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ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
の
発
端
へ
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
い

く
と
ジ
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ル
と
カ
エ
タ
ー
ノ
・
ヴ
ェ

ロ
ー
ゾ
が
い
る
。
が
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ル
は
、

ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
は
ま

る
で
カ
エ
タ
ー
ノ
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、

カ
エ
タ
ー
ノ
は
『
ヴ
ェ
ル
ダ
ー
ヂ
・
ト
ロ
ピ
カ
ル
』

を
執
筆
し
た
。
政
治
的
・
文
化
的
な
危
機
の
時
代

に
登
場
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
「
ト

ロ
ピ
カ
リ
ア
」
が
近
年
語
ら
れ
る
と
き
は
、
い
つ

も
い
つ
も
カ
エ
タ
ー
ノ
に
直
結
し
て
語
ら
れ
る
。

カ
エ
タ
ー
ノ
は
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
の
カ
リ
ス
マ
で
、

ジ
ル
は
そ
の
衣
を
纏
う
の
を
徹
底
的
に
拒
否
し
て

い
る
よ
う
に
映
る
。

　
今
年
は
、
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
50
周
年
。
ト
ロ
ピ
カ
リ

ア
40
周
年
の
年
だ
け
れ
ど
、
日
本
で
の
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ

再
評
価
は
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ジ
ル
ベ
ル
ト
の
３
度
の

来
日
公
演
で
一
区
切
り
つ
い
た
雰
囲
気
が
あ
り
、

世
界
的
な
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
の
再
評
価
に
つ
い
て
も
、

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
編
集
世
代
／
ポ
ス
ト
・

ロ
ッ
ク
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
、
シ
ー
ン
の
世

代
交
替
の
中
で
、
落
ち
着
い
た
存
在
感
を
放
つ
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
と
い
う
立
場
に
落
ち
着
い
て
し
ま
っ
た

感
が
あ
る
。
何
と
な
く
、
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
や
、
ト
ロ

ピ
カ
リ
ア
を
含
む
Ｍ
Ｐ
Ｂ
を
熱
を
も
っ
て
語
る
の

が
憚
ら
れ
る
雰
囲
気
に
あ
る
。
今
、
ブ
ラ
ジ
ル
か

ら
届
く
魅
力
的
な
音
楽
と
言
え
ば
、
新
し
い
人
も

昔
か
ら
の
人
た
ち
も
巻
き
込
ん
で
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

の
真
っ
最
中
の
サ
ン
バ
の
シ
ー
ン
だ
っ
た
り
す
る
。

　
そ
ん
な
中
だ
け
れ
ど
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ル
来
日

ま
で
の
「
ジ
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ル
再
考
」
の
第
２
回

と
し
て
、
声
高
に
、
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ト
ロ
ピ

カ
リ
ア
を
通
し
て
、
ジ
ル
に
迫
っ
て
み
た
い
。
ト

ロ
ピ
カ
リ
ア
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
が
終
わ
る
ま
で
の

ジ
ル
と
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
ジ
ル
像
に
迫
り

た
い
。『
ヴ
ェ
ル
ダ
ー
ヂ・ト
ロ
ピ
カ
ル
』発
刊
以
降
、

カ
エ
タ
ー
ノ
と
の
結
び
つ
き
で
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
ブ
ラ
ジ
ル
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
・

ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
＝
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
を
、
ジ
ル
の
立

場
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

　
42
年
生
ま
れ
の
ジ
ル
は
、
医
者
の
父
と
、
小
学
校

の
先
生
の
母
の
間
に
生
ま
れ
た
。
幼
少
期
を
バ
イ
ー

ア
州
の
片
田
舎
イ
タ
ウ
ス
で
過
ご
し
た
ジ
ル
の
当

時
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
は
、
フ
ェ
ス
タ
で
演
奏
さ
れ
る
サ
ン

