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かったが、もし仮にこれを実行に移す、となると、かなりの困難が予想される。

この日常生活における会話の中で、特に難しいと感じた箇所は、例えば、母親の
一人に対し少年が「いつ自分がレズビアンだと意識したのか」と尋ねる場面、ま
た家族間の会話の中で母親の一人が、かなりあけすけに、同性愛者としての自分
の恋愛経験について語る場面、母親たちの親しい友人で、男性婚の「ふうふ」が
遊びに来るシーン、少年の誕生にまつわる精子バンクの一連の説明などである。

反面日本語でも十分理解が得られそうな場面としては、最初はちょっと意地悪な
お隣のおばさん、主人公が近所の年長の子どもと徐々に親しくなっていく様子、
学校でのいろいろなクラスメートの様子や少年と彼ら彼女らとのやり取り、やさ
しい校長先生が家庭訪問にやってくる場面などである。

オランダでは 2000 年に同性結婚法が成立し、翌 2011 年の 4 月 1 日から施行され
た。また、隣国ベルギーでも状況は似通ったものであり、したがって、オランダ
語で書かれたこの児童図書をオランダ・ベルギー（オランダ語圏）の小学校高学
年生の少年少女が自身の言語で読むとき、その読書にさほどの困難性は感じられ
ないであろう。

翻って日本では、小学校高学年の息子・娘に、そもそも同性愛者であれ異性愛者
であれ、親が自分の恋愛経験など、家族間で赤裸々に語るだろうか。また、子も
親の性的傾向など、直接的な表現で尋ねたりするだろうか。精子バンクで精子を
もらってきてあなたが生まれることになったのよ、というような説明が、日本で
は親が子どもにそのままできるだろうか。

文化的・社会的背景が大きく異なる情景を移し替え、さらに、日本語で理解して
もらうことの難しさを改めて認識したプロジェクトであった。

関連文献

「近年のオランダ児童文学に見る LGBT に対する意識」西川（ヴァンエーステル）
雅子
https://nishogakusha.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_
action=repository_view_main_item_detail&item_id=3145&item_no=1&page_
id=13&block_id=21
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CREATIVE TRANSLATION: LITS, ASS ANd WISECRACkINg QuIPS

Jennifer O’Donnell（オドネル　ジェニファー）

The goal of creative translation is to entertain the reader. Direct 
translations are detrimental to this and deplete the soul of a text. 
With the pick‘n’mix of the English lexicon at our fingertips, 

utilizing our own unique linguistic toolkit can lead to some cracking 
creative pieces.

The language available for creative translation is so free forming that it 
can result in drastically different approaches to a single piece. If you 
have 100 people enter a creative translation competition, you will find 
yourself with 100 different translations!

One of the many tools a creative translator can utilize is the magic of 
“lits and ass”, aka alliteration and assonance.

Just as a quick reminder, alliteration is the repetition of consonants 
while assonance is the repetition of vowel sound. These are mostly 
used in poetry to create rhythm, rhymes and refinement to a piece. And 
a sprinkle here and there in a creative text can make a translation really 
shine.

Allow me to illuminate the possibilities:

Say you have「ヒーローの剣」; translating this to the “Hero’s Sword” is 
fine, but you can really jazz it up with something like the “Brave’s Blade” 
or the “Warrior’s Weapon”. Or「風の槍」could be “Howling Halberd” or 
“Cyclone Spear”.

Even full sentences can be spruced up with a sprinkle of sentence 
sorcery.「桜は雪のように落ちてきます」can be transformed from “the 
blossoms fell like snow” to “the sakura blossoms scattered like snow” 
or “a blizzard of blossoms blew through the breeze”.

Another fantastic tool for creative translation is to use quips, puns and 
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entertaining idioms. 

Whenever the source Japanese uses an idiom in particular it’s often a 
struggle to find the right wording. Do you reflect the original wording, 
the meaning, or the intent? For「先手必勝」would you go with “first 
hand grants victory”, “victory goes to the one who makes the first 
move” or “finders keepers, losers weepers!”? Which one conveys the 
desired effect?

Puns are also a fantastic way to add flavour, especially if the original 
text has a lot of puns and jokes that are almost impossible to translate. 
Sometimes you have to drop the joke in one section but can bring it (or 
another joke) back in another segment, thereby maintaining the overall 
tone and impact.

