ス
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
、
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
以

降
の
音
楽
史
や
、
七
〇
年
代
以
降
の
合
衆
国
の
歴
史
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
お

け
る
多
様
性
は
、
ジ
ャ
ズ
の
起
源
と
思
し
き
演
奏
が
初
め
て
記
録
さ
れ
た

コ
ン
ゴ
・
ス
ク
ェ
ア
ー
（C

ongo Square

）
か
ら
奴
隷
制
時
代
、
奴
隷
解

放
か
ら
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
で
の
発
祥
へ
と
、
ひ
と
つ
の
歴
史
を
時
系

列
に
沿
っ
て
た
ど
る
旧
来
の
歴
史
的
系
譜
を
そ
の
一
部
と
し
て
包
含
し

う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
歴
史
は
、
ジ
ャ
ズ
に
執
拗
に
つ
き
ま

と
っ
た
否
定
的
評
価
と
も
相
ま
っ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
当
初
か
ら
認
知

さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
が
歴
史
と
し
て
構
築
さ
れ
認
知
さ
れ

る
の
は
、
ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
進

行
す
る
時
代
の
変
化
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
の
講
演
や
書
籍
と
し
て
出
版
さ
れ
た
ケ
ン
・
バ
ー

ン
ズ
『
ジ
ャ
ズ
』
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
マ
ー
サ
リ
ス
は
、
ジ
ャ
ズ

と
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
個
人
主
義
や
民
主
主

義
の
観
点
と
し
ば
し
ば
結
び
つ
け
る
。「
ジ
ャ
ズ
は
グ
ル
ー
ヴ
を
伴
っ
た

表
現
の
自
由
そ
の
も
の
だ
。」（“Jazz m

usic is freedom
 of expression w

ith 
a groove.”

）、「
ジ
ャ
ズ
は
ア
メ
リ
カ
を
客
観
化
す
る
。」（“Jazz objectifies 

A
m

erica.”

）、「
ジ
ャ
ズ
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
が
い
か
な
る
こ
と
か

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ジ
ャ
ズ
が
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
し
て
民
主
主
義
と
は
プ
ロ
セ
ス
な
の
だ
。」（ “Jazz m

usic explains 
to you w

hat it m
eans to be A

m
erican. W

hich is that it’s a process. A
nd de-

m
ocracy is a process.”

）36
。
こ
う
し
た
サ
ー
ヴ
ィ
ス
精
神
に
溢
れ
る
形
式

化
さ
れ
た
表
現
は
、
歴
史
や
現
状
の
冷
静
な
分
析
と
い
う
よ
り
も
理
想
主

義
的
な
理
念
を
優
先
し
た
空
虚
な
ア
メ
リ
カ
的
美
辞
麗
句
だ
と
批
判
す

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
マ
ー
サ
リ
ス
も
認
め
る
よ
う
に
、
民
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主
主
義
と
は
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
絶

え
ざ
る
革
新
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
歴
史
表
象
に
お
い
て
よ
り
強

く
印
象
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

　

マ
ー
サ
リ
ス
の
演
奏
や
教
育
実
践
と
同
時
代
の
音
楽
シ
ー
ン
に
観
察

さ
れ
る
固
定
化
と
革
新
が
並
存
す
る
構
図
は
、
七
〇
年
代
の
音
楽
の
シ
ー

ン
に
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
ジ
オ
イ
ア
は
、
フ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
、
ク
ロ
ス
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
七
〇
年
代
の
ハ
ン

コ
ッ
ク
、
チ
ッ
ク
・
コ
リ
ア
、
ウ
ェ
イ
ン
・
シ
ョ
ー
タ
ー
と
ウ
ェ
ザ
ー
・

リ
ポ
ー
ト
な
ど
の
演
奏
が
、
同
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
し
て
演
奏

さ
れ
続
け
た
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
の
「
鏡
像
」（“m

irror im
age”

）
で
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る

37
。
上
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
以
降

の
音
楽
環
境
が
、
必
然
的
に
多
様
化
す
る
音
楽
の
一
部
と
し
て
、
ポ
ッ
プ

ス
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
ロ
ッ
ク
、
ク
ラ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ど
と
融
合
し

た
ジ
ャ
ズ
ら
し
き
音
楽
や
旧
来
的
な
ジ
ャ
ズ
と
、
真
に
革
新
的
な
方
向
を

目
指
す
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
と
の
共
存
を
許
容
し
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
ふ
た
つ
は
実
際
の
と
こ
ろ
対
立
項
な
の
で
は
な
い
。
商
業

