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西部劇イメージを利用したポピュラー音楽

の戦争を経た翻訳  
 

永冨 真梨  
 

（ 要 約 文 ）  

本 報 告 書 で は 、 西 部 劇 イ メ ー ジ を 利 用 し た ポ ピ ュ ラ

ー 音 楽 が 戦 前 と 戦 後 を 経 て 日 本 で ど の よ う に 「 翻

訳 」さ れ た か を 紹 介 す る 。そ し て 、戦 争 を 隔 て た「 翻

訳 」 の 相 違 点 と 類 似 点 を 示 し 、 戦 争 を 隔 て た ポ ピ ュ

ラ ー 音 楽 の 歴 史 叙 述 の 重 要 性 に つ い て も 考 え る 。 戦

前 の 例 と し て 灰 田 勝 彦 の カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ 「 い と

し の 黒 馬 よ 」 と 、 戦 後 の 例 と し て 池 真 理 子 の 「 ボ タ

ン と リ ボ ン 」 を 扱 う 。  

 

１ .灰 田 勝 彦 「 い と し の 黒 馬 よ 」  

灰 田 勝 彦 に よ っ て 歌 わ れ た「 い と し の 黒 馬 よ 」は 、日

本 ビ ク タ ー か ら 19 3 7 年 1 2 月（ 一 説 で は 19 3 8 年 1 月 ）に

発 売 さ れ た 。 本 楽 曲 は 、 19 3 6 年 日 本 で も 公 開 さ れ た 西 部

劇 コ メ デ ィ ー 『 愉 快 な リ ズ ム  ( T h e  R h y t h m  o n  t h e  

R a n g e )  』 と い う 映 画 の 中 で 使 わ れ た 挿 入 歌 「 エ ン プ テ ィ

ー ・ サ ド ル ズ 」 の メ ロ デ ィ ー を そ の ま ま 使 っ て い る 。 歌

詞 は 原 曲 の 西 部 や カ ウ ボ ー イ の イ メ ー ジ を 残 し な が ら 、

梅 原 し げ る に よ る 新 た な 日 本 語 詞 が 使 わ れ た 。  

ま ず 、こ の 楽 曲 に ど の よ う な「 翻 訳 」が な さ れ た か

を 紹 介 す る 前 に 、ま ず 、ア メ リ カ 合 衆 国 で 作 ら れ た 原 曲 、

「 エ ン プ テ ィ ー ・ サ ド ル ズ 」 に つ い て 紹 介 し た い 。 本 楽

曲 は 、 テ ィ ン ・ パ ン ・ ア レ イ と 言 わ れ て い た ニ ュ ー ヨ ー

ク の 音 楽 業 界 で 活 躍 し た 、 作 曲 家 ビ リ ー ・ ヒ ル に よ っ て

書 か れ た カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ と 言 わ れ る ス タ イ ル の 作 品

で あ る 。 カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ は 、 19 3 0 年 代 頃 に ハ リ ウ ッ

ド で 制 作 さ れ た B 級 ウ ェ ス タ ン で 使 用 さ れ た 。 こ れ ら の

映 画 で 、 シ ン ギ ン グ ・ カ ウ ボ ー イ と 呼 ば れ る 歌 う カ ウ ボ

ー イ に よ っ て 、 カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ は 歌 わ れ た 。 カ ン ト

リ ー 音 楽 研 究 者 の ジ ョ セ リ ン ・ R・ ニ ー ル に よ れ ば 、映 画

を 通 し て 人 気 が 出 た カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ は 、 楽 譜 の 読 み

書 き が で き る 音 楽 家 で な い と 書 け な い よ う な 非 常 に 複 雑

な 和 音 と 、 ゆ っ た り と し た リ ズ ム で 、 ロ マ ン チ ッ ク な 旋
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律 が 特 徴 的 で あ る 。 ま た 、 シ ン ギ ン グ ・ カ ウ ボ ー イ は 、