Japanese entertainment also almost always includes characters 
whose names are puns. Such as「見張りのみはり」which falls flat if 
you translate it to “the lookout Mihari”. You could change her name 
(which happens a lot in video games) or keep the name and change the 
joke (which is more common in manga and light novels): “Mihari’s the 
lookout, she’s a real looker”.

Of course, if you gorge yourself on too many sweets from the pick‘n’mix 
you’re going to get sick. That’s why anything good is always best used 
in moderation. Clambering for those callous sounds of assonance and 
alliteration in every sentence could leave your reader’s head spinning.

Reading the room, or at least the mood of the text, is important. You 
can’t use off-handed quips in the middle of a death scene (well, you 
could I suppose, if it’s appropriate or in the original text). Reflecting 
the tone of the original Japanese is just as important as making the 
translation an enjoyable read.

In other words, these tools must be used in moderation, and the 
purpose and tone of the original text must be reflected in the translation.

If you are a creative translator (or looking to dip your toes into a new 
field) then test out these tools, flex your imaginative muscles, and push 
yourself to create even more entertaining translations.
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ThE fuNCTION Of TRANSLATION IN ThE PROTECTION Of humAN 
CONSCIOuSNESS fROm ThE TYRANNY Of muTANT TELEPAThS

Rossa Ó Muireartaigh（オムラティグ　ロサ）

不立文字

In the movie, Beneath the Planet of the Apes, the hero, Brent, 
encounters telepathic mutants. One of them, without speaking, 

jerks his head towards Brent, who replies, “Brent. John Christopher. 
And who are you?” The exchange gives us an interesting insight into 
the mechanics of telepathy. Note the important fact that Brent is 
hearing specifically English-language utterances in his head (“Who are 
you?”). This means that the thoughts of the mutants are being 
‘translated’ into English, either by their own brains or by Brent’s. What 
this shows is that conversing with a telepath is fundamentally the same 
as conversing with anyone else. Your brain is interpreting thoughts from 
transmitted words you have ‘heard’ somewhere in your head. The use 
or not of soundwaves to achieve this is a side issue. Indeed, given that 
so many of our communication systems these days transmit utterances 
without the exclusive use of soundwaves, it is not completely 
impossible to envisage a dystopian future where scientists have worked 
out how to make neurons in one brain hear non-audio remote signals 
transmitted from another. Once a translation of the original thought of 
the sender is heard by the receiver, regardless of the mechanism of the 
relay, nothing unnatural or miraculous will have happened. Telepathy is 
scientifically respectable, even if it were forever to be impossible.

以心伝心

But can there be telepathy without translation? Can the transmitter’s 
thoughts be picked up by the receiver without being converted into an 
utterance in natural language? Or to put it another way, in what 
“language” would pure telepaths communicate with each other? If the 
answer is whatever language they also “speak” then telepathy is 
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something that is parasitical upon natural language. A community of 
telepaths would be a community of silent imitators pretending they are 
speaking when they or not, or rather, pretending to be not speaking 
when they are. (In fact, when the telepathic mutants in Beneath the 
Planet of the Apes are shown alone with themselves, they are actually 
heard to be speaking in English—an inconsistency in the film no doubt 
due to the all too common failure of movie companies to hire translation 
theorists to advise on telepathic epistemology.) Perhaps the problem is 
that pre-language or non-language thoughts can only ever be singular. 
At this level, individuals do not have thoughts, thoughts have individuals 
(to steal and distort Nishida Kitaro’s ［西田幾多郎］dictum).To share a 
thought without language would be to invade and destroy the 
consciousness of another. If you do not ‘hear’, and translate, the 
thoughts of the other you do not know it is the other that is doing the 
thinking. You have become their possessed, parroting puppet.