的
成
功
を
収
め
た
ハ
ン
コ
ッ
ク
、
コ
リ
ア
ら
の
ジ
ャ
ズ
で
は
な
い
音
楽
や

ク
ラ
シ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
演
奏
、 V

SO
P

で
の
過
去
へ
の
回
帰
な
ど
も
、

諸
ジ
ャ
ン
ル
と
そ
れ
ら
の
歴
史
の
単
一
な
全
体
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
の
延
々
と
続
く
ソ
ロ
・
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
そ
の
一
部
と
し
て
伝
統
的
な
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
を
含
む
よ
う
に
、

無
限
定
で
あ
り
う
る
音
楽
の
中
に
生
起
す
る
瞬
間
的
な
一
部
と
し
て
立

ち
現
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。“very special one tim

e 
perform

ance”

の
頭
文
字
を
と
っ
たV

SO
P

や
、
同
時
代
の
ウ
ェ
イ
ン
・

シ
ョ
ー
タ
ー
、
ジ
ョ
ー
・
ザ
ウ
ィ
ー
ナ
ル
ら
に
よ
るW

eather R
eport

、

コ
リ
ア
のR

eturn to Forever

が
、
一
回
性
や
変
化
、
反
復
と
回
帰
を
意

味
す
る
バ
ン
ド
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
み
て
も

い
い
。
こ
れ
ら
の
バ
ン
ド
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
す
べ
て
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド

の
元
メ
ン
バ
ー
た
ち
だ
っ
た
。
七
〇
年
代
の
状
況
を
産
み
出
し
た
の
は
、

フ
リ
ー
に
接
近
し
た
マ
イ
ル
ス
や
晩
年
の
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
で
あ

る
。
彼
ら
の
演
奏
に
見
ら
れ
る
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
と
そ
の
余
波
こ
そ
が
、

一
見
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
多
様
な
音
楽
性
の
う
ち
の
異
な
っ

た
方
向
性
を
生
み
出
し
た
は
ず
な
の
だ
。

伝
統
的
な
知
と
ジ
ャ
ズ

　

完
成
さ
れ
す
ぎ
て
ジ
ャ
ズ
ら
し
く
な
い
と
も
い
え
る
マ
ー
サ
リ
ス
の

演
奏
や
歴
史
の
再
構
築
・
再
提
示
も
、
現
代
の
観
点
か
ら
は
多
様
性
に

包
含
さ
れ
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
現
代
文
化
の
な

か
で
活
躍
す
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
音
楽
家
で
あ
る
か
ら
に

は
、
歴
史
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
固
定

化
さ
れ
う
る
と
は
マ
ー
サ
リ
ス
も
考
え
て
い
な
い
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、

二
〇
一
五
年
の
建
国
記
念
日
に
コ
ロ
ラ
ド
録
画
さ
れ
た
マ
ー
サ
リ
ス
と

ピ
ア
ニ
ス
ト
、
ジ
ョ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
が
共
演
す
る“The G

enius of 
Jazz”

と
題
さ
れ
た
ヴ
ィ
デ
オ
に
は
、
興
味
深
い
場
面
が
含
ま
れ
て
い
る

38
。

ジ
ョ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
が
ア
メ
リ
カ
国
歌
を
見
事
に
変
奏
し
、
続
い
て

マ
ー
サ
リ
ス
の
演
奏
が
披
露
さ
れ
た
後
に
、
白
人
で
年
配
の
会
の
主
催
者

代
表
が
人
種
と
ジ
ャ
ズ
と
の
関
係
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
。
ジ
ャ
ズ
は

人
種
と
奴
隷
解
放
か
ら
始
ま
り
、
ブ
ル
ー
ズ
は
売
ら
れ
て
離
れ
離
れ
に
さ

れ
た
母
の
い
な
い
子
供
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
・
・
・
。
明
瞭
に
と
い
う

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
主
催
者
代
表
を
見
つ
め
る
マ
ー
サ
リ
ス
と
バ
プ
テ
ィ



2 1

ジ ャ ズ の 響 き ― ハ ー ビ ー ・ ハ ン コ ッ ク 、 マ イ ル ス ・ デ ィ ヴ ィ ス と ア メ リ カ 現 代 に お け る ア ヴ ァ ン ギ ャ ル