フ
ォ
ー
ナ
（
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
）
の
音
色
だ
っ
た
。

ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
き
た
の
は
、ル
イ
ス・ゴ
ン
ザ
ー

ガ
や
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ド
・
パ
ン
デ
イ
ロ
の
歌
。
中
学

校
に
上
が
る
50
年
に
、
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
市
の
中
学

校
に
通
う
た
め
に
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
へ
引
っ
越
す
。

そ
こ
で
音
楽
学
校
に
も
通
い
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
習

い
、
詩
の
創
作
も
開
始
す
る
。
友
人
た
ち
と
バ
ン
ド

を
組
み
始
め
る
が
、
ま
だ
ギ
タ
ー
を
手
に
し
な
い
。

ギ
タ
ー
を
手
に
し
た
の
は
、
60
年
に
バ
イ
ー
ア
連
邦

大
学
に
入
学
し
た
時
だ
。
母
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と

し
て
だ
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
に
ギ
タ
ー
・
テ
ク
ニ
ッ
ク

を
持
つ
ジ
ル
だ
が
、
ギ
タ
ー
を
手
に
し
た
時
期
は
意

外
に
遅
い
。
大
学
で
は
経
営
学
を
学
び
、
修
了
し
て

い
る
。
初
め
て
の
録
音
は
、
20
歳
の
62
年
に
。「
コ

サ
、
コ
サ
、
ラ
セ
ル
ヂ
ー
ニ
ャ
」
と
い
う
マ
ル
シ
ャ

を
録
音
し
た
。
自
作
の
曲
が
初
め
て
録
音
さ
れ
た
の

も
同
年
。「
ベ
ン
・
ヂ
ヴ
ァ
ガ
ー
ル
」
と
い
う
曲
を

録
音
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
ギ
タ
ー
で
は
な
く
、

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
伴
奏
で
参
加
し
て
い
る
。
盟
友

カ
エ
タ
ー
ノ
と
の
出
会
い
を
果
た
す
の
も
こ
の
頃
。

テ
レ
ビ
で
ジ
ョ
ア
ン
・
ジ
ル
ベ
ル
ト
・
ス
タ
イ
ル
で

演
奏
す
る
ジ
ル
の
姿
を
見
て
、
ジ
ル
の
フ
ァ
ン
だ
っ

た
同
い
年
の
カ
エ
タ
ー
ノ
と
、
共
通
の
友
人
を
通
じ

て
63
年
に
出
会
う
。
カ
エ
タ
ー
ノ
の
紹
介
で
、ガ
ル・

コ
ス
タ
、
マ
リ
ア
・
ベ
タ
ー
ニ
ア
と
い
っ
た
人
物
と

出
会
い
、
そ
れ
が
後
に
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
・
ム
ー
ブ
メ

ン
ト
に
繋
が
っ
て
い
く
が
、
カ
エ
タ
ー
ノ
や
彼
女
た

ち
が
録
音
を
残
し
始
め
る
の
は
60
年
代
中
盤
か
ら
後

半
に
か
け
て
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
の

活
動
が
早
か
っ
た
ジ
ル
が
、
周
り
を
牽
引
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
カ
エ
タ
ー
ノ
と
知
り
合
っ
た
ら
ガ
ル
を
紹
介
し
て

く
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
ベ
タ
ー
ニ
ア
も
い
て
。
そ
れ

か
ら
最
初
の
シ
ョ
ウ
を
や
っ
て
劇
場
の
連
中
と
知

り
合
い
、
そ
の
時
の
監
督
だ
っ
た
男
と
共
作
を
始

め
た
り
。
そ
う
や
っ
て
知
り
合
っ
た
人
を
集
め
て
、
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Q. トロピカリアって？