十人十色

What this meditation on telepathy leads us to see is that translation 
plays a dual role in our consciousness. In our own minds, when there is 
no telepathy, we hear our own thoughts translated. Translation 
transmits our thoughts but also, because our thoughts and the 
translation of those thoughts are not the same, translation also 
demonstrates that some shades of our thoughts will always remain our 
own private non-transmittable experience. Translation is the raised 
banner marking the forbidden entrance to our inner self. It films the final 
thin canopy that shields forever our most inner consciousness from 
absorption and extinction. It will only be when our thoughts can be read 
without translation that our thoughts will be no longer be our own and 
we will have lost all vestiges of personhood. Translation is the final 
barricade to defend us from the tyranny of mutant telepaths.
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ON PROCRASTINATION (先延ばしをしない事 )

Richard Sadowsky（サドゥスキー　リチャード）

At some point you finally decide, "I'm getting this done; the time 
for putting this off is over; here we go." Regardless of how many 
semi-colons were in your train of thought originally, you sit down 

and seriously get going on your task, whatever it is, like writing this 
essay. Once that energy surge puts things in motion, you are able to 
bore down and get into the nitty-gritty without complaint or hesitation. 
Where the energy has come from doesn't matter (and would just be 
another distracting thought, anyway), because you now experience a 
steadfast confidence that the momentum is unstoppable—a certainty 
that it will carry you through to completion of the project, and thus it 
will.

Before this moment, however, nothing could get you going. Not the 
nagging guilt, not the to-do lists or handwritten sticky notes…. No GTD 
trick had the power to make you "just do it." Rather, your mental habit 
was to let every little spark of interest in your world catch fire and draw 
your attention away from "the one task" that needed to get done. So, 
even if you knew how good it would feel to get the thing done, still, day 
after day...no action.

Am I the only one who has things that I can't seem to get around to 
doing—week after week, month after month, sometimes year after 
year? Maybe things are not so bad for you. But I've been trying to 
overcome this affliction, if that's what it is, for as long it's been part of 
my personality. The Now Habit by Neil Fiore is a book that has been 
sitting on my bookshelf with a bookmark in Chapter 3 for 13 years! 
Even my best effort to make an effort has failed.

But I'm into it now. I have sat myself down to do the very thing that has 
been on my mind for months. Never mind that we are in the final hour 
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before the deadline, as every other time. I am no longer subject to the 
mind's insistence on getting distracted. Instead, I feel energized, ready 
to power through a 12,000-word essay, not just 600!

That's all well and good, I suppose, but it doesn't change the word limit. 
So, here's the point. Yes, it feels great when you finally do what always 
you tell yourself you will do "later," but what's to prevent the same 
pattern from arising again? Of course, it's easy to look back and say, 
"What was the problem? Why did it take me so long to get around to 
doing that? That wasn't so onerous. That didn't take as long as I 
thought!" Full of satisfaction and pride, one is comfortably unaware that 
procrastination still lurks in the recesses of the subconscious mind.

So, what's the answer? I only just started reading Atomic Habits: An 
Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones by James 
Clear, so I can't tell if the hints from that book will prove useful this time 
around, but I have come up with one small practice that I aim to 
implement. That is to establish the mindset to say on a daily basis, "Let 
me just start this job right away and see how far I can get with it." And 
"Let me pick this back up again and see how much I can do on it now." 

「初めて見よう、今。どのぐらい出来るかをやって見る。」"Now" is the key 
word.
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専門分化する言語サービスに関する国際規格：
ISO17100 認証取得 TSPの立場から

佐
さ と う

藤 晶
あ き こ

子

筆者が翻訳の仕事を始めた頃、当時 JTF 事務局長だった故坂元誠氏との
出会いがあった。同氏は、翻訳者は国際標準を常に意識し、業務にあた
るべきであると語っていた。その頃か 15 年ほど経った 2012 年『ISO/

TS 11669:2012 Translation projects -- General guidance （ISO/TS 11669:2012 
翻訳プロジェクト - 一般指針）』が策定された。国際翻訳者連盟（FIT）が 1963 
年に承認し、1994 年に改訂した翻訳者憲章では、すでに翻訳に関する国際基準の
設定を謳っている（FIT,2011）。2015 年開催されたプロジェクト京都で講演した
近藤正臣氏は、通訳業界では、1950 年代から欧州を中心に「『通訳』という作業は、
単語の置き換えではない、それなら、いったいどのような原理に基づいて行われ
るのか」ということが論じられてきたと語っている（近藤 , 2015: p.6）。

筆者は 2013 年から ISO 国際規格の策定に関わっている。その基盤となる考え方
は常に自分が所属するネットワークから学んできた。言語サービス関する国際規
格が策定されるに至ったのは、科学技術やサービスをローカライズ / グローバラ
イズする過程において通訳業務、翻訳業務が発生し、その業務に国際標準化が必
要とされたからである。その国際標準化の必要性はすでに 1950 年～ 1960 年から
意識されていた。