ド の 系 譜 　 加 藤 雄 二 / T h e R e v e r b e r ati o n s of J a z z: H e r bi e H a n c o c k, Mil e s D a vi s a n d t h e G e n e al o g y 

of t h e A v a nt- G a r d e i n C o nt e m p o r a r y A m e ri c a, K A T O Y uji

ス ト の 表 情 が こ わ ば り 、 そ れ ま で の 和 や か な 雰 囲 気 に 緊 張 感 が走 る か の よ う に 感 じ ら れ る 。 嬉 々 と し て ジ ャ ズ と 人 種 に 関 する 「 知 識 」 を 披 露 す る 年 配 の 白 人 男 性 に お そ ら く 悪 気 は ま っ たく な い の だ 。 し か し 、 奴 隷 制 度 な ど の 否 定 的 な 過 去 と 人 種 的 アイ デ ン テ ィ テ ィ を 必 然 で あ る か の よ う に 連 想 す る こ と が 、 人 種の 否 定 的 な ス テ ロ タ イ プ 化 と 差 別 に 繋 が る と

い う

認 識 が 共 有

さ れ て い る は ず の 現 在 に お い て 、 こ う し た 場 面 に 遭 遇 し う る こと は 衝 撃 的 で す ら あ る 。 主 催 者 代 表 が 上 記 の 陳 腐 な 歴 史 を 語 り終 え る と 、 マ ー サ リ ス が 慌 て た よ う に 口 を 開 く （

“I 
wanna also 

make the observation . . .”

と い う 前 に 、  マ ー サ リ ス が

“I don’t 
wanna . . .”

と 口 に し か け 、 そ れ を 訂 正 し て い る よ う に 聞 こ え る

）  。 主 催 者 代 表

に 同 意 す る こ と が 求 め ら れ る 状 況 で あ る に も か か わ ら ず 、 そ れに は 一 切 触 れ な い ま ま 、 か つ て の 南 部 の プ ラ ン テ ー シ ョ ン ・ シス テ ム は イ ギ リ ス の も の で あ り 、 ジ ャ ズ の 起 源 と な っ た ス ピ リチ ュ ア ル な ど の 起 源 は ア イ ル ラ ン ド の フ ォ ー ク ソ ン グ で 、 ハ ーモ ニ ー な ど も ア イ リ ッ シ ュ 起 源 な の だ と マ ー サ リ ス が 発 言 する 。 マ ー サ リ ス は そ こ で 、 ジ ャ ズ と ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン の否 定 的 な 歴 史 を 直 結 す る 歴 史 化 の 、 典 型 的 で 伝 統 的 な 例 に 替 わる 異 な っ た 可 能 性 が あ り う る こ と を 明 瞭 に 示 さ な け れ ば な らな か っ た の で あ る 。　
こ の ヴ ィ デ オ で の 主 催 者 代 表 は 、 旧 ヴ ァ ー ジ ョ ン の ジ ャ ズ の

歴 史 が 、 マ ー サ リ ス や バ プ テ ィ ス ト の 当 然 の 合 意 を 得 る は ず のも の だ と 考 え た の だ ろ う 。 そ れ が 過 去 の 公 的 歴 史 と し て 白 人 たち に 認 知 さ れ て い た と し て も 、 現 在 で は 伝 統 的 に 流 通 し て き た知 の 一 形 態 に す ぎ な く な っ て い る こ と に 気 づ い て い な い の だ 。こ の 例 は 、 ジ ャ ズ が 旧 来 の ジ ャ ズ で あ り 続 け る べ き だ と 主 張す る ジ ャ ズ ・ フ ァ ン の 例 に も 似 て い る 。 マ ー サ リ ス は そ う し た