マ イ ク に 近 づ い て 、 ス ム ー ズ に 歌 う 歌 唱 法 、 ク ル ー ニ ン

グ を 多 用 し た 。 ア メ リ カ 研 究 者 の ア リ ソ ン ・ マ ッ カ レ ー

ン に よ れ ば 、 ク ル ー ニ ン グ は 当 時 女 性 的 な も の と し て 認

識 さ れ て い た そ う で 、 「 エ ン プ テ ィ ー ・ サ ド ル ズ 」 を 歌

っ た ビ ン グ ・ ク ロ ス ビ ー は そ の 女 性 的 な 声 と の バ ラ ン ス

を 取 る た め に 、 広 告 や そ の ほ か の 雑 誌 で は 、 一 家 の 主 で

あ る 「 ま っ と う な 」 男 ら し さ を 強 調 し た そ う で あ る 。 さ

ら に 、音 楽 学 者 の ス テ フ ァ ニ ー ・ ヴ ァ ン ダ ー ・ ウ ェ ル は 、

シ ン ギ ン グ ・ カ ウ ボ ー イ は 女 性 的 な 男 性 を 彷 彿 さ せ 、 大

恐 慌 時 に 失 わ れ か け た 男 ら し さ が 投 影 さ れ た も の で あ る

と 論 じ て い る 。 つ ま り 、 男 ら し い 「 カ ウ ボ ー イ 」 と は 異

な っ た 男 性 像 が 、 カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ で は 表 現 さ れ た と

言 っ て 良 い だ ろ う 。  

  さ て 、 日 本 で も 、 カ ウ ボ ー イ ・ ソ ン グ は 、 非 常 に 曖

昧 な 男 ら し さ を 発 信 す る ポ ピ ュ ラ ー メ デ ィ ア と し て 機 能

し て い た と 言 え る 。 こ の 点 を 精 査 す る た め 、 原 曲 の 「 エ

ン プ テ ィ ー ・ サ ド ル ズ 」 と 「 い と し の 黒 馬 よ 」 の 歌 詞 の

違 い を 見 て い き た い 。  

原 曲 の 「 エ ン プ テ ィ ー ・ サ ド ル ズ 」 で は 、 西 部 開 拓

を 進 め た 侵 略 者 の 死 に 対 す る 鎮 魂 を 主 人 な き 馬 に 託 し 、

彼 ら の 過 去 の 栄 光 を 称 え る 。 つ ま り 、 主 人 公 は 、 死 者 へ

の 悲 し み を 乗 り 越 え 、 泣 く こ と は し な い 。 大 恐 慌 後 に 失

わ れ か け た 男 ら し さ を 、 米 国 に お け る 侵 略 、 近 代 化 を 達

成 し た 西 部 に 求 め 、 現 在 失 わ れ つ つ あ る 「 本 来 の 」 男 ら

し さ を 擁 護 し て い る と も 解 釈 で き る 。 一 方 、 「 い と し の

黒 馬 よ 」 で は 、 「 今 日 も 北 支 の 空 は 」 と い う 冒 頭 の 歌 詞

か ら わ か る よ う 、 原 曲 で は 「 過 去 の 栄 光 」 で あ っ た ア メ

リ カ 西 部 が 、 帝 国 日 本 の 侵 略 の タ ー ゲ ッ ト で あ る 華 北 地

域 に 翻 訳 さ れ る 。 つ ま り 、 「 い と し の 黒 馬 よ 」 は 、 現 在

乗 り 越 え る べ き 目 標 （ 「 達 成 す る べ き 野 望 」 ） を 聞 き 手

に 提 示 す る 。 過 去 の 霊 に 同 情 し な が ら も 涙 は 見 せ な い 原

曲 の カ ウ ボ ー イ と は 違 い 、 実 際 に 戦 い に 敗 れ た 軍 馬 に 、

「 お 国 の た め 」 な の だ か ら と 、 そ の 死 に 対 し て 「 許 し 」

を 請 う 男 性 像 が 描 か れ る 。 こ の 「 許 し 」 と は 、 戦 争 に 加

担 す る こ と を 謝 罪 し そ れ を 正 当 化 す る 姿 勢 と も 読 み 取 れ

る 。 灰 田 勝 彦 は 、 ク ロ ス ビ ー の 女 性 的 な 歌 声 ク ル ー ニ ン

グ を 踏 襲 し 、 女 々 し い な が ら も 戦 争 に 積 極 的 に 加 担 す る

曖 昧 な 男 性 像 を 演 じ る 。 え ん  

私 が 発 表 し た 学 術 論 文 で 述 べ た よ う 、こ の 曖 昧 な カ
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ウ ボ ー イ の 男 ら し さ と 、 ハ ワ イ で 生 ま れ た 灰 田 の 混 血 性