ISO 国際規格が策定されるまで、国毎に一定の品質を担保しない翻訳文書や通訳
業務でローカライズ / グローバライズが行われてきたのであろうか。その最終成
果物はユーザー間で理解の差が生まれたのであろうか。その差は翻訳サービスや
通訳サービスの品質の違いにより生じたのだろうか。言語サービスに関する国際
規格が生まれた背景は何だったのかと考えると、単純に上記のような疑問が湧い
てくる。

この 10 年ほどの国際標準策定の目覚ましい動向が、筆者個人が上記を考えるに
至った理由である。2012 年に発行された上記『ISO/TS 11669:2012』に続き、 
2020 年の現在に至るまでコミュニティ通訳、通訳一般、法務通訳、翻訳サービ
ス、機械翻訳に関する一般指針や要求事項の国際規格が多く策定され、発行さ
れてきた。特に医療通訳者団体の国際医療通訳者協会（International  Medical  
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Informatics Association:  IMIA）、欧州法務通訳者・翻訳者協会 (European Legal  
Interpreters and Translators Association: EULITA)、 国 際 会 議 通 訳 者 協 会

（International Association of Conference Interpreters: AIIC）等の実務に関する
団体が国際規格策定に情報提供を行うリエゾン組織として深く関わり、翻訳・通
訳に関し、情報提供を行っている（水野 , 2015, pp.80-81）。

上記通訳サービス、翻訳サービスの言語サービスに関する国際規格は、長い時間
かけて策定し、発行するだけではなく、その言語サービスを享受する受益者であ
るクライアント、言語サービスを提供する側である翻訳サービス提供者（TSP）、
通訳サービス提供者（ISP）に受け入れられ、利用されなければ策定する意味が
ない。策定に関わる筆者は、があって関わったからには、啓蒙活動もするべきで
あると最近考えている。

以下ご参考情報としてこれまで発行された通訳・翻訳に関する国際規格を掲げて
おく。（通訳機器関連以外）

ISO. (2012). ISO/TS 11669:2012 Translation projects - -General guidance. 
Geneva: ISO.

ISO. (2014). ISO 13611:2014 Interpret ing - Guidel ines for community 
interpreting. Geneva: ISO.ISO. (2015). ISO 17100:2015 Translation services 
- -Requirements for translat ion services. Geneva:ISO.ISO. (2017). ISO 
18587:2017 Translation services -Post-editing of machine translation output –
Requirements. Geneva: ISO.

ISO.(2018).ISO18841:2018Interpreting services - -General requirements and 
recommendations. Geneva:ISO.ISO. (2019). ISO20228:2019 Interpreting 
services —Legal interpreting —Requirements. Geneva: ISO.

ISO. (2019). ISO 20539:2019 Translation, interpreting and related technology 
— Vocabulary. Geneva: ISO.

【参考文献】
FIT, 2011, Translator's Charter. (Retrieved December 4,

2019, from https://www.fit-ift.org/translatorscharter/).

近藤正臣 , 2015,『通訳とはなにか』生活書院 , 東京

水野真木子 , 内藤稔 , 2015『コミュニティ通訳：多文化共生社会のコミュニケー
ション』みすず 書房 , 東京 .
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JAT設立 35 周年にあたっての備忘録（2020年1月～9月）

佐
さ と う

藤 ｴﾐﾘｰ 綾
あ や こ

子

1月 6 日 厚生労働省が中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎（後
の「新型コロナウイルス感染症」）の集団発生に係る注意喚起

 1 月 16 日  日本国内でこの肺炎の感染者を初確認（報道によると、初確認はアメ
リカが同月 21 日、オーストラリア・フランスが 25 日、カナダが 27 日、
イタリアが 29 日、イギリスが 31 日）

 2 月１日  新型コロナウイルス感染症が（日本で）指定感染症に。クルーズ客
船の「ダイヤモンド・プリンセス号」から香港で 1 月 25 日に下船し
た香港人男性の感染を確認