A.　68 年、ジルベルト・ジルとカエターノ・ヴェローゾのコンビを中心に勃発し

たトロピカリアは、それまで基本的にアコースティックなものと捉えられていたブ

ラジル音楽をエレキ化し、リオやサンパウロといった大都会では蔑視される傾向に

あった北東部の伝統、フォホーやバイアゥンなどの音楽とリズムに決定的な市民権

を与えた。トロピカリスタたちはビートルズのサイケなオーケストレーション、電

気サウンド、バイーアのリズムなど、保守的なブラジル音楽界にあっては反体制と

しか映らぬものを等位に捉え、自分たちの世代の音楽を表現した。思想的的には、

オズワルド・アンドラーヂの「新・食人宣言」（悪名高い食人の習慣を文化的な実

践哲学に逆転し、どんな文化でも貪欲に食べて消化しなければ、という思想）に強

く影響を受け、「トロピカリア」という名前はブラジルのインスタレーション・アー

ティストの同名の作品に由来する。（トロピカリア＝トロピカリズモ）

　主なトロピカリスタ：ジルベルト・ジル、カエターノ・ヴェローゾ、ガル・コスタ、

ムタンチス、トン・ゼー、ナラ・レオン、ホジェリオ・ドゥプラ、ジョルジ・マウ

チネル etc

そ
れ
で
何
か
を
や
ろ
う
と
盛
り
上
げ
て
い
く
の
が

好
き
な
ん
だ
よ
。
コ
ン
サ
ー
ト
や
る
ん
だ
っ
た
ら
、

リ
ハ
ー
サ
ル
か
ら
仕
切
る
し
、　
〝
ち
ゃ
ん
と
や
れ

よ
！
〟
な
ん
て
ベ
タ
ー
ニ
ア
を
よ
く
怒
っ
た
り
し

て
い
た
（
笑
）」

　
そ
の
音
楽
劇
を
作
り
上
げ
は
じ
め
た
の
は
64
年

で
、
同
年
に
初
め
て
の
ソ
ロ
・
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ

た
。
結
婚
を
し
、
65
年
に
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
へ
引
っ

越
し
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
音

楽
活
動
を
続
け
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
働
い
て

い
た
会
社
は
、
ジ
ェ
シ
ー
・
レ
ヴ
ェ
ルG

essy-
Lever

と
い
う
企
業
で
、
今
も
ウ
ニ
レ
ヴ
ェ
ル

U
nilever

と
社
名
を
変
え
た
が
、
環
境
や
健
康
に

配
慮
し
た
商
品
を
販
売
す
る
企
業
と
し
て
存
続
し

て
い
る
。
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
の
音
楽
活
動
の

中
心
は
バ
ー
ル
・
ボ
シ
ー
ニ
ャBar Bossinha

と
い
う
ラ
イ
ヴ
・
ハ
ウ
ス
で
、
そ
こ
で
演
劇
界
や

映
画
界
の
人
物
と
出
会
い
、
自
作
の
曲
が
映
画
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
も
。
同
年
後
半
に
は
、
サ
ン
パ

ウ
ロ
で
上
演
さ
れ
た
演
劇
に
ベ
タ
ー
ニ
ア
、
カ
エ

タ
ー
ノ
、
ガ
ル
、
ト
ン
・
ゼ
ー
ら
と
出
演
。
同
演

劇
の
中
か
ら
の
数
曲
は
録
音
も
さ
れ
た
。
こ
の
時

期
、
歌
謡
番
組
「
オ
・
フ
ィ
ー
ノ
・
ダ
・
ボ
ッ
サ
」

で
若
い
世
代
の
コ
ン
ポ
ー
ザ
ー
の
曲
を
織
り
上
げ

て
い
た
エ
リ
ス
・
レ
ジ
ー
ナ
が
、
ジ
ル
が
ト
ル
ク

ア
ー
ト
・
ネ
ト
と
共
作
し
た
「
ロ
ウ
ヴ
ァ
サ
ゥ
ン
」

を
取
り
上
げ
る
。

「
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
る
ん
だ
。
エ
リ
ス
が
65
年

の
終
わ
り
だ
っ
た
か
66
年
の
は
じ
め
だ
か
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
戻
っ
た
の
こ
と
だ
。
ル
イ
・
ゲ
ー
ハ

