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Teaching the Literary Art of  the Topical Song

Philip M. Adamek

In eyery  place where  we  perform lour musicl  "ie  should  organizc  and,  if

possible leave functioning, a creative  workshop.  Vt/Z? should  ascend  to t/ze

people, not  feel that we  are  loNNiering ourselves  to them. Ourjob is to give
them  what  belongs to them-their  cultura] roots-and  the means  of  satis-

f>,ing the hunger forcultural expression.  Victor Jara, l 971 i

rlbpical

 Songs  and  Blogs

   The  expression  
"protest

 song"  has at times  been seen  as dismissive or  unap-

pealing. Consider thc yiews  of  two  of  its greatest practitioners, Phil Ochs, the

1 960s pacifist balladeer who  sang  passionately against, amons,  other  things, the

Vietnam War  and  racism  and  Nvho  oncc  quipped that 
"a

 protest song  is a song

that you never  hear on  the radio,"  preferred to bc cal]cd  a  
"topical

 songwriter."2

Simi]arly, Victor Jara, the (iJhiEean songwritcr  and  supporter  of  Salvador Allende,

favored "'revolutionary

 songs"  to emphasize  the  creative  nature  of  songs  he vv'rote

to dignify the liN'es of  the poor or  criticize  the  iTijustices of  political and  militar.v

leaders. In my  owin  experience,  many  Japanese collegc  studcnts  scem  to bc ap-

prehensive about  the word  
"`protest."As

 a first word  of caution,  then, for anyone

intcrcstcd  in the pedagogically rich field of  political]y and  socially  engaged  songs

and  song  l>irics, I suggest  
"topical

 sons,s"  as  a comprehensive  description of  the

object  of  study. 
"'ibpical"

 here refers  to topic, in the sense  of  current  issue, no

Iess than  to topos,  or 
"pertaining

 to a place or  locality," which  is to sa.v, to the

rootedness  of  a given music.  Another reason  for this choice  is that the meaning

of 
"protest

 song"  itself varies greatly depcnding on  the historical context  to which

it is applied.  Allusivel>i' critical spirituals sung  by slaves  in eighteenth  or  nine-･

teenth-century America are  not  protest songs  in the same  Nvay  as anti-war  or  anti-
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racism  bal]ads from thc 1960s that  single  out  public figures or  call for direct

resistance.  Moreover, there are  compositions  whosc  
"protest"

 appears  as inno-

vate  musical  form rather  than within  lyrics; and,  whiIe  worthy  of  study,  they do

not  seem  suitable  for courscs  focused on  the language arts. Unlike instrumental

music,  topical songs  havc the advantage  of  offering  a  "iindo"i,  through either

narration  or commentary,  or  both, onto  a  specific  social  or  historical incident or

condition.  They may  serNie as  platforms for practiclng both textual ana]ysis  and

historical research.

   In this artic]e, I will  discuss teaching topical songs  within  the contcxt  of  an

American literary history course.  In mlr･ own  course,  thirty-some second-year

students  did research,  made  in-class presentations, and  developed a  course  blog

(http:1!beitunes.blogspot.com) at which  they commented  on  others'  vvork.  The

blog name,  
"Beitunes,"

 is a neologism  that alludes  to the most  distinctive feature

of  the course,  which  is the study  of  problems within  American social and  politi-

cal history through  the consideration  of  songs  and  song  lyrics. (The follewing
year's course  covered  somc  of the same  material  but also  included literary works

by Henry David Thoreau, Allen Ginsberg, and  Sherman Alexie. '1"he

 tJRL for its

blog is http:!!beibungakushi.blogspot.com.)

Tips and  Aims

   Before describing my  own  experience  of  teaching topical rnusic,  I \v'ill make

recommendations  to anyone  wishing  to do the same.  First, you must  not  choose

songs  on  the basis of  what  you think wil1  please the students.  Bcyond  the  many

reasons  that make  this a  questionable motive,  the fact is, you simply  cannot  knoNv

beforehand to Nvhat  degree a  student's  tastes can  be educated.  In my  course,  Bi[1ie

Ho]iday's performance of  
"Strange

 Fruit" had the greatest impact on  the stu-

dents despite the fact that none  of  them  admitted  to liking it on  a  first or  eyen  a

second  hearing. Similarly, you must  insist on  the seriousness  of  the  object  of

study  and  encourage  students  not  to neglect  the musical  dimension, which  may

greatly cnhance  the  lyrica] messagc  of  a  given song.  You  must  counter  the com-

mon  presumption among  students  that songs  are to be consumed  
"spontaneously"

and  that music  is immaterial to the comprehension  of  1.vrics. In short,  music  and

tyrics must  be analyzed  carefully  in their own  right, just as  one  would  analyze  a
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poem,  short  story,  or  novel.  Mention  the idea of  
"BGM"

 (background music)

and  ask  your students  to think of  the course  music  as  being its diametric

opposite  ("foreground music"?).  Among  students,  I have found a steadfast

impression, surely  the product of  their exposure  to a thoroughly  commercial

culture,  that, unlike  poetr>i and  literature, songs  and  1>rrics do not  require

careful  considcration  for one  to be able  to appreciate  them.  This prcsumption

is particularly off-the-mark  when  it comes  to the  songs  selected  I"or such  a

course,  since  if the>i resist  superficial  assimilation,  it ma>,' Nvell be because of

their unique  or  
"]iterary"

 qualities.

   As  for the much-debated  idea of  
`"1iterature,"

 it is advisable  to offer  a defini-

tion if only  to ward  off  skcpticism  from thosc who  entcrtain  a  rigidllri conven-

tional understanding  of  it. Although few students  express  an  enthusiastic  interest

in literature, understood  in conventional  terms, some  adhere  strongly  to a con-

ventional  definition and  take for grantcd that all music  and  song  Iyrics are  ex-

cluded  from it. Howeyer,  as  I explained  to my  students,  the literary aspect  of

topical songs  can  be identified, in one  respect,  in the inventiveness and  uncon-

ventionality  in language that they use  to make  a social or artistic statement  and,

in another,  in the non-commercial,  non-propagandistic  purposes to which  they

are  put or  received,  Although expansive,  this understanding  suffices  to exc]ude

the vast  majority  of  popular music,  especial  ly music  whose  ovcrriding  intention

is commercial  in nature. In addition  to discussing the limitations of  conventional

notions  of  1iterature, it wou]d  help to choose  songs  for study  that fit such  a  con-

ventional  definition; for instance, songs  whose  Iyrics are  penned by famous liter-

ary  authors.  Their comparison  with  presumably 
`tnon-literary

 songs"  would  show

that the  two  categories  are  not  as  radically  different as some  students  (or appre-
hensive colleagues  and  administrators)  may  assume.

   Students frequent]y fail to record  their own  impressions of cither  the music

or the lyrics, or  of  their combination.  In place of  their own  impressions, includ-

ing thoughts  on  what  they do not  understand  or  on  what  surprises,  disturbs, or

intrigues them, they report  factual details relating  to the authors'  or  pcrformcrs'
Iives. The assumption  is made  by many  students  that thc rcscarch  is to be found

online.  pre-constituted, ]ike so  many  virtual  scavenger-hunt  items. Accordingly,

the>r imagine that some  songs  offer more,  and  some  legs, materia]  for discttssion,
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and  that their ovt'n vieNvs of  the material  matter  1ittle. 
rlb

 counter  this false as-

sumption,  encourage  the students  to indicate clearly  in one  section  of thcir ",rit-

ten article  and  prcsentation that the>, are  expressing  personal views.  Sincc many

are unused  to such  a  task, sho",  them  how  te write  a  
"rcader

 response,"  which  is

to say, an  anal>'sis in vNihich  the  writer  notes  all the impressions of  a text that

occur  to her on  a  first reading  before she  undertakes  research  online  or  else-

where,3  With this preliminary step taken, demonstrate supportive  research  as  a

separate  stcp.  It helps to model  readings  of  at least two  songs  at the beginning of

thc coursc,  showing  an  early draft of  one's  impressions of  a  given piece and  later

developing them with  research.

   Prescnt your selection  of  songs  on  the basis of  a refined  definition of  topical

music.  Distinguish between works  that exhibit  an  artful  and  persuasive render-

ing of  a situation  or  a  well-couched  comp]aint,  on  the one  hand, from, on  the

other, the 
"pamphlcteering"

 or  
`"thro"'away"

 songs  that are  propagandistic or

commercia)  in naturc  and  not  likeiy rooted  in an>y real community.  Emphasize

the fact that the most  interesting topical  songs  tend to be those that reflect  the

concerns  of  a given community.  a  specific region  or  Iocale. and  a particular so-

cial isgue. Discuss the idea that the strength  of  the music  comes  from its being

rooted  in the lives of  real  people, as  opposed  to being issued from corporate

headquarters or  government bureaus. Explore the  ditlference between commer-

cial and  non-commercial  music.  Explain that NN'ithin a  single  genre, there are  a

variety  of  purposes to which  popular songs  may  be put, Whereas somc  are  made

to increase profits of  companies  and  
"artists,"

 or cven  to sell associated  products

or  spread  branding, others  are  the fruit of  an  individual's artistic vision  or  the

elaboration  of  successiye  generations, That is, explain  that genrc is not  the  only

means  by which  to categorize  music.  This is especially  true of  popular music

made  from the latter part of  the twentieth century  t;l] the present time, which  is to

say,  in the era  of  hyper-commercialization. 