は 、 帝 国 日 本 の 国 際 性 を ア ピ ー ル す る の に 都 合 よ く 機 能

し た と 解 釈 で き る 。 な ぜ な ら 、 日 中 戦 争 開 始 前 夜 に は 、

日 本 の 国 際 的 な 技 術 革 新 が 帝 国 の 近 代 性 を 象 徴 す る も の

と し て 讃 え ら れ た か ら で あ る 。 し か し 、 「 い と し の 黒 馬

よ 」 で 灰 田 が 演 じ た 男 性 像 を 考 え る と 、 こ の よ う な 国 際

的 男 性 像 は 、 帝 国 日 本 を 代 表 す る 男 性 と し て は 機 能 し て

い る と は 言 い 切 れ な い 。 灰 田 は 、 純 血 の 日 本 人 男 性 で は

な か っ た か ら こ そ 、 カ ウ ボ ー イ に 扮 し て そ の よ う な 男 性

を 演 じ る こ と が で き た と も 考 え ら れ る の で は な か ろ う

か 。 私 が 博 士 論 文 で も 示 し た よ う 、 戦 前 カ ウ ボ ー イ の シ

ン ボ ル は 、 新 聞 な ど で 下 層 階 級 が 好 む も の と し て 批 判 さ

れ て い た 。 灰 田 に よ っ て 演 じ ら れ た 下 層 階 級 的 で ア メ リ

カ 的 な シ ン ボ ル で あ る カ ウ ボ ー イ は 、 当 時 の 人 種 や ジ ェ

ン ダ ー の 規 範 を 揺 る が し な が ら も 、 純 血 日 本 人 の 力 強 い

男 ら し さ を 覇 権 的 な も の と し て 補 完 し な が ら 、 男 性 的 侵

略 戦 争 を 正 当 化 す る 役 割 を 担 っ た と も 言 え る 。  

 

２ .池 真 理 子 の 「 ボ タ ン と リ ボ ン 」  

  戦 前 、 灰 田 勝 彦 な ど の 混 血 的 な 男 性 に よ っ て 演 じ ら

れ 広 め ら れ た カ ウ ボ ー イ と ア メ リ カ の 西 部 の イ メ ー ジ

は 、 戦 後 直 後 に は 、 轟 夕 起 子 や 、 池 真 理 子 な ど の 女 性 歌

手 に よ っ て 広 く 知 れ 渡 る こ と に な る 。  

「 西 部 も の 」と は 、西 部 劇 の テ ー マ を ふ ん だ ん に 使 っ

た ア メ リ カ で 作 曲 さ れ た 楽 曲 の カ バ ー と 日 本 で 作 ら れ た

オ リ ジ ナ ル 曲 を 含 む 流 行 歌 で 、 19 5 0 年 1 1 月 9 日 付 の 読

売 新 聞 に よ れ ば 、 日 本 ビ ク タ ー 、 コ ロ ン ビ ア 、 キ ン グ 、

ポ リ ド ー ル な ど の レ コ ー ド 会 社 各 社 が こ ぞ っ て 発 売 し て

い て い る 。 岡 春 夫 の 唄 に よ る 「 陽 気 な カ ウ ボ ー イ 」 、 若

原 一 郎 に よ る 「 バ ン ジ ョ ー の 好 き な 羊 飼 い 」 、 中 島 孝 に

よ る 「 西 部 や く ざ 」 な ど の 男 性 歌 手 に よ る 「 西 部 も の 」

も 発 売 さ れ た が 、 人 気 が あ っ た と い う 資 料 は 今 の と こ ろ

見 つ か っ て い な い 。ア メ リ カ 占 領 と 日 本 の 敗 戦 に よ り「 去

勢 」 さ れ 、 新 た な 「 近 代 」 を 目 指 す 「 荒 野 」 で あ っ た 当

時 の 日 本 と い う 文 脈 で 考 え る と 、日 本 女 性 に よ る「 西 部 」

が 「 新 し い 」 日 本 を 表 象 す る の に よ り 適 し て い た の か も

し れ な い 。  

  こ こ で 、 池 真 理 子 に よ る 「 ボ タ ン と リ ボ ン 」 を 紹 介

す る 。こ の 楽 曲 は 、ア メ リ カ で 19 4 8 年 に 公 開 さ れ た『 腰

抜 け 二 挺 拳 銃 （ Th e  P a l e f a c e） 』 と い う 西 部 劇 の 中 で 、
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男 性 俳 優 の ボ ッ ブ ・ ホ ー プ が 歌 っ て い る 「 ボ タ ン ズ ・ ア