 2 月 9 日  第 16 回 JAT 新人翻訳者コンテスト受賞者発表

 2 月 11 日  世界保健機関（WHO）新型コロナウイルスの感染による疾患を
「COVID-19」と命名

 2 月 26 日  JATLAW（3/7）と TAC/JATPATENT（3/14）のイベント延期決
定

 2 月 27 日  安倍首相、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、3 月 2 日（月
曜日）から春休みまで、全国の小中高校や特別支援学校を臨時休校
にするよう要請

 3 月 11 日  WHO、新型ウイルスの感染拡大をパンデミック（世界的大流行）と
宣言

 3 月 24 日  東京オリンピック・パラリンピックの１年程度の延期決定（３月 30
日に 2021 年夏に延期されることが決定）

 3 月 25 日  6 月 5 日～ 7 日に予定していた第 31 回英日・日英翻訳国際会議
（IJET-31）の中止を、JAT 理事会ならびに IJET-31 実行委員会が発
表 (2021 年に延期開催予定 )

 4 月 4 日 2020 年春の e-Juku（通算 15 回目）開催発表

 4 月 7 日  新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を東京など 7 都府県に対
して発令
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 4 月 16 日 緊急事態宣言を全都道府県に対して適用

 4 月 20 日  「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」閣議決定。総務省に特別
定額給付金実施本部が設置される。給付額は給付対象者 1 人につき
10 万円で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主。

 4 月 28 日  「緊急経済対策」に「持続化給付金」制度が盛り込まれる。売り上げ
が前年同月比で 50％以上減少している中小・小規模事業者（フリー
ランスや個人事業者も含む）向け。法人に最大 200 万円、個人事業
主に最大 100 万円を給付。  

「アベノマスク」が私の自宅に届く。

 5 月 4 日  私が非常勤講師を務める大学で、通常より 1 か月遅れで新学期開始。
遠隔授業が 8 月初旬まで続く。

 5 月 5 日  緊急事態宣言の期間延長（31 日まで）

 5 月 14 日 緊急事態宣言の一部解除（特定警戒都道府県以外の 34 県）

 5 月 16 日 2020 年度 JAT 理事会選挙投票開始（～ 22 日、24 日結果発表）

 5 月 25 日  緊急事態宣言の全面解除（最後の 5 都道府県）

 5 月下旬  昨年暮れに亡くなった私の叔父の「偲ぶ会」参加のために渡米する
予定だったが延期

 6 月 21 日  令和 2 年 (2020 年 ) 度通常総会を Zoom にて開催（日本時間午後 9
時～）

 7 月３日～  令和 2 年 7 月豪雨（熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で
集中豪雨が発生）

 7 月 28 日  東北地方の秋田、山形両県で記録的な豪雨を観測、最上川中流氾濫

 7 月 29 日  この日時点で日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっ
ているのは１２９か国 / 地域、日本からの渡航者や日本人に対して入
国後に行動制限措置をとっているのは８５か国 / 地域

 7 月 30 日  午前 9 時 38 分頃、緊急地震速報発表（気象庁によると「誤報」だった）。
梅雨明け直後の九州、四国各地で猛暑日（35℃以上）予想。
COVID-19、全国で過去最多の 1,200 人超感染確認。

今年中に開催予定の JAT イベント

 8 月 8 日  JATLAW ウェビナー「英文ライセンス契約書」

 9 月 11-13 日 27 時間リレー形式のオンラインセミナー Online PROJECT 2020
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ホロコーストサバイバーの思い出

セランド 修
な お こ

子

米国の弁護士が、依頼人企業に帰国の許可を乞う様子を通訳したのが、3
月 1 日。大手製薬会社の依頼人企業は、一も二もなくそれを承諾した。
三人の先生は、すぐに目の前で各々の秘書に電話をし、その夕方の帰国

便を手配した。そして風のように帰って行かれた。

それから5か月間、失業状態に入った。ほぼ航空会社の収入減と一致しているのは、
対面のデポジション通訳とデポジション準備が多かったこともある。まるで鋭い
ナイフで切って、すっぽりと抜かれたシフォンケーキのようだった。

翻訳や RSI（遠隔同時通訳）に直ちに移行して、減収分を補えば良いのかもしれ
ないが、この三年間オリンピックブームで、他の通訳者同様、本当に鬼のように
忙しかったので、どうもモチベーションが湧かない。自らの影響など取るに足ら
ないものとは言え、少ないパイに参入して誰かの取り分を奪っても良いのか、と
いう心理が湧く。何より子供が巣立っている。