't'he
 media  critic  Robert McChesney

shows  how  in man.v  ways  the 1990s "ias 
"a

 systematic  rationalization  of  the

commercialization  of  the music  industry into every  possible aspect  of  its opera-

tions;'4 and  college  students  having grown up  in this era have no  reason  to imagtne

that things were  ever  different. A  salient remark  on  the situation  is that of  singer

Patti Smith, who  said,  
"

 Rock 
`n'

 Roll is great because it's the people's art.. . [but]

42



The Engaged Pedagogy Association

NII-Electronic Library Service

The  EngagedPedagogy  Association

it's not  ours  anymore.  Right now,  rock  
'n'

 roll  belongs to business. We  don't

even  own  it."5 Atthough the Internet and  recently  deve[oped music  recording

software  have he]ped to reverse  that tcndency  to some  degree, musical  indepen-

dence is often  won  through conflict  with  the  mainstrcam  music  distributors for

whom  
"creativity"

 is an  irrelevant critcrion by w'hich  tojudge  music.  This is

nothing  new,  As  McChesney writes, 
"Many

 of  the great creative  vv'aves...  have

come  from musicians  eschevv'ed  by the corporate  music  companies  at the time,"6

It is common  to find eyidence  of  this conflict  of  values  between artists who

deserve the name  and  companies  for whom  profits arc thc only  real ob.iect, and  it

is helpful to underscore  it

   This conflict  is one  of  the many  themes  that can  be developed throughout  the

coursc.  Within the theme  of  social  consciencc,  ask  students  to assess  the difl'er-

ent  stratcgies  taken by different songwriters  to engage  certain  issues and  discuss

which  they feel are  effective, and  which  are  not.  Have  students  reflcct on  thc

historical specificity  of  not  only  the songs  thcmse]ves  but also  their means  of

distribution and  popularization. For instance, I once  raised  this 1ine of  question-

ing: Why  was  it possible for Bob  D>ilan to record  a song  with  acoustic  guitar and

vocals  that criticizes  the sport  of  boxing and  to find that, within  in days of  his

doing so,  it was  being played widely  on  radio  stations? And  is such  an  endeavor

possible today?  If so, who  could  make  it possible, and  how? Such questions are

not  always  easy  to answer,  but raising  them  helps to break down assumptions

that 
"popularity"

 is synonymous  with  
`'quality"

 or that the potential of  music  as

art or  socia] {'orce is meager.

   In different ways,  the recurring  theme  that I evoked  was  the value  of  music  as

a social  creative  force. To my  mind,  this is compatible  with  the oN'erall  aim  of

democratic education.  Speaking of  that aim,  the educational  reformer  Bill A>xers

has said  that he,

     would  argue  that what  makes  education  in a dcmocracy  distinct [from
     education  in dictatorships or  fascist regimes1  is that we  don't educate  for

     obedience  and  cenformity;  we  educate  for initiative and  courage.  We  edu-

     cate for imagination and  hope and  possibility. And  we  recognize  that the

     full development  of  each  person requires  the full development of  all

     people.7
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   In light of  this view,  such  a  course  can  teach students  to appreciate  songs  not,

as  so  many  young  people have been conditioned  to do, as  
`'products"

 expressing

a morc-or-less  isolated indiyidual conscience  (in "love,"

 
"

 feeling bl ue,"  etc.),

but, rather,  as the inventive repository  of  the aspirations  of an  entire  community

within  a specific  place and  time. IIb uncover  this rootedness  is not  to nai] down

the final destination of  the song's  signit"icance  or  mark  for it a final resting  place,

but to gauge the creative  and  renewable  sociaE  forcc of  any  well-crafted  and

meaningful  music.  One may  even  compare  this portrait of  musical  artists work-

ing together to thc efforts  that students  make  in their own  education;  one  does

not  have to be a musician  to find the portrait compelling.

Why  
rl)each

 
rlbpical

 Songs

   When  l flrst taughtAinerican  Literar>/ History at aJapanese  college  in 2005,

I took a  conventional,  lecturc-and-term-paper approach.  On refiection, this Ied to

two  typcs of  problems; one  rclating to course  contcnt  and  the other  to my  peda-

gogical interaction Nvith  individual studcnts. Concerning course  content,  the short

stories discussed were  -rritten  by thc u,'ell-known  African-Ameriean writerAlice

Walker and  Native-American writer  Sherman Alexie, and  the course  themc  that

these  and  other  writings  allowed  us  to explore  vLias  that of  the quest for identity in
"minority'American

 writing.  A  main  idea l tried to convey  to the students  Nvas

that the qucstioning of  personal identity through writing  or  artistic creation,  while

particularly important to the so-called  h>iphenated ethnicities  that are  common  in

the United States and  characterize  the writers  under  consideration,  is in no  way

the exclusive  domain of  either  
`minority

 writers'  or  ofAmericans.  It is, in fact,

equally  significant  to Japanese, who  have no  reason  to take their individual eth-

nic  or  cuitural identities for granted. From this perspcctive, the value  of  studying

American literaturc is that it highlights a quegt for identity whose  significance  is

univcrsal.  M.v lectures focused on  the subtle  ways  in vv'hich  Alice waIker, in her

story  
`"Everyda.v

 Use," derides the superficial  grasp ofAfrican  culture  that, in

her view,  characterized  many  of  the pan-Africanists of  the  late 60s and  early  70s;

or,  similarly,  the ways  in which  Shcrman  AIexie ridicu]ed  the attempts  on  the

part of  certain  Natiye Americans to foster an  authentic  cultural idcntity by, for

example,  celebrating  
"fry

 brcad," whose  origin  is, in fact, not  NativcAmerican,
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or by assuming  stoic  attitudes  in public in accordance  with  a stereotype  of  Native

peoples. In keeping with  this theme, I asked  the students  to write  a term  paper in

which  they discussed, on  the model  of  Alice Walkcr's story, ob.iects of  everyday

use  which  relate somehow'  to their identification with  Japanese culture  and  his-

tory and,  by reflecting  on  their relation  to them,  articulate  a varied,  non-mono-

lithic relation  to Japanese culture  (i.e., "rhat  they like, do not  1ike, etc.).

   In taking this approach  to teachingAmerican  Literary History, I realized that,

despite the pertinence of  the texts and  theme, an  insufficient understanding  of  the

culturai  background prevented mlr' students  from fuliy appreciating  both the au-

thors' literary strategies and  the stakes  of  the issues they address.  For instance,

figures as  central to the ciNiil rights movement  as Rosa Parks or  Martin Luthcr

King Jr. were  recognized  in name  by only  a  few studcnts.  Tb  appreciate  the course

fuily, studcnts  would  need  a general grasp of  the history not  only  of  thc identit>,

politics against  which  Walker and  Alexie react  in their writings,  but also,  as  far as

the issue of  race  relations  is concerned,  of  the enti  re  civil rights  era  that served  as

its background.

   I therefore decided that, without  neglecting  the 1iterary dimension of  thc tcxts

to be studied,  I would  direct my  efforts away  from teaching  specific  literary

strategies as understood  within  larger social  and  political problems and  toward

{hose very  problems. This is where  the inspiration to use  songs  and  songs  lyrics

came  from; generally speaking,  such  artifacts are  not  as complex  as  short  gtories

and  the analysis  of  them  is less time-consuming.  Although many  song  lyrics are

complex  in ways  that require  close  analysis  and  research  into their cultural  back-

drop, they can  readily  be used  as a springboard  to researching  the historical and

political issues to which  they relate. By using  songs,  I shifted  the focus of  the

course  to significant  sociat  issues and  problems that markAmerican  society  while

still requiring  that students  evaluate  the strategies  b.v which  the respective

songwritcrs  and  performers engage  issues such  as  slavery,  the civil  rights  move-

ment,  urban  decay, space  exploration,  the Vietnam War, boxing, and  immigra-

tion. By employing  texts whose  formal aspects  are not  as  daunting as those of

short  storles  but that nonetheless  make  a  unique  artistic or  literary stamp  on  a

given issue, the course  gave a general introduction to literature, in a lcss restric-

tive sense  of  the word,  within  the context  of  contemporary  American society, Its
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secondary  airns were  to teach basic academic  writing  skl]ls, including how  to

cite reference  material  properly. how  to incorporate others'  information and  in-

sights  "'hile  distinguishing this input from one's  own  views,  and  how  to docu-

ment  the citations  one  makes;  how to read  and  research  English-language Web

sites using  various  online  tools; how  to deve]op a  blog for research  purposes;

how  to make  effective  public presentations in English; and  how  to make  con-

structive  comments  on  others'  presentations and  artlcles.8

Song Selection

   Songs were  selected  on  the basis oi' two  main  criteria:  the fact of  their con-
      L.

veying  an  issue wlthin  American socl,ety and  the quality of  thcir lyrical composl-

tion. I also gave consideration  to aspects  such  as the lntelligibilit.v of  the spoken

or  sung  performance.

   One  consequence  of  my  using  these criteria  is that, with  a few notab)e  excep-

tlons, the songs  I selected come  from the 1960s and  carly  1970s, which  is to say,

from a  i'ruitful period for topical song"･riting,  Since the issues the>i address  in

eNiery  case  remain  relevant,  I did not  think thc predominant representation  of  one

era  of  songwriting  to be a disadyantage. It became clear,  moreover,  that Woody

Guthrie, long recognized  as  one  ofAmerica's  greatcst folk songwriters,  played a

central  role  in the organization  of  song  titles. Not only  were  four of  his own

compositions  featured, but so  were  three songs  written  under  his direct lnflu--

ence. This fact helped to giye some  thematic continuity  to an  otherwise  disparate

grouping of  songs  and  song  ideas. Guthric's 
"This

 Iand Is Your Land;" in par-

ticular, poses, within  the otherwise  conventional  mode  of  a patriotic, nature-wor-

shipping  anthem,  the essentlal questions of  ownership,  belongingness, )mmigra-

tion, and  human  rights  that many  of  the other  songs  raige  in their own  ways."