ン ド ・ バ ウ ズ (B u t t o n s  a n d  B o w s )」 と い う 曲 の カ バ ー で

あ る 。 ダ イ ナ ・ シ ョ ア と い う 女 性 歌 手 に よ っ て も ヒ ッ ト

し た が 、『 SP 盤 復 刻 に よ る 懐 か し の メ ロ デ ィ --池 真 理 子

-愛 の ス ィ ン グ 』と い う ア ル バ ム で 楽 曲 解 説 を し た 森 一 也

に よ れ ば 、 ボ ッ ブ ・ ホ ー プ の 劇 中 の 歌 唱 シ ー ン を 見 て 、

本 楽 曲 の カ バ ー が 日 本 で も 売 れ る と 録 音 が 決 定 し た そ う

で あ る 。 映 画 で は 、 強 い カ ウ ガ ー ル で あ る カ ラ ミ テ ィ ー

・ ジ ェ ー ン に 尻 を 引 か れ て い る 臆 病 者 の ボ ッ プ ・ ホ ー プ

演 じ る ピ ー タ ー ・ ポ ッ タ ー が 、 西 部 へ 向 か う 幌 馬 車 の 中

で 、 都 会 へ 帰 り た い 思 い を 歌 に 乗 せ て 表 現 す る 。 こ の よ

う な 「 女 々 し い 男 性 」 を 戦 後 日 本 で 池 真 理 子 が 歌 唱 す る

と い う カ バ ー 曲 に お け る ジ ェ ン ダ ー の 転 覆 は 興 味 深 い 。  

ま ず 、ア レ ン ジ に お け る「 翻 訳 」に 焦 点 を 当 て た い 。

池 の バ ー ジ ョ ン は 、 オ ー ケ ス ト ラ で 始 ま り 、 金 管 楽 器 、

鉄 琴 、 コ ー ラ ス ま で つ い た 豪 華 な 演 出 で あ る 。 楽 曲 の 最

後 に は 、 上 昇 す る メ ロ デ ィ ー と 共 に 、 歌 詞 「 ボ タ ン と リ

ボ ン 」 の 母 音 を 長 く 伸 ば し 、 ダ イ ナ ミ ッ ク に 歌 い 上 げ ら

れ て い る 。 こ れ は 、 シ ン プ ル な リ ズ ム ギ タ ー で ア レ ン ジ

さ れ 、 静 か に 演 奏 さ れ て い る ホ ー プ の バ ー ジ ョ ン と 大 き

く 異 な る 。 つ ま り 、 池 の 「 ボ タ ン と リ ボ ン 」 の 女 性 は 、

男 性 に 気 遣 い も な く 、 よ り ダ イ レ ク ト に 要 求 で き る 女 性

を 表 現 し て い る と も 読 み 取 れ る 。こ れ は 、敗 戦 と い う「 新

し い 」 日 本 の フ ロ ン テ ィ ア で は 、 女 性 は 「 解 放 」 さ れ 、

男 性 に 憚 る こ と な く 、 モ ダ ン で 近 代 的 な 男 ら し さ を 要 求

す る こ と が で き た 、 と も 解 釈 で き る 。  

次 に 、ホ ー プ が 歌 っ た 原 曲 を 池 が カ バ ー し た と い う

ジ ェ ン ダ ー の「 転 覆 」に つ い て 考 え て み た い 。原 曲 で は 、

ホ ー プ 演 じ る ポ ッ タ ー は 、 洋 服 を 着 飾 っ て 、 「 女 性 が 女

性 で あ る （ wh e r e  w o m e n  a r e  w o m e n） 」 東 部 へ 帰 ろ う と コ

ミ カ ル に 訴 え る 。 し か し 、 池 の バ ー ジ ョ ン で は 、 「 田 舎

は ご め ん 」と い っ て 、男 性 に 都 会 へ 帰 ら せ て と 懇 願 す る 。

映 画 の 中 で は 、 臆 病 者 の ホ ー プ が ジ ェ ン ダ ー 規 範 に 収 ま

る よ う な 女 性 像 を カ ラ ミ テ ィ ー ・ ジ ェ ー ン に 期 待 し つ つ

も 、 東 部 へ は 帰 る こ と が で き る 見 込 み が な い 諦 め を 歌 に

乗 せ る こ と で 、 結 果 的 に 力 強 い 女 性 像 を 容 認 し て い る 。

し か し 、 こ の 「 女 々 し い 」 男 性 を 池 が 演 じ る こ と で 、 女

性 の「 未 開 」の 土 地 へ 突 き 進 む 怖 さ が 示 さ れ る 。そ し て 、

自 分 の 要 求 を 男 性 に 頼 め る あ る 意 味 自 立 し た 女 性 像 を 体

現 し な が ら も 、 女 性 の 領 域 と さ れ る 消 費 文 化 を 謳 歌 で き
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る 都 会 へ 戻 る こ と を 懇 願 す る こ と で 、 一 家 の 稼 ぎ 手 と し