ジ ャ ズ ・ フ ァ ン や 一 般 の 聴 衆 の 支 持 を 受 け る か も し れ な い け れど も 、 こ の ヴ ィ デ オ を 観 る か ぎ り 、 本 人 の 理 解 は 古 典 的 な ジ ャズ 観 や 歴 史 観 は 異 な っ て い る は ず で あ る 。 ジ ャ ン ル を 使 い 分 ける 演 奏 家 は 、 様 々 な ジ ャ ン ル が 並 存 し う る 状 況 を あ ら か じ め 理解 し て も い る か ら だ 。 マ ー サ リ ス が 指 摘 し た ア イ リ ッ シ ュ の 起源 だ け で な く 、 ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ そ の 他 の 南 部 に お い て 避 けが た か っ た は ず の ラ テ ン 文 化 の 影 響 な ど 、 ジ ャ ズ の 起 源 は 複 層的 で 捉 え ど こ ろ が な い 。 し ば し ば 議 論 さ れ る 「 ジ ャ ズ 」 と い う言 葉 自 体 も 、 結 局 の と こ ろ 明 確 な 起 源 と 定 義 を 与 え る こ と が でき な い 、 ひ と つ の 記 号 と し て 流 通 し て い る に す ぎ な い

3 9。 現 在

多 く の ジ ャ ズ 批 評 家 が 言 う よ う に 、 ジ ャ ズ と は 本 質 で は な く構 築 物 （

construct ） で あ り 、 現 代 の ジ ャ ズ に 関 す る 議 論 は そ の

前 提 に も と づ い て 行 わ れ る べ き も の だ

4 0。 ハ ン コ ッ ク に つ い で

ハ ー ヴ ァ ー ド 大 学 の ノ ー ト ン ・ レ ク チ ャ ー を 担 っ た 作 家 の トニ ・ モ リ ソ ン が そ れ に 先 立 つ 九 〇 年 代 初 め の 講 演 で 指 摘 し た よう に 、 ジ ャ ズ や ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン の 人 々 の 表 象 は 、 記

号

で あ り な が ら も ウ ィ ル ス の よ う に 伝 統 的 な 諸 言 説 を 撹 乱 す る

4 1。

上 記 の 例 に 見 ら れ る よ う に 、 し ば し ば 偏 向 し た 連 想 や 表 象 、 歴史 化 の パ タ ー ン を 喚 起 し 、 同 時 に そ の 問 題 点 を 浮 き 彫 り に す るか ら で あ る 。 ジ ャ ズ と い う 言 葉 は 、 空 虚 な 記 号 で あ る こ と によ っ て 逆 に よ り 強 い 影 響 力 を 持 ち う る の だ 。ジ ャ ズ と 現 代 ア メ リ カ　
古 く は ビ バ ッ プ が 、 抽 象 表 現 主 義 を 代 表 す る 画 家 ジ ャ ク ソ

ン ・ ポ ロ ッ ク に 影 響 を 与 え 、 ビ ー ト 派 の ア レ ン ・ ギ ン ズ バ ー グ
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や
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
方
法
の
源
泉
に

な
っ
た
。
ジ
ャ
ズ
と
そ
の
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
特
質
は
現
代

ア
メ
リ
カ
の
文
化
を
形
成
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
リ
ー
・
ク
ラ
ズ
ナ
ー

に
よ
れ
ば
、
ポ
ロ
ッ
ク
は
パ
ー
カ
ー
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
き
な
が
ら
創
作

し
、ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
『
吠
え
る
』（H

ow
l and O

ther Poem
s ［

一
九
五
六
］）

そ
の
他
の
代
表
作
に
は
、
ジ
ャ
ズ
的
な
リ
ズ
ム
と
反
復
が
用
い
ら
れ
て
い

る
42

。
ケ
ル
ア
ッ
ク
の
『
路
上
』（O

n the Road 

［
一
九
五
七
］）
は
ビ
バ
ッ

プ
の
影
響
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
音
楽
的
な
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
り
、
パ
ー

カ
ー
や
デ
ィ
ジ
ー
・
ガ
レ
ス
ピ
ー
他
、
多
く
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
言

及
し
て
も
い
る
。
ラ
ル
ス
・
エ
リ
ソ
ン
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
な
ど
、
彼
ら
と
同
時
代
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
作
家
た
ち

も
、
作
品
で
ジ
ャ
ズ
を
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
利
用
し
た
。
そ
れ
以
前

に
も
、
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
な
ど
が
、
ジ
ャ
ズ
に
影
響
さ
れ
た
作
品
を
書
き
、

W
. E. B

. D
uB

ois

は
、『
黒
人
の
た
ま
し
い
』（The Souls of Black Folk 

［
一
九
〇
三
］）
最
終
章
で
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
音
楽
文
化
に

民
族
を
代
表
す
る
特
別
な
位
置
づ
け
を
認
め
た
。

　

ビ
バ
ッ
プ
、
ポ
ロ
ッ
ク
、
ビ
ー
ト
は
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
お
い