や
エ
ド
ゥ
（
・
ロ
ボ
）
を
通
じ
て
、
エ
リ
ス
と
知

り
合
っ
て
い
た
。
エ
リ
ス
は
〝
ロ
ウ
ヴ
ァ
サ
ゥ
ン
〟

を
ジ
ャ
イ
ー
ル
・
ホ
ド
リ
ゲ
ス
と
の
ラ
イ
ヴ
・
ア

ル
バ
ム『
ド
イ
ス・ナ・ボ
ッ
サ
』で
録
音
し
て
い
た
。

予
想
し
て
な
い
こ
と
が
起
っ
た
ん
だ
。（
エ
リ
ス
が

司
会
を
し
て
い
る
音
楽
番
組
〝
オ
・
フ
ィ
ー
ノ
・
ダ
・

ボ
ッ
サ
〟
を
放
送
し
て
い
る
）
Ｔ
Ｖ
ヘ
コ
ル
ヂ
で

火
事
が
起
っ
た
。
朝
早
く
の
こ
と
だ
っ
た
け
ど
、

そ
の
時（
正
し
い
こ
と
を
賞
賛
す
る
歌
）〝
ロ
ウ
ヴ
ァ

サ
ゥ
ン
〟
が
丁
度
か
か
っ
て
い
て
、
火
事
が
お
さ

ま
っ
て
も
し
ば
ら
く
、
ど
の
番
組
で
も
か
か
る
状

態
が
続
い
た
ん
だ
。
エ
リ
ス
も
番
組
で
歌
い
、
そ

ん
な
こ
ん
な
で
、〝
ロ
ウ
ヴ
ァ
サ
ゥ
ン
〟
は
サ
ン
パ

ウ
ロ
で
ヒ
ッ
ト
曲
と
な
っ
て
、
間
も
な
く
ブ
ラ
ジ

ル
全
土
で
の
ヒ
ッ
ト
曲
と
な
っ
た
。〝
誰
の
書
い
た

曲
な
ん
だ
？
〟
っ
て
、
僕
は
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
。

〝
番
組
に
出
し
て
欲
し
い
〟
っ
て
、
み
ん
な
の
関
心

が
高
ま
っ
て
き
て
、〝
オ・フ
ィ
ー
ノ・ダ・ボ
ッ
サ
〟

に
よ
く
出
演
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
」

　
忙
し
い
中
、
会
社
勤
め
も
続
け
て
い
た
が
、
海

外
出
張
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
段
階
に
な
り
、

両
親
を
含
め
多
く
の
人
と
の
相
談
の
末
、
66
年
に

会
社
を
円
満
退
社
。
音
楽
に
専
念
。
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
と
契
約
し
、
１
st
ア
ル
バ
ム
の
制
作
を
は
じ
め

る
。

　
66
年
の
Ｔ
Ｖ
局
主
催
の
音
楽
際
で
は
、
エ
リ
ス

が
ジ
ル
作
の
「
エ
ン
サ
イ
オ・ジ
ェ
ラ
ル
」
を
歌
い
、

５
位
に
入
賞
。
ま
た
同
年
リ
オ
で
、
マ
リ
ア
・
ベ

タ
ー
ニ
ア
や
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
・
ヂ
・
モ
ラ
イ
ス
ら

と
と
も
に
音
楽
劇
に
出
演
。
次
の
67
年
に
は
音
楽

番
組
の
司
会
を
す
る
。
１
st
ア
ル
バ
ム
『
ロ
ウ
ヴ
ァ

サ
ゥ
ン
』
発
表
後
67
年
の
音
楽
祭
で
は
、
ジ
ル
が

「
ド
ミ
ン
ゴ
・
ノ
・
パ
ル
キ
」
を
ム
タ
ン
チ
ス
と
と

も
演
奏
し
た
同
音
楽
祭
で
は
、
カ
エ
タ
ー
ノ
が
「
ア

レ
グ
リ
ア
・
ア
レ
グ
リ
ア
」
を
歌
っ
た
。
観
衆
が

エ
レ
キ
ギ
タ
ー
の
導
入
に
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
受
け
た
、
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
瞬
間

だ
っ
た
。
ジ
ル
と
カ
エ
タ
ー
ノ
は
時
代
の
寵
児
と

な
っ
た
。

　
ジ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
例
え
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア

を
起
こ
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
66
〜
67
年
の
時

点
で
十
分
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
音
楽
家
と
し
て
名
が
売

れ
は
じ
め
て
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
ジ
ル
が

中
心
に
い
た
か
ら
こ
そ
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
は
強
烈
な

瞬
発
力
を
も
っ
た
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
だ
っ
た
。
な
ぜ

ジ
ル
は
行
動
を
起
こ
し
た
の
か
？

「
性
格
的
な
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
（
笑
）。

何
と
言
う
か
、
僕
は
に
ぎ
や
か
な
性
格
で
ね
。
誰

彼
な
く
何
か
一
緒
に
や
ろ
う
と
持
ち
か
け
、
説
得

Gilberto Gil

＆ Tropicália

008-011_GilTropicalia.indd   9 08.2.15   0:59:53 PM



10

し
て
や
る
の
が
好
き
な
ん
だ
」

　
ジ
ル
は
、
そ
の
大
き
な
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
の
大
義

が
自
分
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ま
り
多
く
を
語

ら
な
い
。
で
は
、
も
う
１
人
の
中
心
人
物
カ
エ
タ
ー

ノ
が
、
ジ
ル
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
か
ら
、
ジ
ル

と
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
き
た
い
。

１
９
９
２
年
頃
に
書
か
れ
た
も
の
だ
。

　
［
〜
省
略
〜
、
カ
エ
タ
ー
ノ
に
よ
る
ジ
ル
稿
全
文

は
本
稿
最
終
ペ
ー
ジ
に
］
で
も
、
僕
は
後
ろ
を
振

り
返
る
。
ト
ロ
ピ
カ
リ
ズ
モ
は
、
１
９
６
７
年
に
、

私
た
ち
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
美
的
判
断
基
準
や
、
政
治

や
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
市
場
の
姿
勢
を
変
え
よ
う

と
い
う
野
心
が
結
果
と
し
て
得
た
名
前
だ
。
私
た

ち
は
、
自
分
た
ち
を
狭
小
さ
や
偏
見
さ
か
ら
自
由
に

し
た
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
政
治
を

行
き
来
す
る
今
の
「tra

nsm
usico

（
移
動
音
楽
家
）」

な
ジ
ル
の
興
味
に
つ
い
て
の
理
解
が
よ
り
深
く
行

え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
今
の
時
代
を
見
渡
す
た
め
に
、

こ
こ
に
（
ト
ロ
ピ
カ
リ
ズ
モ
の
時
代
の
話
に
）
戻
っ

た
。
１
９
６
６
年
、
ジ
ル
は
私
た
ち
が
仕
事
に
向
か

う
姿
勢
に
対
し
て
不
安
で
、
そ
れ
に
我
慢
し
か
ね
て

い
る
と
言
い
出
し
た
。
ジ
ル
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
に

つ
い
て
や
、
北
東
部
の
飢
え
（
レ
シ
ー
フ
ェ
に
何
ヶ

月
か
滞
在
し
て
い
た
）、
独
裁
的
な
軍
政
府
や
マ
ス

文
化
の
暴
力
に
つ
い
て
話
し
だ
し
た
。
詰
る
と
こ

ろ
、
ポ
ス
ト
・
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
生
温
い
シ
ー
ン
に

居
続
け
る
こ
と
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

カ
ピ
ナ
ン
、僕
（
カ
エ
タ
ー
ノ
）、ガ
ル
、ト
ル
ク
ア
ー

ト
、
ギ
リ
ェ
ル
ミ
・
ア
ラ
ウ
ー
ジ
ョ
、
ホ
ジ
ェ
リ
オ
・

ド
ゥ
ア
ル
チ
と
い
っ
た
親
友
た
ち
に
最
初
に
話
し

た
。
そ
の
後
す
ぐ
、
普
通
の
友
人
た
ち
に
話
し
た
。

ジ
ル
自
身
が
開
い
た
（
複
数
回
あ
っ
た
）
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
で
、
そ
ん
な
話
が
さ
れ
た
。
彼
は
、
み
ん
な

が
理
解
し
て
く
れ
る
こ
と
や
、
彼
の
ア
イ
デ
ア
が

み
ん
な
を
巻
き
込
む
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
な
る
こ
と

を
硬
く
信
じ
て
い
た
。

　

ジ
ル
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
理
解
さ

れ
な
か
っ
た
。
注
目
は
、
す
ご
く
小
さ
な
も
の
で
、

こ
の
種
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
こ
と
を
一
体
何
人
が

覚
え
て
い
る
も
の
か
分
か
ら
な
い
。
で
も
、
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
は
確
か
に
行
わ
れ
て
、
当
時
の
僕
が
世
界

を
理
解
す
る
の
に
大
切
な
時
間
だ
っ
た
。
今
、
ジ

ル
に
対
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
実
際
に
、
ジ
ル
は
み
ん
な
を
巻
き
込
み
、
ム
ー
ヴ

メ
ン
ト
を
起
こ
し
た
。
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
を
自
分
が
先