On  a Sultry Evening

   In this section,  I will  discuss one  song  and  its corresponding  research  and  in-

class  presentation. Three students  presented to the class the Negro spiritual, 
`"Sister

Mary  Had-a But One  Child," a  slave  composition  arranged  by the  renowned

tenor Roland Ha>,es.i" Hayes fi rst transcri bed for piano and  voice  this and  other

songs  he had learned frem community  members  and  his parents, themselves
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former slaves. The  song  uses  a berceuse-like rhythm  to cvokc  the Nativit.v. As

the student  Yumi  Higashi states  in her contribution  to the blog article,  
-'the

 song

describes the story  of  
`the

 Massacre of  the Innocents' in 7Vie GospelAccording

to Matthew. (rl]hisl is an  episode  in which  King Herod heard that new  King was

born in Bcth]chem and  commanded  his officers  to kill ail boys of  age  two  and

under  because he was  afraid that his authority  vvould  be challenged  by the arrival

of  a new  king."i] As  such,  it exemplitiies  what  Hayes alludes  to when  he writes

that, 
"the

 African's love of  allegory  (in the U.S,A.), enabled  him to substitute

himselL his present condition  and  future hope. for Semitic Bib]e personages and

situations."i2  The  students  thus discussed anaiogy  as  used  by slaves  to provide

cover  for the expression  of  their aspirations  to frcedom in thc face of  reprcssion,

with  the obvious  point being that a stor.v about  Joseph saving  Jesus from the

wrath  of  Hcrod by fleeing into another  land Nvould  be readily  appreciated  by

slaves  hopefu[ of  escaping  northward.  The  textual analysis  was  enhanced  by study-

ing the Underground Rai]road-the clandestine  series of stop-oiTs  in the North

where  b]acks fleeing to slave-free  Canada found respite and  s,uidance among

white  and  black sympathizers.  In this way,  we  cyokcd  thc cntirc era  of  slavery,

with  its repression  and  fear, but also its moments  of  respite  and  communal  cre-

ativity.  Tb  hclp students  imagine the topical nature  of  the piece in the fulI sense

of  the word-its  being rooted  in a  community  and  place and  with  respect  to a

giyen issue-I asked  them  to imaginc thc song  being sung  by a  group of  slavcs

on  a  swcltering  evening  in the American South after a long day of  labor in the

fields.i3 I also  asked  them  to appreciate  that the composition,  which  Ha.ves be-

lieved 
"is

 of  very  earlyAframerican  origin...  and  bears the stamp  rhythmically

and  melodically  ofAfrican  musical  idiom,"i" represents,  in some  ways,  the very

origins  of  American music,  so  much  of  which  is massivcly  indcbtcd to African-

Americans. Indccd, the contrast  between the meager  means  of  the creators  and

the depth of  their influence on  the culture  as a whole  is a recurrent  theme  within

American  musical  history.

   Not to oycrdo  the accent  on  protest, I discussed thc muted  wa.v  in which  such

songs,  and  their sub-texts,  were  often  employed.  In his study  of  Afro-American
"fo]k

 thought," the historian Lawrcncc W, Lcvinc puts this point well:

     
'Ib

 state  that black song  constituted  a  form of  black protest and  resistance
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      does not  mean  that it necessarilyied  to or even  cal[ed  
'for

 any  tangible and

      specific actions, but rather that it served  as  mechanism  by which  Negroes

      could  be relatively candid  in a societ}i  that rare]y  accorded  them  that privi-

      lege, could  comrnunicate  this candor  to others  whom  they would  in no

      other  way  be able  to reach,  and,  in the facc of  the sanctions  of  thc white

      ma;prity,  could  asscrt  their own  individuality, aspirations,  and  sense  of

      being.i5

   That the creator  or  creators  of  this partieular song  did so  creatively  can  be

seen  in the 1iterary deviccs it employs.  For instance, in two  verses  and  a chorus,

there are  three  distinct voices  in addition  to that of  the narrator-those  ef  the

three wise  men,  of Herod, and  of  the angel-and  ali of  these are  portra.yed in

language suitable to each  charactcr.  Such narration  distinguishes the piece from

the man.v  ca]1-and-response  spirituals.  Moreover, as Roland Ha>ies's performance
makes  clear,  they are  sLmg  in distinct tones of  voice.  In thc Iincs from Verse i,
"King

 Herod's hcart was  troubled. He  marveled,  but his face was  grim. He  said,
`rFell

 me  where  the Child may  be found, l'11 go and  worship  him,'" Hayes

adopts  a  squealing  tone of  voice  to evoke  the deceitfulness of  the character.  
i6

Thus, the piece unfolds  like a  veritable  mini-drama  and  onc  can  easi]y  imagine

its being performed with  emotion  and  dramatic flair.

   On the day students  presented 
"Sister

 Mar}i Had-a But Onc Child," we  met

in the large hall of  the sccond  floor of  the student  center  so  that the song  cou]d

be performed to piano accompanimcnt.  One student  p]ayed the piano while  I did

my  best to render  Hayes's vocal  performance with  the aid  of  a  microphone,  Once

the students  hacl ]istened to the song,  the presenters drew a chart  on  the  cha]k-

board to illustrate analogies  between the spiritual 's

 Christian theme  of  emanci-

pation and  the  slaves' own  dcsire for freedom from bondage. 
'l'hey

 also discussed

the particular language of  thc lyrics, which  cornbines  Kins, James-style words

with  rhythmic  markers  likely derived indirect]>, from African languages, and

read  their own  Japanese translation.  When  the presenters had taken  turns ex-

plaining various  points in English, they  briefly summarized  their presentation

in Japanese. The  students'  artic]e  and  the comments  made  by thcir peers were

entered  into the  blog on  the day of  the presentation.'7
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Spreading a  Passion

   If there is undeniable  element  ot' protest to the songs  I chose  as  objects  of

study, it is perhaps reflected in the fact that topical song"iriting  of  high musical

and  lyrical quality, as  opposed  to mere  pamph]eteering or  propaganda, has flour-

ished among  communities  that arc  faced \v'ith institutional injustice on  a grand
sca(e  or threats that expoge  and  make  apparent  to them  thcir shared  destinies.

That is surely  vv'hat explains,  in part, thc heightened creativity in the  topical mu-

sic ot' periods such  as  the Nevs, Folk Reviva] of  thc 1960s in the United States or

the Chilean Song Movement  in the 1960s and  early  1970s. 
'I'he

 catalyst  for the

one  was  ]argely the U.S. assault  on  Vietnam; while,  for the other, it was  the rise

of  thc U.S.-backed corporate  fascism that eventually  found its champion  in the

dictator Augusto  Pinochet. These  tvv'o periods were  similar  for bcing, at  the  out-

set, tied to reviv'als  in the usc  of  
'`native"

 or  folk instruments; but that feature was

not  v,'hat  inspired thc creative  burst ln songwriting  and  the communal  perfor-

mance  of  origina]  songs.  In the case  oi' C.hile, it secms  rathcr  that the fervent

support  of  the socialist  government ofAllende  spurred  interest and  hope in Chil-

ean  traditional music  and,  at the sarne  time, a turning aNvay  from the pop music

from the LJnited States that had been forced onto  Chilean airwaves.  Whatcver

the case  may  have been, in light of  the apparent  rarity  of  I'ecund periods for

topical mLtsic,iH cducators  might  do wc]l  to ask: Ho", many  students  are even

aware  of  the belief in the trangformative nature  of  song  and  in its ability to in-

spire  and  uplift  whole  communities  as  evidenced  in the vvords  of  Victor Jara that

I quote as  an  epigraph?  While it is doubtful that many  would  adopt  Jara's convic-

tion as their own,  their simply  being aware  of  it could  expand  their appreciation

of  music  as  a  s{)cial creative  force.

Notesi

 Quoted by Joan Jara, Llctor .Iara:  An  (Ynji'nished Song (I.ondon: B]oomsbury, 1 998), p.
 189,2

 Phil Ochs, harewetls &  Fantasies: 7?ie Phit Ochs  Cotlection (Rhino, I997).

3
 The  best summatiQn  of  this approach  is found in Jane R  Tompkins  (Ed.) Reader-Re-

 sponse Criticism: i7tom Forinatism to Post-Structuratism (TheJohns Hopkins LJniver-

 sity Press. 1980).
`
 Rebert W. McChesney.  

"US,
 Media  at  thc Dawn  of  the Twenty-first Century;' Chapter
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 Onc  of  Rich  Media, Poor  Democrac),: Coininunication Po/itics in Dubious 7}mes (Chi-

 cago:  University of  Illinois Prcss. 1 999).
S
 Quotcd in McChesney.  Rich Media, Poor Demoevac);. p, 37.
6
 lhid., 35.
7
 Bill A>'ers, intervicwed by Amy  GQodman  on  Deinocrac.v Now!. Ney, 14. 2008, http:!1

 wwsv.democrac>,nQw.org/20081111]41exclusiverin-firstjoinLbroadcast-interview

8
 I give a  t'ull description of  the course  organization  in "Studying

 American Literary His-

 tQry  through  Song," Bttlletin of Kagoshi,na Prefoctural Coltege, No. 57 (2006), 61 -73.