て
、
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
創
作
行
為
は

文
化
そ
の
も
の
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
講
演
で
語
っ
た
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
倫
理

は
、
合
衆
国
の
現
在
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
叡
智
な
の
で
あ
る
。
ハ

ン
コ
ッ
ク
は
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
つ
け
加
え
て
講
演

を
終
え
て
い
る
。
バ
ン
ド
の
熱
演
の
最
中
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
コ
ー
ド
を
間

違
え
た
際
に
、
マ
イ
ル
ス
が
そ
の
コ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
新
し
い
フ
レ
ー
ズ

を
吹
き
始
め
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る

43
。
パ
ー
カ
ー
と
コ
ー
ド
の

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
使
い
方
に
つ
い
て
議
論
し
な
が
ら
ジ
ャ
ズ
修
行
を
し
、

普
通
の
演
奏
を
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
は
腹
を
た
て
た
マ
イ
ル
ス
に

と
っ
て
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
っ
た
瞬
間
の
判
断
は
そ

れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ハ

ン
コ
ッ
ク
ほ
ど
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
テ

ク
ニ
カ
ル
な
側
面
を
理
解
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
若
い
聴
衆
た
ち
を
前

に
し
て
、
ジ
ャ
ズ
と
と
も
に
仏
教
の
教
え
や
人
生
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し

て
い
る
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
マ
イ
ル
ス
の
判
断
が
暗
示

す
る
、
形
式
的
か
つ
倫
理
的
側
面
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

規
範
化
が
一
般
的
で
あ
る
と
き
、
い
う
ま
で
も
な
く
規
範
に
よ
る
正

邪
、内
外
、正
反
な
ど
の
区
分
が
正
当
化
さ
れ
る
。
マ
イ
ル
ス
と
ハ
ン
コ
ッ

ク
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
脱
構

築
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
の
絶
え
ざ
る
逸
脱
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
講

演
と
並
行
し
て
出
版
さ
れ
た
ハ
ン
コ
ッ
ク
の
自
伝
が
、「
可
能
性
」
を
意

味
す
るPossibilities

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の

た
め
だ
ろ
う
。
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
マ
イ
ル
ス
は
そ
の
瞬
間
「
誤
っ

た
コ
ー
ド
を
正
し
い
コ
ー
ド
に
変
え
た
」。
そ
こ
に
は
、
従
来
か
ら
の
既

定
の
論
理
に
よ
る
「
判
断
」（“judgm

ent”

）
か
ら
軽
々
と
逸
脱
し
つ
つ
、

新
た
に
出
発
す
る
基
盤
を
誤
っ
た
ス
テ
ッ
プ
の
な
か
に
す
ら
見
出
す
、
探

求
と
前
進
の
倫
理
が
確
か
に
見
出
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
音
楽
に
よ
っ
て
先

導
さ
れ
る
こ
の
倫
理
は
、
文
学
や
ア
ー
ト
な
ど
、
規
範
が
よ
り
強
く
意
識

さ
れ
る
は
ず
の
芸
術
分
野
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
し
ば

し
ば
現
代
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
代
表
す
る
作
家
と
さ
れ
る
レ
イ
モ

ン
ド
・
カ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
創
作
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
「
書
く
こ
と
に
つ
い

て
」（“O

n W
riting”

）
で
、
偉
大
な
先
達
の
ひ
と
りFlannery O

’C
onnor

か
ら
学
ん
だ
即
興
的
な
創
作
方
法
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

44
。「
あ
る
種
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の
物
事
が
容
赦
な
く
動
き
つ
つ
あ
る
」（“certain things are in relentless 

m
otion”

）
状
態
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
そ
う
し
た
創
作
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
マ

イ
ル
ス
の
よ
う
な
規
範
化
を
逃
れ
る
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
演
奏

と
似
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か

45
。
エ
ッ
セ
イ
末
尾
の
言
葉
が
、「
す
べ
て

の
音
を
鳴
ら
す
」（“hits all the notes”

）
と
い
う
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
で
語

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い

46
。
そ
こ
に
は
、
創
作
の

基
盤
と
し
て
の
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
プ
ロ
セ
ス
の
認
識
と
、

偶
然
性
の
力
、
そ
し
て
単
線
的
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
プ
ロ
ッ
ト
と
は
異
な
る