導
し
た
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
だ
と
今
で
は
声
高
に
主
張

し
な
い
の
が
、
ジ
ル
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
だ
が
、

ジ
ル
が
い
て
こ
そ
の
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
だ
っ
た
と
い

う
こ
を
カ
エ
タ
ー
ノ
の
言
葉
は
伝
え
て
く
れ
る
。

　
私
た
ち
は
、
ジ
ル
が
開
い
た
プ
レ
・
ト
ロ
ピ
カ
リ

ア
時
代
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
だ
が
、ジ
ル
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
姿
を
、

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ジ
ル
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
プ
ロ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

と
し
て
は
誰
よ
り
も
先
駆
け
て
、
今
年
１
月
末
か
ら

YouTube

上
で
、
本
格
的
な
専
用
チ
ャ
ン
ネ
ル
を

設
け
た
。
そ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
は
、
演
奏
風
景
は

も
ち
ろ
ん
、
楽
屋
裏
の
姿
や
家
で
の
姿
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
オ
ン
の
ジ
ル
の
映
像
も
、
オ
フ
の
ジ
ル

の
映
像
も
豊
富
だ
。
中
に
は
、
ス
ピ
ー
チ
し
て
い

る
映
像
も
あ
り
、
こ
の
時
の
熱
弁
を
ふ
る
う
ジ
ル

の
姿
に
、
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
を
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
牽
引
し
た
ジ
ル
の
そ
の
リ
ー
ダ
ー
力

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
う
姿
と
ま
た
別

な
説
得
力
で
、
人
を
惹
き
付
け
る
ジ
ル
の
姿
だ
。

　
現
在
、
ジ
ル
が
力
を
込
め
て
訴
え
て
い
る
の
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
新
し
い
著
作
権
／
肖
像

権
の
基
準
や
、
音
楽
の
新
し
い
配
信
／
販
売
の
方

法
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、

定
着
し
て
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
分

が
先
頭
を
き
っ
て
運
き
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
を

主
張
し
て
見
栄
を
は
る
な
ん
て
こ
と
は
全
く
な
い

ん
だ
ろ
う
。

　

　
ジ
ル
が
「
ド
ミ
ン
ゴ
・
ノ
・
パ
ル
キ
」
を
、
カ

エ
タ
ー
ノ
が「
ア
レ
グ
リ
ア・ア
レ
グ
リ
ア
」を
歌
っ

て
か
ら
一
年
も
経
た
な
い
67
年
12
月
末
、
ジ
ル
と

カ
エ
タ
ー
ノ
は
、
軍
警
察
に
逮
捕
さ
れ
、
理
由
も

無
く
投
獄
さ
れ
る
。
拘
束
は
二
ヶ
月
に
も
及
ん
だ
。

結
局
ジ
ル
と
カ
エ
タ
ー
ノ
は
亡
命
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
69
年
イ
ギ
リ
ス
へ
亡
命
し
た
。
２
人
は
そ

れ
ぞ
れ
亡
命
先
で
検
閲
や
逮
捕
の
不
安
な
い
場
所

で
創
作
活
動
を
続
け
た
。
２
人
の
亡
命
で
思
想
的
支

柱
を
失
い
短
命
に
終
わ
っ
た
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
だ
が
、

冒
頭
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
思
想
的
に
も
音

楽
的
に
も
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
の
子
供
た
ち
を
数
え
上

げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
ト
ロ
ピ
カ
リ
ア
ま
で
の
ジ
ル
を
題

材
に
、
ジ
ル
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
、
そ
の
謙
虚

な
人
間
性
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
の

文
化
的
・
政
治
的
最
重
要
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
と
し
て
ト

ロ
ピ
カ
リ
ア
を
深
く
取
り
上
げ
た
良
書
は
、「
ト
ロ

ピ
カ
ー
リ
ア
」（
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ダ
ン
著
、
國

安
真
奈
訳
：
音
楽
之
友
社
）
を
は
じ
め
い
く
つ
か

存
在
す
る
が
、
ジ
ル
の
時
代
を
感
じ
る
判
断
力
と

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
っ
て
こ
そ
の
ム
ー
ヴ
メ
ン

ト
だ
っ
た
こ
と
も
記
憶
に
留
め
て
お
い
て
頂
け
れ

ば
と
思
う
。
そ
こ
に
政
治
家
ジ
ル
と
音
楽
家
ジ
ル

と
の
一
貫
し
た
整
合
性
も
み
え
て
く
る
。
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　ジルは、特許をとらない偉大な発明家だ。過度の謙遜とともにある巨大な虚無と、自身の偉大さによる悪気な