9
 We  studied  a  variety  of  songs,  d'rom national  hymns to protest ba]lads; and  genres,

 inc]uding foEk. blues, soul, and  rap.  
'1'he

 songs  studied:  
"Spaceman"

 (Phil Ochs), 
'"Whitey

 on  the Moon"  (Gil Scott-Heron), 
'"America

 the Beauti fu]" (Ray Charles). 
'`This

 Land Is

 Ybur I .and" (Woody Guthrie), 
`"Hard

 Times in New  Ybrk 
rfown"

 (Bob Dylan), 
"Strange

 Fruit" (BMie Holida>i), 
"Here's

 to the Statc of  Mississippi7' (Phi] Ochs), 
"The

 Death of

 Emmitt  TM"  (Bob Dylan), 
'`One

 rvlore 
'1"ime"

 (The Clash). 
"The

 Revolution Wi]] Net Be

 felevised" <Gil Scott-Heron), "`Four

 Dead in Ohio" (Neil Ybung), "What's
 Going On"

 (Marvin Gaye). 
"Who

 Killed Davey  Moore?" (Bob Dylan), `"Wh>,
 (Thc King of  I.ove Is

 Dead)'" (Nina Simone), 
`'Respect''

 (Aretha Franklin), 
"Bracero"

 (Phil Ochs), "Sister

 Mary

 Had-a But 0ne  Chi]d" (Roland Hayes), 
"Eisler

 on  the  Go," `"California

 Stars," 
"Ingrid

 Ber.crman'' ("body Guthrie).
tOReland

 Ha},es, 
"`Sigter

 Mary Had-a But One  Child;' in A4y fiZzvorite S]pirituals: 30 Songs

 for ltbice and  PianoArranged  and  interpreted by Roland  Hayes (Mineola, New  York:

 Dover, 200] ), pp, 98-102.
iihttp:1!b

¢ ibungakushi,b]ogspot.com!2007!051sister-mary-had-but-one-child.htm]
'2Hayes,

 
"My

 Songs," in /Ltly Favorite Spirituats, p, 13.
']Ibid,,

 p, 1 1 . Roland Hayes recal]s that, despite his arranging  it for solo  voice  and  piano,

 this song,  like so  many  other  spirituals,  was  originally  sung  by 
"unaccompanied

 cho-

 rus."'`Hayes,

 7t4[y havorite SPirituals, p, 98,
iSLawrencc

 W. Levine, Black C"lture and  Btack Consciousness: ALfiro-American 7ho"ght

 .fivm Slaverr) to Freedom  (Oxford: Oxl'ord Universit}i Press. 1 977), pp. 239-240.
i6Hayes,

 IL{fy Favorite {ipirituals. pp. 98- l 02,
"http:1/beitunes.blogsFx)t,comf2006/07!'sistcr-mary-had-but-one-child-roland,html

 Students from the Ibllowing year also  covered  this materia].  See note  1 1 .
t8See

 Berijamin Filene, Rotuancing the Fotk: Public ?lifemory andAmerican  Roots Music

 (London: The  University of  North Carolina Press, 20oo) fOr a  sustained  argument  on  the

 undying  resourcefulness  of  compelling  roots  music  in the era  of  postlndustrial pop cul-

 turc,
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トピカル ・ ソ ングの 文学的技法 を教える

フ ィ リッ プ ・ M ・ アダメク

訳 ：古屋泰

私 た ち が 音楽 を演奏す る 場所な ら ど こで で も 、も し も可能な 限 りそ

の 役割 を果 た す こ とが委ね られ る な ら、創造的な創作 の 場が 組織化

され る べ きだ 。 私たちは 民衆 の もとへ 遡る べ き だ 。 だが 、 人 々 の 水

準 に 自分 を低め る も の とは感 じる べ き で は な い 。 私た ち の 仕事は 、

人々 に 入 々 が本来持っ て い る もの を与 え よ う とす る こ とだ。 そ れ は

人々 の ル
ー

ツ とな る もの だ 。 す なわ ち 、 文化的な 表現 へ の 渇きを満

たす方法で あ る 。 （ビ ク トル ・パ ラ ，19
’
71

’

トピカル ・ ソ ン グ とブ ロ グ

　「プ ロ テ ス ト・ソ ン グ 」とい う表現は 、 時に嫌 われ る か魅力 に乏 し い も

の と見 られ て きた 。 プ ロ テ ス ト ・ソ ン グ を優 れ た形 で 実践 して き た 2 人

の 見方 に つ い て考え て み よ う 。 フ ィ ル ・オ ク ス は 、 1960年代 に 様 々 な問

題 の な か で 、 ベ トナ ム 戦争や人種差別 に 反対す る歌 を歌 っ て き た 平和主

義者の バ ラ
ー

ド歌手 で あ り、「プ ロ テ ス ト・ソ ン グ は ラ ジ オで は聴けな い

歌だ」とか つ て 皮肉っ ぼ く述べ た こ とが あ り 、 彼 自身む しろ
卩
トピ カル ・

ソ ン グ ライ タ ー J と呼ば れ る こ とを好 ん だ 。 同 じよ う に 、 チ リの ソ ン グ

ライ ター
で サ ル バ ドル ・ア ジ ェ ンデ の 支持者で あ っ た ビ ク トル ・パ ラは 、

彼 の 作 っ た歌 の 持 つ 創作 の 本質 を 、貧 しい 人 々 の 生 活 を 称 え、 政治 ・軍

事 上 の 指導者 た ちの 不正 を批判す る も の で あ る こ と を強 調 す る 、

卩
革命

歌 」 で あ る とい う こ とを好 ん だ 。 私 自身の 経験か らい えば 、 日本の 大学

生 の 多くは 「プ ロ テ ス ト」 とい う言葉 に 不 安 を 抱 くよ う に思 え る 。 確か

に 最初は警戒 を呼び起 こす 言葉だが 、 政治的社会的 に 関係す る歌や 歌詞

の 持つ 教育学的 に 豊か な領域 に 関心 を持つ 入 に とっ て は 、
「トピ カル ・ソ
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ング 」 は学習対象を広 く表わ した もの だと私は考えて い る 。
「トピ カ

ル 」 とはすなわち 、 最近 の 問題と い う意味で の 「トピ ッ ク （話題）」 か ら

来た もの で あ り 、 トポ ス （月 並 み な 表現）と同 じよ う な も の か 、
「場所も

しくは地域性に付随す る もの 」、 すなわ ちそ の 歌 の 根元 とな る もの だ とい

う こ とが で き る 。
「トピ カル ・

ソ ン グ」と い う言葉を選択する も う ひ とつ

の 理 由は 、 「プ ロ テ ス ト ・ ソ ン グ」それ 自身の 意味す る もの が 、 使われ る

歴 史的な 文脈へ の 依存性 に よ っ て 、非常 に 多様 な もの に な る か らで ある 。

18〜 19世紀の ア メ リカ の 奴隷 に よ っ て 歌われ た 暗示 的な批判 を込 め た 霊

歌 は 、 1960年代に 多 くの 人の 前 に 現れ た り 、 直接的な抵抗を呼び掛け た

り したよ う な反 戦 、 また は反 人種差別の バ ラ
ー

ドとは 同 じも の で は ない 。

そ れ よ りも 、 歌 詞 の な か に込 め られ た 以 Lに 革新的な 楽曲 の 形 式 と して

現れ た 「プ ロ テ ス ト」 的な創作法 が あ る 。そ れ ら は 学習す る 価値 は あ る

と して も 、 言語 に 焦点を 当て た授業に はふ さわ し くな い もの と見 られ て

き た 。 楽曲と は異 な り、 トピ カル ・ソ ン グは語 り 、 も し くは意見 、 ある

い は そ の 両者を通 じて 特定 の 社会 もしくは歴史的な出来事あ る い は条件

に つ い て 知 る機会を与 え る と い う利点があ る 。 トピ カル ・
ソ ン グは 、 作

品 分析 と歴史的調 査 の 両方 を実践す る 際 の 題材 と して 利用 さ れ る もの だ

ろ う 。

　 こ の 論文は 、 ア メ リカ文学史の 授業と い う文脈 の な か で トピ カル ・ ソ

ン グ を教え る こ と を論 じよ う とす る も の で あ る 。 私 自身が行 っ た授業 の

中で 、 30人 く らい の 2 年生 の 学 生 が リサ ー
チ し、ク ラ ス で プ レゼ ン テ

ー

シ ョ ン を行 い 、 他 の 学 生 の 発表 に コ メ ン トす る た め に 授業 の プ ロ グ

（beitunes．blogspot．com ）を作 っ た 。
こ の プ ロ グ の 名前

「Beitunes」 は 、
こ の

授 業 の 最 も特徴 とな る もの を 暗示 した造語で ある 。 す な わ ち 、歌 や 歌詞

を考察す る こ と を通 じて ア メ リカ の 社会 と政治史 の 中に ある 諸問題 を学

習す る とい う こ とで ある 。 （次年度 の 授業は 、 同じ題材を い くつ か 用 い た

だけで な く、ヘ ン リー ・デビ ッ ド・
ソ ロ

ー
や 、 ア レ ン ・ギ ン ズバ ー

グや 、

シ ャ
ー

マ ン ・ア レク シ
ー

の 文学 作 品 も含ん で い る 。 こ の プ ロ グ の URL

｝まbeibungakushi．blogspot，cQm ）

助言 と 目的

　私 自身の トピ カ ル ・ ソ ン グを教えた経験 を記す前 に、 同 じ こ とを行お

うと して い る 人 に お 勧め した い こ とを述べ て お く。 第
一

に 、 学生 が 喜び
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そ うだ とあ な た が 思 う こ と を基本に して 歌を選ばな い こ とで あ る 。 こ の