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
な
生
成
の
可
能
性
の
理
解
が
あ
る
。
カ
ー
ヴ
ァ
ー
の
作
品

に
、
語
り
手
が
周
囲
の
状
況
を
視
覚
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
盲

人
と
手
を
合
わ
せ
て
カ
テ
ド
ラ
ル
の
絵
を
描
く
「
大
聖
堂
」（“C

athedral”

）

と
い
う
短
編
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
大
聖
堂
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
同
名
の
作
品“C

athe-
dral” （

一
九
四
七
）
を
思
い
起
こ
さ
せ
も
す
る
。
鬱
屈
し
た
退
屈
な
日
常

に
倦
み
果
て
た
語
り
手
は
、
そ
の
ジ
ャ
ズ
の
よ
う
に
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー

シ
ョ
ナ
ル
で
イ
ン
タ
ー
サ
ブ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
な
擬
似
創
作
行
為
に
よ
っ

て
、「
何
か
の
内
側
に
い
る
な
ん
て
全
然
感
じ
な
か
っ
た
」（“I felt I w

as 
not inside anything.”

）
と
い
う
結
末
の
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
る
、
深
い
開

放
感
を
手
に
入
れ
る

47
。
カ
ー
ヴ
ァ
ー
だ
け
で
な
く
、
事
実
性
の
認
定
に

関
わ
り
な
い
複
層
的
か
つ
偶
発
的
な
語
り
の
生
成
を
作
品
の
一
部
に
包

含
す
る
『
リ
ブ
ラ
』（Libra ［
一
九
八
八
］）
の
作
者
ド
ン
・
デ
リ
ー
ロ
な
ど
、

多
く
の
現
代
ア
メ
リ
カ
作
家
や
芸
術
家
た
ち
は
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
が
語
っ
た

も
の
と
同
じ
倫
理
や
叡
智
を
す
で
に
方
法
の
基
盤
と
し
て
実
践
し
て
き

て
い
る
。

　

マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
他
の
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち

が
、
絶
え
ず
変
化
す
る
歴
史
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
な
か
で
、
解
体
、
解
放
、

そ
し
て
規
範
か
ら
の
逃
亡
を
持
続
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
、
保
守
化
し
、
固

定
化
を
志
向
す
る
傾
向
を
強
め
つ
つ
あ
る
状
況
の
な
か
で
ハ
ン
コ
ッ
ク

に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ハ
ン
コ
ッ
ク
に

よ
る
再
確
認
の
作
業
は
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
文
化
が
、
マ
イ
ル

ス
の
時
代
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
を
迎
え
う
る
は
ず
だ
と
い
う

期
待
に
伴
わ
れ
て
も
い
た
に
違
い
な
い
。
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ア
カ
ギ
が
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
を
退
団
し
た
理
由
と
し
て
、「
あ
あ
い
っ
た
音
楽(

マ

イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
ッ
ク
ソ
ン
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
」
の
よ
う
な)

を
演
奏

す
る
の
に
疲
れ
た
ん
だ
。
ジ
ャ
ズ
・
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
の
原
点
に
も
ど
る
こ
と
に

し
た
ん
だ
。」
と
い
う
ア
カ
ギ
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
す
ぐ
前
で
は
「
彼

の
影
響
は
す
ご
く
大
き
い
よ
。
で
も
マ
イ
ル
ス
と
の
共
演
に
費
や
し
た
二
年
間
は
、

以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
音
楽
に
対
す
る
信
念
を
さ
ら
に
強
め
た
ね
。
マ
イ
ル
ス
は
い

つ
も
前
進
を
心
掛
け
て
い
て
、
絶
対
に
後
ろ
は
振
り
返
ら
な
か
っ
た
。
マ
イ
ル
ス
は

そ
の
瞬
間
を
生
き
演
じ
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
僕
に
と
っ
て

ジ
ャ
ズ
の
何
た
る
べ
き
か
の
源
泉
な
ん
だ
。」
と
い
う
言
葉
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
察
す
る
と
、
ア
カ
ギ
に
と
っ
て
マ
イ
ル
ス
は
「
以
前
か
ら
持
っ

て
い
た
音
楽
に
対
す
る
信
念
を
さ
ら
に
強
め
」
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、「
ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
」
を
マ
イ
ル
ス
の
バ
ン
ド
で
演
奏
す
る
こ
と
は
新
し
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経
験
に

な
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い
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と
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。

10　

ケ
イ
・
ア
カ
ギ
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
サ
イ
ト
（http://w

w
w.w

orldcom
.

ne.jp/~yam
agen/kei/top-info.htm

）
に
掲
載
さ
れ
た
「
ケ
イ
赤
城
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
︱

マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ビ
ス　

バ
ン
ド
篇
そ
の
［
一
］
︱
［
三
］」
な
ど
を
参
照
。

11　

Leonard B
ernstein, The Joy of M

usic (Sim
on &

 Schuster, 1959), 106-31.