今年の 3 月まで自分は夫の収入さえ特に把握することなく暮らしていたが、3 月 1
日を境に自分は事実上の主婦となった。初めて夫に心から感謝し、夫の話に耳を
傾けるようになった。彼の言っていることの大半は、とても難しい本についての
意見か、その反対の、とても些末に見える事柄なのだが（その合間に犬への語り
かけが入る）、こんなことを考えていたのかと驚く日々である。

それはさておき、思い出すのは、院生時代にニューヨーク州アルバニーで下宿し
ていた家主のご夫婦である。ホロコーストサバイバーで、同じ収容所におられて
解放後に結婚された。前膊には入れ墨で囚人番号が刻まれており、お二人は矜持
をもってそれを残しておられた。当時親しくしていた別のユダヤ系の友人のご両
親にお会いした時、自分はその歯並びの良さに驚いて、何を思ったのか、家主の
歯が、同じ年齢なのにほとんどないことに言及してしまった。すると友人の母親
は厳しい顔をして「何を言っているの！お二人はホロコーストサバイバーなの
よ！」と私を叱った。自分は三年間もの栄養失調が、人の体をどうしてしまうか
という想像力に全く欠けていた。この経験は夜更けて、今でも思い出す、最も恥
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ずかしい思い出の一つである。

お二人が生き残れたのは、何より、ご主人が厨房で働いており、たまに食料をく
すねることができたからだそうだ。それ以外に生き残れる手段はなかった。食料
を女性に運んだ時ご主人は「こんな狂気がいつまでも続くわけはない」と未来の
妻に言い続けたそうである。ご主人の言葉を信じるには、あまりにも状況が悲惨
だった。しかし言われた後は若干の勇気が出たと奥さんは言われていた。お二人
はその後結婚して米国に渡り、大工や料理人をして子供を育てた。何年かして家
を買い、その二階に住んで一階を人に貸すようにした。家賃を払いに行く時に上っ
た階段の壁には、金色のペンキで詳細な、アラベスクのような模様が描かれていた。
そこにお二人の、家への愛情があるように思われた。

何故自分はこんなことを書いているのだろう？何を思っているのだろう？

今般のコロナ禍と悲惨なホロコーストを比較して、過去に味わったあの恥の上塗
りを、この場でするつもりは一切ない。しかしあのお二人のことが思い出されて
ならない。私はあの二人の何を再訪したいのだろう？

それはご主人の徹底的な楽天主義だ。こんな狂気がいつまでも続くわけはない…。
それを信じ続け、未来の妻にメッセージを送り続けた。受け取った奥さんの態度は、
それよりはるかに冷静なものだった。それを信じることはとてもできなかったと
彼女は認めていた。だが結局、彼が正しいことが証明された。

ホロコーストに比べると今回のコロナ禍の悲惨さと見通しは、はるかに明るい筈
だ。コロナ禍の乗り越え方があるとするならば、自分が学びたいのは、人類最大
の悪の渦中にあっても、希望を持ち続けられたあの家主の乗り越え方だ。仲間を
励まして結婚した、その愛情だ。

これまで視座の高い著書をものとし、ベストセラーとなったイスラエルの歴史学
者ユヴァル・ノア・ハラリ教授がコロナ禍について、今年 4 月 15 日朝日新聞の取
材に「最大の敵は心の中の悪魔だ」と述べている。「最大の敵はウィルスではない。
心の中にある憎しみ、強欲さ、無知…」

つまるところ自由業である通翻は、この悪を自分の中でコントロールできる幸い
な職種の筈だ。そんなことを考えている。
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A JOuRNEY TO INTEgRATIVE mEdICINE

Masatoshi Shoji（庄
しょうじ

子 昌
まさとし

利）

毎回雑多な記事投稿になっているので、2020 年は、それぞれ箇条書きに
してみた。

①

数年前までは JAT TRAC 主催の翻訳ワークショップがあった。できるだけ参加
していたが、最近は活動が全く無くなった。そのため、今年 2 月に「杜の都翻訳
者通訳者サロン」と命名し、初のイベントを仙台市内のカフェで開催した。その後、
第二回は開催していないが、いずれオンライン開催し、地域での翻訳者通訳者の
交流の場を提供し、ゆくゆくは出版社、翻訳会社、行政の方も参加できるような
場にしたい。