こ と には 疑問 の 余地 が 多 々 あ る と は 思 うが 、事実 と して 、 ど の 程度学 生

に 味わ う能力が あ る の か は 、あ な た に は 事前 に 分 か らな い と い う こ とで

ある 。 私 の ク ラス で 、 ビ リー ・ ホ リデ イ の 歌 う 「奇妙な果実」 が 、 最初

もし くは 2 回聞 い て も学生た ち に は受 け 入れ られ な か っ た に もか か わ ら

ず 、
一
番大 き な 反響が あ っ た 。 同 じよ う に 、 歌 が 持 つ 芸術性を訴 え、学

生 に対 して は 音楽的な側面をおろそ か に しない よ うに させ る べ きで ある 。

音楽性 が そ の 歌の 詩 の メ ッ セ ー ジ性を強め る こ とに な るだ ろ う 。 あなた

は学 生 が抱 い て い る
一
般的な 思 い 込み に 抗 しな けれ ば な ら な い

。 そ れ は 、

歌 と い う もの が
「
気 の 向 くま ま に」 消費さ れ る も の で あ り 、 音楽 や 歌詞

を ど う 解釈す るか と い う こ と とは無関係な も の だ と い う こ とで あ る 。 簡

単に い えば 、音楽 と歌 詞 は 聞き 手の 権利 と して 注：意深 く分析 され ね ば な

らな い とい う こ とで あ る 。 ち ょ う ど、人 が 詩や 短編 小 説 あ る い は 長編 小

説 を分析しよ う とす る の と同 じで ある 。 BGM （バ ッ クグ ラ ン ド・ミ ュ
ー

ジ ッ ク） と い う概念 に つ い て 言及 し 、学 生に 対 し て は 教室で 扱う音楽 は

そ の 対極 に あ る も の （フ ォ ア グ ラ ン ド ・
ミ ュ

ー ジ ッ ク ？ ） と して 考え る

よ う に と指導すべ きだ 。 学生の 問 に は 、 詩や文学とは違っ て 、 歌や歌詞

に は そ れ を鑑賞す る ため の 注意深 い 配慮 は必要ない と い う 、 商業文化 に

ど っ ぷ りと浸 か っ た 考 えが あ る 。 こ の 考 え は 、授業で 選ば れ た 歌 で ある

な ら特に 、 気 に す る こ と は な い 。 も し学 生が 表 面 的な 同化 に抵抗す るな

らば 、 そ れ は 歌の ユ ニ
ー

ク さや 「文学的」 質 の せ い に ちが い な い 。

　 「文学 1に 関す る 考 え方に は多くの 議論 が あ る が 、文学 に関す る 固定化

した 通常の 理 解 に 満足 して い る 人 々 の 懐疑心 を一
掃す る だけな らば 、あ

る ひ とつ の 定義を示す の がお 勧 め で ある 。 通常 の 用語で 理解 されて い る

文学 に 熱烈 な 興味を持つ 学 生 は ほ とん どい な い だ ろ うが 、 何人かは通常

の 定義 に 強 く こ だ わ り、す べ て の 音楽 や 歌詞 は 文学 か らは外れ る もの だ

と い う考 え は 当た り前 の もの と して い る 。 しか しな が ら 、 私 が 学生 に 説

明す る よ うに 、 トピ カル ・ソ ン グ の 文学的な側面は 、 社会的も し くは芸

術的な 見解を表明す る ため に使わ れ る言 語 にお け る創意性 と非 通 常性 と

い う点 で 似 て い る 、 ま た 、 歌が 作 られ た り受容 され た りす る 非商業的で

非プ ロ パ ガ ンダ的な 目的 とい う点で も 同 じだ。 大げさか も しれ な い が 、

こ の よ うな 考 え は ポ ピ ュ ラ
ー ・ミ ュ

ー ジ ッ ク、特 に 最優先 とす る 意向が

本質的 に 商業主義的な も の の 大多数 の 曲を 排除して し まう 。 文学 に つ い
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て の 通常の 考え方の 限界 を討議す る こ と に 加 え て 、そ の よ うな 通常の 定

義 に も適合す る よ うな 学習 の ため の 歌を選 べ る よ うに 配慮 しなけれ ば な

らな い 。 例えば 、 そ の 歌 の 歌詞が有名な 文学者の ペ ン に よ る もの とか 。

「非文学的 な 歌」 と見 られ て い る も の と比較す る こ とは 、 2 つ の カテ ゴ

リ
ー

が 学生たち （も し くは 懸念 を示す 同僚や 大学 当局 者）が 予想す る ほ

ど に は 、 根源的に異 な る も の で は な い こ と を示 すだろ う 。

　学生た ち は しば しば 、 音楽 に せ よ 歌詞 に せ よ 、ある い はそ の 組み 合 わ

せ で あ る にせ よ 、 自分 自身の 印象 を表現す る こ とが う ま くで きな い 。 自

分た ち の 印象、そ れ が 自分に は理 解 で き な い にせ よ 、 あ る い は驚か され

た にせ よ 、 困惑 した にせ よ 、 興 味 を持 っ た に せ よ 、学生た ちは著者もし

くは演奏者の 生 き方に 関係す る事実だけを書きつ らね て し ま う 。 学生た

ちの 多くは 、 リサ
ー

チ とは あたか もゴ ミ拾い で もす る か の よ う に 、オ ン

ライ ン で 発見す る こ とだ と思 い 込 ん で い る よ うだ 。 そ れ ゆえ に 、 あ る 歌

が多 くの 議論 の 材料 を提供 して い る に もかか わ らず 、 そ の 教材 に 対す る

自分 自身の 見解は 述べ る べ きで はな い と考 え て い る 。 そ の よ う な 間違 っ

た 思 い こ み に対抗す る た め に 、 学生 た ち に は 自分が 書 い た 文章 の ひ と つ

ひ とつ を 明確な もの に して 、 自分 の 個人的 な 見解を表現す る プ レゼ ン

テ
ー

シ ョ ン をす る ように 奨励 して い る 。 多くの 学生が そ の よ うな 課題 を

や っ た こ と が ない か ら、
冖
読者 の 反応 」を どの よ うに 書 くか を教 え な けれ

ば な らな い 。 オ ン ラ イ ン 上 に せ よ ど こ か ら に せ よ リサ ー チ をす る 前 に 、

最初に作品 を読み 、 テ キス トの 印象の す べ て を書 い て み る と い う 、 分析

方法 を教える 。 こ の よ うな準備的な段階を経 て 、別 の 段階 と して 補助的

な リサ ー チ を実際 に して み せ る 。 少な く と も 2 つ の 歌 につ い て モ デ ル ・

リー デ ィ ン グ し、与 え られ た 部分の 印象 の 初期段階 の 下書 き を 示 し 、 リ

サ ー チ しなが らそ れ を発展 させ て い くの で あ る 。

　 トピ カ ル ・ミ ュ
ー

ジ ッ ク の よ く考 え られ た 定義 を基本 と して 、 自分自

身の 選 ん だ歌 を示 す べ き だ 。

一 方に ある状況 も しくは よ く聞か れ る不満

を 上 手 に 、 そ して 魅力的 に 言い 表 して い る作品を 、 そ して 他方 に は 、 プ

ロ パ ガ ン ダ的も し くは本質的 に 商業主義的で 、 真 に コ ミ ュ ニ テ ィ に根差

し て い な い よ うな 「パ ン フ レ ッ ト的」 も し くは 「使 い 捨て 的 」 な 歌 が あ

る こ と を区別 させ る 。 最も興味深 い トピ カル ・ ソ ン グ は所与 の コ ミ ュ ニ

テ ィ 、 特定 の 地域 も し くは現場、特定 の 社会 問題 が 抱 え る懸念 を 反映 し

た も の に な る 傾向 が あ る と い う事実 を 強調す る 。 音楽の 力が 、 現実 の 民
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衆 の 生活 に 根差した と こ ろ か ら来 る ア イデア で あ り 、 対極 に あ る もの は