い軽視は、この月の２つの顔だ。半分は黒くて、もう半分は音楽そのもののでできた人あることを隠している月

の、２つの顔だ。しかしながら、私の目には苦しみで輝いているように見える。メタ兄弟（meta-irmao）について、

「友人（amigo）」という言葉が値しない愛と闘いの同士について、どう言っていいのだろう？」

　ジルは、サンバ - ジャズ - フュージョンと現代的な歌謡曲を発明したと思っている。これらは彼が興味をもた

なかったことだ。彼は、ブラジルのネオ・ロックンロールとアフロ・バイーア音楽の新しい文化を作った。これ

らは彼がとても興味があったことだ。でも彼はそれらを自分のものだけにせず、彼が後に（後続に）演奏するこ

とを許した後、自分の専売特許だと言ったりしなかった。彼は後ろを振り返らない。私がこの文章の中で、「ト

ロピカリズモ」という言葉に言及しない試みを、ほぼ渇望している状態にある理由がそこにある。事実、ジルと

市場の商品としても思うがままだったたくさんの音楽プロジェクトについて議論するのは、より正しくより活気

に溢れているだろう。そして、そのプロジェクトは『ヘアルシ』で最高点を迎えた（『ヘアルシ』に僕はすごく

刺激を受け、もしなかったら僕は『ヴェロー』ってアルバムを作っていなかったんだ）。彼が政治家になる直前

にはじまった、最近の彼の関心にフォーカスした現在のジルの仕事はどんな意味がある？　ブラジル文化の中で

最重要の文化ムーブメントとしての「トロピカリズモ」の話題に落ち込んでいくよりも、こうやって質問する方

がいい。視界のアンバランスさの中で、軽率な人を楽しませて、中庸の人をその気にさせるために、どうってこ

とない会話だけが、機能するんだ。

　でも、僕は後ろを振り返る。トロピカリズモは、1967 年に、私たちのブラジルの美的判断基準や、政治や、ポピュ

ラー音楽市場の姿勢を変えようという野心が結果として得た名前だ。私たちは、自分たちを狭小さや偏見さから

自由にしたかった。おそらくマーケットと政治を行き来する今の「transmusico（移動音楽家）」なジルの興味に

ついての理解がより深く行えるだろうから、今の時代を見渡すために、ここに（トロピカリズモの時代の話に）戻っ

た。1966 年、ジルは私たちが仕事に向かう姿勢に対して不安で、それに我慢しかねていると言い出した。ジル

は、ビートルズについてや、北東部の飢え（レシーフェに何ヶ月か滞在していた）、独裁的な軍政府やマス文化

の暴力について話しだした。詰るところ、ポスト・ボサノヴァの生温いシーンに居続けることが耐えられなかっ

た。例えば、カピナン、僕（カエターノ）、ガル、トルクアート、ギリェルミ・アラウージョ、ホジェリオ・ドゥ

アルチといった親友たちに最初に話した。その後すぐ、普通の友人たちに話した。ジル自身が開いた（複数回あっ

た）ミーティングで、そんな話がされた。彼は、みんなが理解してくれることや、彼のアイデアがみんなを巻き

込むムーブメントになることを硬く信じていた。

　ジルが言っていることはそれほど理解されなかった。注目は、すごく小さなもので、この種のミーティングの

ことを一体何人が覚えているものか分からない。でも、ミーティングは確かに行われて、当時の僕が世界を理解

するのに大切な時間だった。今、ジルに対して理解していることでもある。彼にとって、音楽家であることはい

つも至極当たり前なことだった。（こんな話がある。若いビリー・ホリデーに、バーのオーナーが歌えるかどう

かを尋ねるた。彼女は、空腹故にダンサーのような仕事を探していたのだが、「もちろん、歌えない人なんてい

るの？」と答えた。彼女は生まれつき歌えた。だから仕事にならなかった。仕事ではなかった。お金がどうとか

ということではなかった。）彼は、僕たち仲間たちと、音楽がどんなことができるのかを議論したかった。政治

的作戦を計画したかった。ブラジルの地方文化とモダニズムが結果としてマーケットでぶつかりあうような政治

的作戦を。非凡な情報処理能力、フィッツジェランドのような才能、ギターマスターとしての才能、それら全てが、