②

鍼灸指圧専門学校卒業後、約 2 年間かけた英日・日英医療翻訳の通信講座が一通
り終わった。その後、Lee Seaman 氏が講師を務める単発講座をオンラインで受講。
また、Tony Atkinson 氏が主催する勉強会に参加し、John Stroman 氏からたく
さんのアドバイスをいただいた。この場を借りて、改めて彼らに感謝したい。
American Medical Writing Associationに入会し、色々と学び始めた。これからは、
色々なところに積極的にコンタクトをとっていよいよ技術翻訳から医療翻訳へと
シフトしていきたい。

③

現在は、国立大学の歯学研究科博士課程に在籍している。基礎研究である骨組織
の発生や再生について、実験・研究を行っている。また大学で英語講師として英
語を教えているが、今後は、メディカルを中心に、というよりむしろ医療というちっ
ぽけな枠にとどまらず、全世界的に関心が高まっている well-being を中心に色々
な活動をまとめて行きたい。組織学的な基礎研究、翻訳、CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) を中心にした医療系の内容と英語を組み合わせ
た語学教育、そして鍼灸指圧師として統合医療としての臨床をまとめていきたい。
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また、アリゾナ大学 Andrew Weil 博士の統合医療ヘルスケアプロフェッショナ
ルのプログラムへも幸い入学が決まった。アメリカではすっかり当たり前になっ
ている統合医療をしっかり学び、地域貢献と翻訳にも活かすことができればと思っ
ている。

④

COVID19 パンデミックのため、5 年前から開催している Death Café Sendai にも
海外や他地域からの参加者が徐々に増えてきた。2020 年こそ、初の英語開催をし
たいと思っている。

⑤

2 年間続けてきた Tea sommelier の学びも最後の lesson に突入。しっかりと
certificate を得て、tea の楽しみを国内外の tea 愛好家と分かち合い、tea salon
も始めたい。

⑥

仕事は今までなかった新しいものを作り出すというのが本当の醍醐味だと思う。
人生最後は、どこかの大学でのんびり時間を気にせずゆっくりと Classics を学び、
ギリシャローマといった古代の知恵に触れ、無知の知をよくよく体感しながら死
んでいきたいと思う。人生のあらゆることはちっぽけなことで、人生とはとても
短い。小さな存在がちょっとだけこの世にお邪魔し、自然に還る。人間というの
は理性で動いているようにみえるが、その実、養老孟司氏も言うように身体は自
然と繋がっている。そのことを痛感させてくれたのがこの COVID19 だと思う。
スコットランドでは、自然が処方箋にもなっている。
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初めてインターンシップを受け入れて学んだこと

シングルトン　ジェームス（James Singleton）

私は翻訳者になろうと思った時から、ベテラン翻訳者から沢山のアドバイ
スやご指導を頂き、また JAT の e-juku などの勉強プログラムにも参加
し翻訳のスキルをあげてきました。現在は、日本の情報を紹介するウエ

ブ雑誌に社内翻訳・編集者として勤めています。

お世話になった方々へご恩返しがしたいのと、次世代の翻訳者を育てたいという
思いがあり、2019 年度に、翻訳インターンを半年間受け入れることにしました。
初めて「教わる」ことではなくて「教える」立場で翻訳作業に向き合う良い機会
となりました。

インターンは 20 代のアメリカ人大学生 A 君でした。彼はまだ 3 年生でしたが、
活発的な青年で日本で数年間暮らし、日本語能力試験（JLPT）2 級も合格してい
たので期待できる条件は十分ありました。

A 君が最初に取り組んだ翻訳は、北海道の老舗のそば店を紹介する記事でした。
和文には若干クセがあったものの、短めの原稿で手始めにはちょうどよい長さで
した。初めの翻訳が戻ったら、予想通り訳文が所々原文からずれてしまっていま
した。新人翻訳者にありがちなことです。A 君の間違えた漢字の読み方や言葉の
意味を数か所フィードバックしてあげると素直に受け入れて訳文を訂正しました。