企業 の 中枢 や 政府 の 機関 か ら出て き た も の で あ る こ と に つ い て 議論 さ

せ る 。 商業 主 義的 な 音楽 と非商業
一i三義的音楽の 違 い を探求 させ る 。 単

一

の ジ ャ ンル の 中で も 、ポ ピ コ．ラ
ー

ソ ン グ が 生み 出 され る様々 な 目的が あ

る こ とを説 明 す る 。 あ る も の は 会社や 「ア
ー

テ ィ ス ト」 の 利 益 を増 大 さ

せ る か 、 量産 され る 商品を売 っ た り 、 ブ ラ ン ドを広 め る た め に作 られ た

り して 、 また 他方 に は個人の ア
ー

テ ィ ス トの ヴ ィ ジ ョ ン の 結実で あ り、

も し くは 世代 を超 え て 受 け 継が れ る 労作 が あ る 。

　 こ の こ とは 、 ジ ャ ンル と い うも の が音楽を区別す る Eで の 唯
…

の 方法

で は な い と い う こ と を表 して い る 。 こ の こ とは 、 20LU紀後半か ら現在ま

で ポピ ュ ラ
ー ・

ミ ュ
ー ジ ッ ク に特 に 当て は まる 。 い わ ば 、 誇大商業主義

化時代 とで も い う もの で あ る 。 メデ ィ ア 批評家の ロ バ ー ト ・マ クチ ェ ズ

ニ
ー

は 、 い か に 多くの や り方 で 90年代は 「音楽産業が 可能な 限 りの 運営

面で 商業主義 が シ ス テ マ テ ィ ッ ク に 合理化 され たか 」、 そ して こ の 時代に

育っ た大学生たちは事態が これ まで は違 っ て い た こ とを 想像す る余地 も

な い と い う こ とを示 して くれ た 。 こ の 状況 の 顕著な 例 は 、 パ テ ィ
・ス ミ

ス と い う歌手 が 「ロ ッ ク ン ロ
ー

ル は そ れ が 人 々 の 芸術だ か ら素晴ら しい 、

（しか し）そ れ は もは や我々 の も の で はな い
。 今 、ロ ッ ク ン ロ

ー
ル は ビ ジ

ネ ス の もの だ 。私 た ちは も うそ れ を 所有 して は い な い 」 と 言 っ た こ と に

見 る こ とが で き る 。 イ ン タ ー
ネ ッ トと最近開発され た音楽レ コ

ー デ ィ ン

グ用 ソ フ トは 、ある 程度 こ の 傾向 を逆転 さ せ る こ と に 資する もの だとは

思 うが 、音楽 の 独立性 は しば しば 、
「創造性 」 とは 音 楽 を 判定す る の と無

関 係 な 基 準だ とす る 主 流 の 音楽配信業者と 、 闘争 をす る こ とを通 して 勝

ち取 られ る も の で あ る 。 こ れ は 新 し い 出来事で は な い 。 マ クチ ェ ズニ
ー

が書 い て い る よ う に 、

「偉大 な創造性 の 波 の 多くは 、そ の 時代の 音楽産業

に よ っ て 遠ざけ られ た ミ ュ
ー ジ シ ャ ンか ら出て くる もの で ある 。 」そ の 名

前 に 値す る ア ー
テ ィ ス トと 、 利益 が 唯

一
の 目的で あ り、 音楽 は 金も う け

の 下支えで あ る に す ぎな い 会社 と の 間の 価値観 の 争 い が あ る こ と が 明 ら

か で あ る と い うの は 、 ご く
一一
般 的な 話で あ る 。

　こ の 種 の 争 い は 、授業を通 じて 発展 させ る こ とが で き る多くの テ
ー

マ

の ひ とつ で あ る 。 社会意識とい うテ
ー

マ の 中で 、 学生に は異 な る ソ ン グ

ラ イ ター が 明確な 問題 に 関与 して 、 自分た ち は どれ が 効果的だ と感 じ 、

どれ が 効果的で は な い と感 じるか を討議 した うえ で 実行す る 異な る戦略
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を 評価させ る 。 学生 に は歌ばか りで な く 、 配信す る方法や 大衆化す る 方

法 に つ い て もそ の 歴史的な特殊性 を考 え させ る 。 例 え ば 、私は か つ て こ

の よ うな問題 を提起 した こ とが あ る 。 ボブ ・デ ィ ラ ン は 当時 ラ ジ オ局 で

ボク シ ング 中継が盛 ん に 流れて い た 時代 に 、 ア コ ー
ス テ ィ ッ ク ・ギ タ ー

とヴ ォ
ー カ ル だけで ボ ク シ ン グ と い うス ポ

ー
ツ を批判す る歌 を どう して

録音 で きた の か 。 そ の よ うな 試 み は 現代 で も可能だ ろ うか ？　 も しそ う

な ら 、 だれ が そ れ をす る こ とが 可能だ ろ うか ？　 そ して ど の よ う に ？

そ の よ うな 問 い は答え る こ とが 簡 単とい うわけで は な い が 、
「人気 」 が

「質」と同 じだ とか 、芸術 も し く は 社会的な力と して の 音楽の 可能性 は 乏

し い とい う仮定 を ぶ ち壊す 手助 け にな る 。

　違 っ た方法で私が喚起 した テ
ー

マ と して は 、社会的な創造力 と して

の 音楽の 価 値 と い う も の で ある 。 私 の 心 に 浮 か ん だ の は 、 こ れ が 民 主

的な 教育 の 全体的 な 目的 と対 立 す る と い う こ とで あ っ た 。 そ の 目的 に

つ い て 話す に あた っ て 、 教 育改革 者ビル ・エ イ ヤー は 次 の よ う に 語 る 。

私が 主 張 した い こ と、そ れ は （独裁制 も し くは フ ァ シ ス ト体制の 下

で の 教育と）民主 主義下 で の 教育の 何が 違 うか は 、我々 が 服従と画

一
化 の た め の 教育 を行わ な い と い う こ とな の で あ る 。 すなわち 、 私

た ち は 独創性 と勇気 の た め に 教育す る と い う こ と で あ る 。 我 々 は イ

マ ジ ネ
ー

シ ョ ン と 希望 と可 能性 の た め に 教育 す る の で あ る 。 そ して

私たちは 、 そ れぞれ の 人間の 完全な 発展 は 、 すべ て の 人 々 の 完全な

発展 を要求す る こ とを認識す る 。

　 こ の 見解 に 照 ら して み れ ば 、 そ の よ うな 授業 は 学 生 に 、 多 く の 若い

人 々 が 条件 づ け られ 、少 な か らず孤立 した個 人の 意識 を表明す る もの と

して で は な く 、特殊な 場所 と時間 の 中で の 全体的な コ ミ ュ ニ テ ィ の 気持

ち を 高め る 創造性 の 貯蔵庫 と して 歌 を味わ う こ と を教 え る の で あ る 。 こ

の よ うに 根源的な問題 を 明 らか に す る とい う こ とは 、 歌 の 意味 を最終的

に 解明 して 最後の 休息所を設定す る の が最終目的で は な く 、 創造的 で 革

新的な よ く作 られ た 意味深 い 音楽の 持つ 社会的な 力を評価 しよ う とい う

も の で ある 。 い わ ば 、 音楽アー テ ィ ス トが 共 同作業す る姿に学生が 自ら

の 教育 の 中で 行 う努力をなぞらえ て み よ うと い う も の で ある 。 肖像画 に

服 従 す る よ うに音楽家 を祭 り上 げ よ う とす る の で は な い 。
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なぜ トピカ ル ・ソ ン グ を教 え るか

　2005年 に 初 め て H 本の 大学で ア メ リカ文学史 を教 え た と き 、通常 の 講

義 と期末レポー トの 方式を取 っ た 。 振 り返 っ て み る と、 これ に は 2 つ の

問題点 が あ っ た。 ひ とつ は教授内容 に関 して で あ り 、 も うひ とつ は 、 個 々

の 学生 との 教育学的 な交流 に 関 して で あ っ た 。 教授 内容 に 関 して は 、 議

論 し た短編小 説 が よ く知 られ た ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 作家 の ア リ ス ・

ウ ォ
ー

カー と先住ア メ リカ 人作家の シ ャ
ー

マ ン ・ア レ ク シ
ー

に よっ て 書

か れ た もの で 、そ れ らの 作品 とそ の 他の もの に よ っ て探究で き るテ
ー

マ

と して 、
「マ イ ノ リテ ィ 1 の ア メ リカ人作家 の 作品 に 見 る ア イ デ ン テ ィ

テ ィ を追求 して み ようとい う こ とに な っ た 。 学生 に 私が伝え よ う と した

主 た る 考 え は 、 作品も し く は 芸術創造を通 じて の 個 人 の ア イデ ン テ ィ

テ ィ を 問 い か ける こ とが 、 ア メ リカで は
一

般的 とされ 、 作家を特徴づ け

る とされ る い わ ゆ る ハ イフ ン 付き の エ ス ニ シ テ ィの 重要性が 言わ れ る 中、

マ イ ノ リテ ィ 作家で あろ うが ア メ リカ 人 作家で あろ うが、少 し も排他的

な領域 に は しな い と い う こ とで あ る 。 事実、そ の こ とは自分 の エ ス ニ ッ

ク も し くは文化 的な ア イデ ン テ ィ テ ィ を 当た り前 の もの と して 考えて い

る 日本人 に も同 じよ うに意義深 い 。 こ の 視点か ら見れば 、 ア メ リカ文学

を学ぶ価値 は 、普遍的な ア イ デ ンテ ィ テ ィ を探求す る こ と に焦点 を 当て

る こ とに意味が あ る とい うこ と に なる 。 私 の 講義は 、ア リス
・ウ ォ

ー カー

の 作品 『Everyday　Use 』が 、 ア フ リカ文化 を表而的 に 把握 す る こ と を か

らか っ て い る とい う 、 そ の 微妙 な方法 に焦点 を 当て て い る 。 ア フ リカ の

文化 とは 、 彼女 の 見 方で は 60年代後半 と 70年代初期 の 多 くの 汎 ア フ リ

カ主義者に よ っ て 特徴 づ け られて い る 。 そ れ に 似たよ うな もの と して 、

シ ャ
ー

マ ン ・ ア レ クシ
ー が ア メ リカ先住 民の

一
部が 文化的ア イデ ン テ ィ

テ ィ を 強化 す る こ と をか らか お う とす る よ うな方法が ある 。 た と えば 、

本当は そ の 起源 が ア メ リカ先住 民 の も の で は な い
一
フ ラ イ ・ブ レ ッ ド」を

祝 っ た り 、 ア メ リカ先住民の ス テ レオタイ プに合わ せ て 公衆の 前で ス ト

イ ッ ク な態度 を して 見せ た りす る こ とで あ る 。 こ の よ うなテ
ー

マ を と り

あげて 、私は 学生 た ち に 、 ア リス
・ウ ォ

ー カー の 小 説 を モ デ ル に して 、日

本の 文化と歴史に学 生 た ち が どの く ら い 同
一

化 して い る の か を議論 した

り 、 そ の 関係を振 り返 っ て み た り、 日本 の 文化 に 関わ る さ ま ざ まな 非物

質 的 な 関係性 に つ い て 、期末 レ ポ
ー

トを書か せ た 。 （例 え ば何 が好 きか 嫌

い か に つ い て ）。

192

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Engaged Pedagogy Association