もしかしたらあなたの目には、過小評価されてきたかもしれない。（しかしながら、もし誰かがブラジルのギター

の歴史を再構築するときに、ジルベルト・ジルの名前を飛ばしてしまうなら、ドリヴァル・カイミやジョアン・

ジルベルト、ジョルジ・ベンのような名前を飛ばしてしまうようなことだ。この人物が、ブラジルのこの楽器で

起こした歴史的なことを、していないとして。）こんな風に、66 年のそのミーティングの感覚を、67 年のトロ

ピカリズモに見いだせるように、サルヴァドールの市議にジルが立候補している試みのなかに、見いだすことが

できるだろう。

　ジルはある日、自分の和声的な認知を向上するより、太鼓を叩いて終わる方がずっと好ましいと、僕に言った。

もし僕が音楽で何かを成した人物であるならば、それは完全に彼のおかげなんだけど。自分のメストリ（師）と

しての立場を一度認識してしまえば、彼には自慢などあまりできないだろうということは、僕にも分かる。でも、

事実はそうじゃないんだ。彼は、彼自身に対しても、まるで僕の弟子であるかのように振るまい、僕にはできも

しないことまで自慢してくれるんだ。

　ジルベルト・ジルは、一つの歌でストリートのフィーリョス・ヂ・ガンジーに再び注目を浴びさせた。彼は多

くを与え、何も要求しない。もしあなたがどんなコマを捨てて前に進もうが、それはそれでいい。けれど私はこ

のことははっきり言える。〝彼が進めているビジョンを無視できると考えているなら、現代の最良の発明（に触

れる機会）を失っている〟と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （カエターノ・ヴェローゾ、1992）

カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジルについて語る

『Salvador, 1962-1963』
● Estúdio JS（1963）

１st『ロウヴァサゥン』
発表以前のジルの音源
を 集 め た コ ン ピ レ ー
ションアルバム。現在
はしなやかな肢体が印
象的なジルだが、この
ジャケットに映る若き

ジルは随分と円い顔をしている。62 年に 20 歳の
ジルが初めて録音したマルシャ「コサ、コサ、ラ
セルヂーニャ」を収録等、資料的価値が高い。

『Louvação』
● Universal（1967）

シ ン プ ル に MPB が 好
きならば、全く捻くれ
たところがないジルの
１st アルバムは、続く
トロピカリアな数作よ
り親しみやすいだろう。
タイトル曲「ロウヴァ
サゥン」をはじめ、「エ

ンサイオ・ジェラル」「ホーダ」「ヴィラムンド」等、
多くのカバーを産むこととなる名曲が輝いている。

『Gilberto Gil』
● Universal（1968）

このアルバムの発表に
よってトロピカリア・
ムーヴメントは一気に
花開いた。アレンジャー
のホジェリオ・ドゥプ
ラと、バンド・ムタン
チスと作った 120％ト

ロピカリアなアルバム。ビートルズ以降のオーケ
ストレーションや、フラワームーヴメント以降の
電気サウンドに加え、北東部要素も沢山。

『Tropicália ou Panis et 

Circensis』● Universal（1968）

トロピカリアと言えば、
このアルバムのジャ
ケットを思い出す向き
も多いだろう。ブラジ
ル国外から異様な評価
を得ているだけでなく、
国内の音楽評論家によ
るブラジル重要名作ア

ンケートをしても必ず上位に入ってくる。ジルも
カエターノも、ムタンチスも……みんないてみん
な色が出ている。

『Gilberto Gil』
● Universal（1969）

イギリス亡命前最後の
作品。理由なき投獄の
際に書かれた「セレブ
ロ・エレトロニコ」を
冒頭に配置し、亡命後
国内ヒットした「アケー
リ・アブラッソ」を収

録している。間があって、無意味に耳障りな音さ
えも多数配置された成熟した That's トロピカリア・
サウンド。
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