12　

B
ernstein, 131.

参
照
。
ジ
ャ
ズ
に
関
す
る
セ
ク
シ
ョ
ン
末
尾
で
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

は“Jazz is a fresh, vital art in the present tense, w
ith a solid past and an exciting 

future.”

と
述
べ
、
ジ
ャ
ズ
が
現
在
進
行
形
の
変
化
す
る
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
認
め

て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
を
固
定
化
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

は
、
同
書
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
ー
シ
ュ
ィ
ン
に
関
す
る
セ
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
で
、
ガ
ー
シ
ュ
イ
ン
の
作
曲
を
伝
統
的
な
西
欧
音
楽
に
お
け
る
「
作
曲
」

（com
position

）
と
厳
密
に
区
別
す
る
古
典
的
な
立
場
を
と
っ
て
も
い
る
。B

ern-

stein, 58.

参
照
。

13
　M

ark C
. G

ridley, C
oncise G

uide to Jazz: H
istory and Analysis, 5

th Edition 

(Prentice H
all, 2005), 2-5.

な
ど
を
参
照
。

14　
「
バ
ー
ド
」（B

ird

）
は
パ
ー
カ
ー
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
。“B

ird Lives.”

と
い
う
落
書

き
に
つ
い
て
は
、R

alph Ellison, Shadow
 and Act (V

intage International, 1995), 

222-23.

参
照
。
エ
リ
ソ
ン
は
、パ
ー
カ
ー
が
白
人
ヒ
ッ
プ
ス
タ
ー
た
ち
の
ス
ケ
ー
プ
・

ゴ
ー
ト
と
な
り
、
聴
衆
の
道
化
師
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に

白
人
た
ち
に
奉
仕
す
る
道
化
師
と
な
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。

15
　“C

harlie Parker and C
olem

an H
aw

kins” (https://w
w

w
.youtube.com

/

w
atch?v=P-ZoZ3B

eQ
2U) 

参
照
。
パ
ー
カ
ー
が
演
奏
を
開
始
す
る
の
は0:59

の

時
点
。

16
　D

avis, 225.

17
　D

avis, 249-250.

18　

D
avis, 250-51.

19　

Ted G
ioia, The H

istory of Jazz (O
xford U

P, 1997), 340.

20　

G
ioia, 344.

21　

G
ioia, 343.

22
　Ellison, 238.

23
　Shadow

 and Act

に
収
め
ら
れ
た“ The G

olden A
ge, Tim

e Past”

に
見
ら
れ
る
、

ジ
ャ
ズ
の
過
去
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
化
や
、“B

ird, B
ird W

atching and 

Jazz”

に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
、
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー
ト
論
、Louis A

rm
strong

をT. S. 
Eliot

に
た
と
え
る
方
法
は
、
現
在
の
時
点
か
ら
は
類
型
化
さ
れ
た
古
典
的
議
論
に
見

え
る
は
ず
で
あ
る
。

24　
LeR

oi Jones (A
m

iri B
araka), Blues People: N

egro M
usic in W

hite Am
erica 

(H
arper, 1963), 17-18.

な
ど
を
参
照
。Jones

は
そ
こ
で
、
ジ
ャ
ズ
の
起
源
が
ブ

ル
ー
ズ
で
あ
る
と
し
、“blues could exist if the A

frican captives had not be-

com
e A

m
erican captives. The im

m
ediate predecessors of blues w

ere the A
fro-

A
m

erican/A
m

erican N
egro w

ork songs, w
hich had their m

usical origins in W
est 



26

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 22 号（2018）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies No.22 (2018)

A
frica.”

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
人
々
が
、
合
衆

国
の
文
化
と
は
異
質
な
民
族
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
同
書
の
出
発
点
と
な
っ
て
も
い

る
。
そ
の
異
質
性
は
、
現
在
の
状
況
に
よ
っ
て
で
は
な
く
奴
隷
交
易
と
奴
隷
制
度
に

発
す
る
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。Jones, 1-10.