NII-Electronic Library Service

The 　Engaged 　Pedagogy 　Assoolatlon

　 ア メ リカ文学史を教 え る た め に こ の よ うな ア プ ロ ー チ を取 る こ と で 、

テ キ ス トとテ
ー

マ の 関係性 に もか か わ らず、文化的 な背景 につ い て 理解

が 不十分で ある こ と で 、学生たちが著者 の 文学的 な 戦略 と訴 え る 問題 の

関係を充分に 味わ う こ とが で きな い で い た こ と に気が つ い た 。 た とえば 、

ロ
ー

ザ ・パ ー ク とか マ ー
テ ィ ン

・ル ー サ ー ・キ ン グ Jr の よ うな 公 民権 運

動 の 中心 に い た人 々 につ い て 、名前を認識して い た学生 は ご く少 な か っ

た 。 授業 を充分 に 理解す る に は 、 学 生 は歴史の
一
般的 な理解が 必要 にな

る 。 そ れ も ウ ォ
ー カー と ア レク シ

ー が そ れ ぞれ の 書 い た ア イデ ン テ ィ

テ ィ
・ポ リテ ィ ッ ク ス の み な らず 、 人種関係の 問題に関わ る こ とや 、 背

景 と して の 公民権運動時代 の 全体像 につ い て 学生は理解す る 必要があ る 。

　 私 は そ れ 故 に、学習 され た テ キス トの 文学的な 次元 を無視す る こ とは

な し に 、 よ り大 き な 社会的政 治 的問 題 と 、 ま さ に そ の 問 題そ の も の の 中

で 理解す る もの と して 、 特定 の 文学的な戦略 を教え る こ とか らは外れ た

と こ ろ へ
、 自分 の 努力を向か わ せ る よ う に した 。 そ こ で 、 歌と歌詞 を使 っ

て み よ う とい うイ ン ス ピ レー
シ ョ ンが 浮 か ん だ 。

一
般 的 に言 っ て 、 そ

の よ うな作 品は短編 小 説 ほ ど に は 込み 入 っ て い な い し、そ れ ら を分 析 す

る こ とは よ り時間が か か らな い 。 歌詞 の 多 くは そ の 文化的背景 に 立 ち

入 っ た細か い 分析 や 調査 要求す る よ うなや り方 に 関 して は複雑 で あ る が 、

そ れ に 関係す る 歴史的政治的な 問題 を調 べ る 踏み 台 と して は 容易 に 使 え

る もの で あ る 。 歌 を使 う こ とで 、 私は授業の 焦点を意義あ る社会問題 と、

ア メ リカ社会 上 に 名前が 知 られ た 問題へ と移 した 。 同時に 、 学生が 興味

を持っ た ソ ン グ ラ イタ ー と歌手 が 、奴隷 や 公民権運動 や 都市 の 貧困や 宇

宙開発やベ トナ ム 戦争や 、ボクシ ン グや移民 とい た問題 と ど う関わ っ た

か 、 そ の 戦略 を評価す る こ と は要求 した 。 与 え られ た 問題 に 関 して は 芸

術的 に ユ ニ
ー

クで あ っ た り 、 文学的な刻印が お さ れ て い た り して い る 短

編小 説 ほ どには威圧 的な印象を与え な い テ キ ス トを採用す る こ とで 、 授

業 は言葉の 面で は限定が 少な い 形 で文学に つ い て 、 現代ア メ リカ社会 の

文 脈 の 範囲内で の
一

般 的 な 入 門 を行 っ た 。 そ の 2 つ 目の 目的 は 、 基本的

な ア カデ ミ ッ ク ・ラ イ テ ィ ン グ の 技術を教 え る こ とだ っ た 。 そ こ に は 、 参

考文献を ど う適切 に 引用す る か 、他 人 か らの 情報 と考察を 自分 自身の も

の と区別 しな が らど う融合 させ る か 、人 が 行 っ た 引用 を ど の よ うに記録

す る か 、 さ まざ まな オ ン ライ ン の 手段 を 用 い て 英 語 の ウ ェ ブサイ トを ど

の よ う に して 読み 、 どの よ う に リサ
ー

チ す るか 、 リサ
ー

チ の 目的 で どの
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よ う に プロ グを展開す るか 、 英語で どの よ う に効果的な プ レゼ ン テ ー

シ ョ ン を行 う か 、 他 人 の プ レゼ ン テ
ー

シ ョ ンや 書 い た もの に ど の ように

建設 的な コ メ ン トをす るか 、 な どが 含 まれ る 。

歌選び

　歌 は 2 つ の 主 た る 基準 に よ っ て 選 択 した 。 ア メ リカ社 会 内部 の 問題 を

盛 り込 ん で い る とい う点 と 、 歌詩の 構成上 の 質 とい う点で あ る 。 ま た 、 口

語 もしくは ス ラ ング方言の 理解可能性 とい う側面 に も配慮 した 。

　 こ の よ うな 基準 を 適用 した結果 と して 、数少な い 目立 っ た例外は 除 い

て 、 私が選択した歌は トピ カル ・ソ ン グ の 創作が全盛期だ っ た 1960年代

と1970年代初頭か らの もの に な っ た 。 歌が訴え る 問題す べ て の ケ ー
ス に

関係す る こ とな の で 、 歌が作 られ た時代 の 偏 りは不利 に はな らない もの

と考 えた 。 そ れ 以 Eに 、 ア メ リカで 最 も優れ た フ ォ
ー

ク ソ ング ライ タ
ー

の ひ とりで あ る と認識され て い る ウデ ィ
・ガ ス リー が歌の タイ トル 群 の

な か で は 中心 に据 え られ て い る こ とが 明らか にな っ た 。 彼の 曲が 4 曲 に

な っ た だけで な く、 3 曲が彼の 影響で 作 られ た もの に な っ た 。 こ の こ と

が歌と歌の 持 つ 考 え方 の 集合体 をバ ラ バ ラ な も の に しな い で 、テ
ー

マ 的

に も継続性 を持た せ る こ とに寄与 した 。 ガ ス リ
ー

の 「わが祖国 （This　land

is　your　land）」 は 、 特に愛国的で 自然崇拝的な国歌 とい う通常の モ
ー ドと

は 違 っ た や り方で 、他 の 多 くの 曲がそ うで あ る よ う に、所有権 、所属 、移

民 、 人権を歌い あげて い る 。

蒸 し暑 い 夜 に

　 こ の セ ク シ ョ ン で は 、 ひ とつ の 歌とそ れ に 対応す る リサ ー チ と ク ラス

内で の プレゼ ンテ
ー

シ ョ ン につ い て 論 じた い 。 3 人 の 学生が 黒 人 霊歌の

「シ ス タ
ー ・マ リー に ひ と り子 が （Sister　Mary　Had−a　But　One　Child）」 の

担当 にな っ た 。 こ の 歌は ロ
ー

ラ ン ド ・
ヘ イ ズの テ ノー ル で 有名に な り、

奴隷が 作っ た歌で あ る 。 ヘ イズは最初 、 ピ ア ノ で 音 を拾 い 、 コ ミ ュ ニ

テ ィ の メ ン バ ー た ちや 、以前 は 奴隷だ っ た両親か ら習 っ た こ の 歌 と 、 そ

の 他の 曲 を歌 っ た 。 こ の 歌 は 、 子 守唄 の よ うな リズ ム で キ リス トの 降誕

の 気持ち を掻き立て る もの で ある 。 ヒガ シ ・ ユ ミ とい う学生 が プ ロ グ に

書 い た も の の なか で 言 っ て い る ように 、

「
こ の 歌は マ タ イ福音書に 出て

く る 罪な き人 た ち の 虐殺 の 物語を描 い た もの で あ る 。 それ は 、ヘ ロ デ王
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が 、 新 し い 王 がベ ツ レ ヘ ム に 生 まれた と聞い た の で 、 部下に命じて 2歳