て の 男 性 の 役 割 と 、 そ の 稼 ぎ で 消 費 生 活 を 営 む い わ ば 従

属 的 な 女 性 の 役 割 を 補 完 し て い る と も 読 み 取 る こ と が で

き る 。 池 の 「 ボ タ ン と リ ボ ン 」 の 女 性 は 、 結 果 的 に 男 女

の 既 存 の 性 役 割 に 従 う の で あ っ た 。  

同 時 期 、 敗 戦 と 連 合 国 軍 の 占 領 に よ っ て 女 性 化 さ れ

た 日 本 で は 、 女 性 は 、 フ ァ シ ズ ム か ら ア メ リ カ が 率 い る

連 合 国 に よ っ て 救 わ れ た 、 先 の 戦 争 の 妥 当 性 を 示 す シ ン

ボ ル と し て 、 そ し て 、 新 し い 日 本 の 希 望 を 示 す 象 徴 と し

て 機 能 し た た め 、 い わ ば 男 性 的 な 象 徴 で あ る 想 像 上 の 西

部 、 も し く は フ ロ ン テ ィ ア で カ ウ ガ ー ル を 演 じ る こ と が

で き た の か も し れ な い 。  

 

３ .お わ り に  

本 報 告 書 で 見 て き た よ う に 、 「 い と し の 黒 馬 よ 」 と

「 ボ タ ン と リ ボ ン 」 で は 、 戦 前 に は 「 西 部 」 が 女 性 的 な

男 性 に よ っ て 歌 わ れ た と い う こ と と 、 戦 後 は 男 性 的 な 女

性 に よ っ て 歌 わ れ た と い う 違 い が あ る 。 し か し 、 類 似 点

も 確 認 で き る 。 例 え ば 、 灰 田 は 日 系 人 で あ り 、 女 性 的 な

声 を 特 徴 と し 、 日 本 純 血 の 男 性 と 比 べ る と 周 縁 的 な 存 在

で あ る 。 ま た 、 池 真 理 子 は 、 女 性 で あ る と い う 時 点 で 、

国 家 の 舵 取 り を す る 男 性 と 比 べ れ ば 周 縁 的 な 存 在 で あ る

し 、 宝 塚 女 優 で あ り 、 活 発 的 な 女 性 を 体 現 す る こ と を 許

さ れ た 、 一 般 女 性 に 与 え ら れ た 既 存 の ジ ェ ン ダ ー 規 範 を

刺 激 す る 存 在 だ っ た 。 つ ま り 、 ア メ リ カ の 西 部 、 い わ ば

粗 野 で 未 発 達 な 前 近 代 的 か つ 、 近 代 的 な 未 来 を 夢 見 る 想

像 の 場 を 成 立 さ せ る カ ウ ボ ー イ や カ ウ ガ ー ル は 、 戦 前 戦

後 を 通 し て 、 男 性 中 心 的 で 中 産 階 級 的 な 近 代 国 家 に お い

て 周 縁 化 さ れ た 主 体 に よ っ て の み 具 現 化 さ れ る こ と が 可

能 だ っ た と い う こ と と も 言 え る の か も し れ な い 。  

こ の 戦 争 を 通 し た 類 似 点 は 、 ア ン ド リ ュ ー ・ ゴ ー ド

ン 、 中 村 政 則 、 成 田 龍 一 な ど が 論 じ て い る よ う 、 戦 後 に

お け る 様 々 な 問 題 が 戦 前 か ら 続 く 近 代 や 近 代 へ の 欲 望 に

原 点 を 持 つ こ と を 裏 付 け て い る 。 ポ ピ ュ ラ ー 音 楽 の 貫 戦

史 的 な 叙 述 に よ っ て 、 近 代 へ の 欲 望 が ど の よ う に 「 あ た

り ま え 」 な も の と し て ポ ピ ュ ラ ー 音 楽 を 通 し て 機 能 し て

い た か を 更 に 批 判 す る こ と へ と 繋 が る こ と を 願 う 。  
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