参
照
。

25
　G

ioia, 339.

26
　D

avis, 289, 295.

お
よ
びH

ancock, Possibilities, 103-5.

27
　Jam

es Snead, “R
epetition as a Figure of B

lack C
ulture,” R

obert G
. O

’M
eally 

ed., The Jazz C
adence of Am

erican C
ulture (C

olum
bia U

P, 1998), 62-81.

28
　D

avis, 324.

29
　D

avis, 323.

30　

マ
イ
ル
ス
が
電
子
楽
器
を
採
り
入
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、D

avis, 323. John 

M
cLaughlin

に
つ
い
て
は
、
同
書295-296.
を
参
照
。

31　

ケ
イ
・
ア
カ
ギ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
や
っ
ぱ
り
キ
ー
ボ
ー
ド
奏

者
と
い
う
の
は
持
続
音
を
与
え
ら
れ
た
ら
そ
の
ま
ま
出
し
っ
ぱ
な
し
に
す
る
も
の
で

し
ょ
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
や
っ
ぱ
り
息
を
吸
う
。
そ
し
て
そ
の
息
の
吸
い
方
で
音
楽

の
流
れ
が
変
わ
る
。
そ
れ
を
ガ
ミ
ガ
ミ
言
っ
て
ま
し
た
ね
。
た
だ
空
間
を
埋
め
る
た

め
に
パ
ッ
ド
系
の
シ
ン
セ
を
使
う
と
い
う
考
え
方
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
も
の

な
ん
か
な
い
ほ
う
が
い
い
ん
で
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
持
純
音
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

な
ん
だ
と
。」「
ケ
イ
・
赤
城
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
二
」、菊
地
成
孔
、大
谷
能
生
『M

/D

』（
河

出
文
庫
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

32
　W

ynton M
arsalis

の
ラ
ス
ト
・
ネ
ー
ム
は
通
常「
マ
ル
サ
リ
ス
」と
表
記
さ
れ
る
が
、

「
マ
ー
サ
リ
ス
」
の
方
が
自
然
な
表
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
後
者

を
採
る
こ
と
と
す
る
。

33　

D
avis, 59.

34
　D

avis, 60.

35　

W
ynton M

arsalis, M
arsalis on M

usic w
ith Seiji O

zaw
a (D

evine Entertainm
ent, 

1995). D
V

D

36
　Jeoffrey C

. W
ard and K

en B
urns, Jazz: A H

istory of Am
erica’s M

usic (K
nopf, 

2002), 116.

37　

G
ioia, 35.

38
　“The G

enius of Jazz” (https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=rPshEdJvK

j4)

参

照
。

39
　K

rin G
abbard, “The W

ord Jazz,” The C
am

bridge C
om

panion to Jazz (C
am

-

bridge U
P, 2003), 1-6.

な
ど
を
参
照
。
ジ
ャ
ズ
の
起
源
と
定
義
に
関
す
る
議
論
は
他

に
も
数
多
く
あ
る
。

40　
「
ジ
ャ
ズ
は
構
築
物
で
あ
る
。
そ
の
「
本
来
の
性
質
」
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ズ
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
存
在
し
な
い
。」（“Jazz is a construct. N

othing can be called jazz sim
-

ply because of its ‘nature’.

）
と
い
うG

abbard

の
エ
ッ
セ
イ
冒
頭
の
言
葉
は
、
現

在
の
ジ
ャ
ズ
論
の
前
提
と
な
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
認
識
を
簡
潔
に
言
い
表
し
て
い

る
だ
ろ
う
。G

abbard, 1.

41　

Toni M
orrison, Playing in the D

ark: W
hiteness and the Literary Im

agination 

(V
intage, 1993), 7.

42　

D
aniel B

elgrad, The C
ulture of Spontaneity: Im

provisation and the Arts in 

Postw
ar Am

erica (U
 of C

hicago P, 1998), 194-95.

43　

H
ancock, “The Ethics of Jazz”

を
参
照
。

44　

R
aym

ond C
arver, “O

n W
riting,” Fires (V

intage, 1984), 16-17.

45　

C
arver, 17.

46　
C

arver, 18.
47　

R
aym

ond C
arver, C

athedral (V
intage, 1984), 228.