の 男の 子すべ て を殺させ よ う と した 。 彼 の 王位が新 しい 王が 現れ た た め

に 脅 か され る の を恐 れ た た め で あっ た 。 」 そ の よ う に 、
ヘ イズが 以下 の

よ うに書く こ と に よ っ て 、 隠喩 を 示 した 。
「（ア メ リカ に お ける ）寓意物

語 と して の ア フ リカ人 の 愛は 、 彼の 現在の お か れ た条件 を 、 セ ム 語 の バ

イブル に 登場する 人物 とそ の 状況 に よっ て 、 未来 の 希望 へ と代え る こ と

が で き る」。 学 生 た ち は 、 抑圧 に直面 して い る 中で の 自由を 渇望す る奴

隷た ち が 用 い た類似点 に つ い て 議論 した 。 ヘ ロ デの 怒 りか らヨ ゼ フ が イ

エ ス を助 けて 別 の 土地 へ 逃れ る とい う こ とに つ い て の 物語 は 、奴隷が北

部 へ 逃れ る とい う希望を感 じ させ る もの で あ る 。 テ キ ス ト分析 は 、
「地

下鉄道 組 織 亅につ い て 学ぶ こ とで 強 め られ る 。 これ は 黒 人 た ち が 奴隷制

の な い カ ナダへ 逃 れ る こ とで 安 ら ぎの 地 を見出 し 、 白人 と黒 人 の 問 を結

ぶ支持者たち の 導きをもた らす北部の 秘密地下組織で あ る 。 こ の よ う に

して 、我 々 は 抑圧 と恐怖 に 満ち た 、奴隷時代 の 全貌 へ の 思 い を掻 き 立 て

られ る だけで な く 、 安 らぎ と共同体 の 創造力に も思 い を致す の で あ る 。

学生た ち に トピ カル と い う こ との 本質 を言葉 の 断片 の 中か ら感覚 と して

想像 して も ら うた め に 、 （そ して そ れ は コ ミ ュ ニ テ ィ と 、 与え られた 問

題に関す る 場所 に 根差 した もの で あ る の だが）、 私は学生 た ち に、 熱 い

南部 の 夜 に黒人奴隷 た ちが 長 い 労働 の 一
日の 後で 歌 を歌う様子 を思 い 描

くよ うに と教え る 。 そ して また 、ヘ イズが 信 じる 創作 とは 、 非常 に 早 い

時期 の ア フ リ カ 系 ア メ リカ 人 に 起源 を もっ もの で 、ア フ リ カ流 の 音楽性

が リズム や メ ロ デ ィ
ー

に 刻印 さ れて い る もの で あ り、そ れ こ そ が ア メ リ

カの 音楽の 起源 で あ り 、 ア フ リカ 系 ア メ リカ人が負 っ た と こ ろ の もの が

大 き い 、 とい う こ と を学生 に 教え る 。 実際 、 作者とい う こ との 貧弱な意

味と文化全体 の 影響力の 深 さ の 問 に ある コ ン トラス トは 、 ア メ リカの 音

楽の 歴史の 中で の 繰 り返 し語 られ る テ
ー

マ で ある 。

　プ ロ テ ス トとい う こ と に重 きを置きす ぎる こ との な い よ うに 、 そ の よ

うな 歌 と学生 た ち の 用 い る サ ブ ・テ キ ス トで は しば しば 沈黙 の 方法 に つ

い て議論す る 。 ア フ ロ ・ ア メ リカ の 「民衆的思考」 を学 ぶ 中で 、 歴史家

の ロ
ー レン ス

・W ・レ ビ ン は こ の よう に 述 べ た 。

黒人 の 歌が黒人 の 抗議 と抵抗 の 形 式 を継続 させ た とい う こ とは 、 見

え る形で の 特定の 行動 に導か れ た とか 、 そ れ を要求す る とい うこ と
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を必ずし も意味せ ず 、 む しろ 黒人 は特権 に 自 らを合わ せ る こ と の 少

な い 社会 の 中で 、 比較的 に率直で あ る とい うメ カ ニ ズム の 中 に 奉仕

し て き た 。 彼 らは そ の 率直さで 他 人 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と っ て

き た 。 彼 らはそ う しな けれ ば他 人 と接触す る こ ともで きな か っ た し 、

自人 の 多数派 の 制裁に直面 しな が ら、彼 らな りの 個性、 情熱、 存在

感 を主張 して きた の で ある 。

　創作家や特定 の 歌の 作 り手が創造性を発揮する とい う こ とは 、 作品 の

中に 用 い られ る 文学的手法 に見出せ る 。 た と えば 、 2 行 の 詩 とコ
ー

ラス

の 中で 、 3 つ の 特徴的な 声 を 、 語 りを加 え な が ら行う 。 そ れ らは 3 人 の

賢い 男 、 す な わ ちヘ ロ デと天使で あ り、それ らす べ て はそ れぞれ の キ ャ

ラ ク ター
に ふ さわ しい 言葉 で 描か れ る 。 そ の よ う な 語 りは 、多 く の 応答

形 式 の 霊 歌 の 特長 に な っ て い る 。 そ れ だ け で な く 、 ロ
ー

ラ ン ド ・
ヘ イ ズ

の 歌 に も明 らか なよ うに 、 彼 らは特徴的な声の トー
ン で 歌う 。 歌詞 の 数

行 の 中で 、
「ヘ ロ デ王 の 心は 乱れ る 。 彼は驚 くが 、彼 の 顔 は憂鬱だ。 彼 は

言 う 。
『ど こ に そ の 子 は い る か 教えて くれ 。 そ こ へ 行 き 、 彼 を拝 む か ら』」

ヘ イ ズ は嘘 を つ い て い る 感覚 を出すた め に 金切 り声の よ う な ト
ー

ン を使

う 。 そ の た め に 、詩 の
一

節が 優れ た ミニ ドラマ か 何 か の よ うに 感情 と ド

ラ マ 性 を込 め て 演 じ られ る 。

　 シ ス タ
ー ・マ リ

ー
に ひ と り子 が 」を学生が 発 表す る 日 、 私た ち は学 生

館の 2 階の 大 き な ホ
ー

ル に 会 して 、 ピ ア ノ の 伴奏で 歌 を演 じて み る こ と

に した 。 ひ と りの 学生 が ピ ア ノ を弾き、私は 一 生懸命にヘ イズ の 声によ

る パ フ ォ
ー

マ ン ス を 、マ イクを使 っ て や っ て 見せ た 。学生 が 歌 を聴 きは

じめ る と 、 発表者たち は黒板 に 図 を示 し 、 霊的なキ リス ト教 の 解放 の

テ
ー

マ と 、 奴隷 自身の 拘束か らの 自由を望む こ ととの 間 の 類似性 を 図に

示 した 。 学 生 た ち は また 、 詩 の 中の 特定 の 言葉につ い て論じた 。 そ れ は

ジ ェ
ー

ム ズ王 ス タイ ル の 言葉 と 、 ア フ リカ の 言葉か ら間接的に も た らさ

れたよ うな リズム ・ メー カー と を結合させ た も の で 、 それ を学生が 日本

語 に 翻 訳 して 読 ん で 見 せ た 。 発表者 は 交替で 様 々 な 点 を英語 で 発表 し、

日本語 で の プ レゼ ン テ
ー

シ ョ ン を簡単 に 要 約 し て 付 け 加 え た 。 学生 の 書

い た もの と友人た ち の つ けた コ メ ン トは 、プ レゼ ン テ
ー

シ ョ ン の 行われ

た 日 にプ ロ グ に掲載 され た 。
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パ ツ シ ョ ン を広 げる

　 も し学習対 象 と して 私が 選 ん だ歌 にプ ロ テ ス トと して の 要素が 打 ち消

しが た い とすれ ば 、 単な る パ ン フ レ ッ ト的とか プ ロ パ ガ ン ダ的な る もの

に 反対す る も とと して の 、 高度 な 音楽的で 詩的 な 資質 を持 つ トピ カ ル ・

ソ ング を創作す る こ とが 、 大 き な規模 で の組織的な不 正 に 直面 して い る

か 、ま た は 人 々 の 分か ち合わ れ た 運命の 前 に明 らか に され た 脅威 に 直面

して い る コ ミ ュ ニ テ ィ か ら 、 ま さ に あふ れ 出て き た もの だ っ た か らだ ろ

う 。 これ は確か に 、 あ る 部分 、 ア メ リカの 1960年代 の ニ ュ
ー

フ ォ
ー ク復

興運動だ と か 、 1960年代 と 70 年代初期の チ リの 歌運動 の よ うな トピ カ

ル ・ミ ュ
ー ジ ッ ク の 時代 にお け る創 造 「生の 高揚が 意味す る もの だ っ た と

い う こ とだろ う 。 そ の 触媒とな っ た も の は 、ベ トナ ム で の ア メ リカ攻撃

が大き い 。 他に も ア メ リカが 支援す る 、 独裁者 ア ウグス ト
・ピ ノチ ェ ト

を親 玉 と して 見出 した 企業 フ ァ シ ズム の 高ま りが あ る 。 こ の 2 つ の 時代

は 、
「ネ イテ ィ ブ」とか 民衆的とか い う手段を使 っ た リバ イ バル とい うも

の と 、 表面的に は結びつ い て い た 。 しか し 、 そ の 特徴は歌 づ くりと伝 え

られ た 歌 の 共同的 な実演の 中で の 創造性の 爆発 を促 した もの だ と は い え

な い 。 チ リの 場合 、 ア ジ ェ ンデ社会主義政権の 熱心 な支援が チ リの 伝統

音楽へ の 関心 と希望 を高めたと同時 に 、チ リの 放送で 強制され て きた ア

メ リカ発 の ポ ッ プ ・
ミ ュ

ー
ジ ッ ク か らの 転換が大 きか っ た よ う に思 う 。

い ず れ の 場合 にせ よ 、 トピ カ ル ・ソ ン グ の 稀 に 見 る 豊 か な 時代 の 中で 、 教

育者た ち は 問 い か けた 。 どれ だけ の 学生た ちが 歌 の 変革的な 本質 へ の 信

念 と 、
コ ミ ュ ニ テ ィ 全体を目覚 め させ意識をひ き あげ る能力へ の 信念 に 、

私が エ ピグ ラ フ に 引用 した ビ ク トル ・ パ ラ の 言 葉 に 証 明 され る よ う に 、

目覚め た か の だ ろ うか 。 多 くの 人はパ ラの 信念を自分た ち 自身 に 当て は

め る こ とには懐疑的 で ある なかで 、人々 が単純に そ れ に 目覚め る こ と が 、

社会の 創造的な 力 と して の 音楽を 味わ う能力を拡張 させ る こ とに つ な が

る だ ろ う 。

＊ 参考文献 は原文 を参照 され た い
。
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