しかし、この様なズレは経験豊富な翻訳者でもたまに起こり得ることです。「慣れ
た道に事故が起こりやすい」ように、慣れた話題・分野や作業過程の中に落とし
穴が潜んでいます。私は何回もこれを痛感してきました。例えば、専門用語の意
味合い、長くて複雑な文の分析、曖昧な表現の解釈など、油断するとベテラン翻
訳者でもつまずいてしまうので、原文を何度も丁寧に確認する必要があります。
そうすることで、質の高い翻訳へ繋がります。しかしながら時々原稿自体の間違
いもあり、それをクライアントに指摘するとより翻訳者を信頼してくれます。

A 君は少し自信が付いたようで、二回目には少々長い記事を試みました。文の内
容は瀬戸内海に浮かぶ自然豊かなとある小さな島の文化と歴史でした。彼は夏休
みに島に訪れて島のことを予め調べて翻訳に取り組みました。ところが出来上がっ
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た英訳を読むとケアレスミスは減ったものの、日本のことをよく知らない英語読
者に島の特徴がうまく伝わっていないのです。彼の次の課題は「相手を考えて翻
訳する」になりました。

どの様な翻訳も最終的には「エンドユーザー」のためであり、それによって翻訳
者が訳文のスタイルや構造、使う用語などを適切に選べなくてはなりません。ま
た原文のトーンを保ちながら、ターゲット言語を明確化するようにして翻訳を仕
上げます。

A 君の翻訳を見ると、食べ物や場所の名前が単純にローマ字化され、それがどの
様なものなのか説明がありません。例えば、住民が昔から食べている島の「茶粥」
は日本人や漢字が読める人ならば何となく推測はできますが、英語読者は

「chagayu」という単語を見てもさっぱり何のことかわかりません。彼の訳文がイ
ンフォーマル過ぎたので、サイトのスタイルに合わせる必要がありました。私の
指導の下、彼は数回文章を書き直して最終的には読者の心に響く翻訳が出来まし
た。

三回目の翻訳はある鉄道会社の新車両の紹介でした。A 君は今までの経験を活か
して頑張りました。しかし、記事はほぼ直訳だったため、訳文の流れがとても不
自然でした。翻訳を「直訳」にするか「意訳」にするかは、クライアントの希望
や訳文の目的などによって翻訳者が総合的に判断します。ただ「いい翻訳」とさ
れるものは大概が「意訳」であり、違和感なく読めるものです。翻訳には前後の
文脈がとても大事ですので、言い回し方など、ターゲット言語にふさわしく翻訳
した方がベストだと思います。

原文から離れる怖さがあるかもしれませんが、A 君に受動態を能動態に変えるこ
とや自然な表現を使うことといったアドバイスをし、何回か訳文を書き直すうち
に彼自身でも文の不自然なところに気づき始め次第に翻訳が良くなっていきまし
た。

インターンシップが終了し、私は A 君の成長に大変感動しました。まだまだ勉強
するところは沢山ありますが、A 君が将来プロの翻訳者になるだろう手ごたえを
感じました。

今回のことで私も初心に戻り、改めて自身の翻訳課程を振り返りました。これか
らも一生懸命にスキル磨いて「いい翻訳」をしていきたいと思える素晴らしい経
験でした。
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ThOughTS fROm A NEW J-E TRANSLATOR

Spencer Thurlow（サーロー　スペンサー）

During a recent interview, Jay Rubin, Harvard professor and 
translator of Murakami, spoke about his first encounter with 
Japan, enrolling on a whim in the only Japanese class offered at 

the University of Chicago in the 60’s. I’ve found that many older 
translators and scholars of Japanese share similar stories, tasked with 
navigating an entire culture with little support. When I first traveled to 
Japan for work in 2014, it was completely different. I was able to 
access a vibrant network of cross-cultural professionals of all stripes, 
linked through social media, colleges and other Japan-focused 
associations. Truthfully, I might not have had the stamina to bring my 
Japanese to a professional level were it not for this and language 
support apps. (Even Prof. Rubin says that if he had known how much 
work learning Japanese was going to be, he might have gone with a 
different career).

Perhaps the recent boom of Japanese language learners is due in part 
to the ease at which Japanese can now be absorbed. When a close 
colleague began working in Tokyo during the bubble years in 1991, the 
number of those who had taken any level of the JLPT was 58,000. In 
2019, the number of global JLPT test-takers was nearly 1.2 million. The 
JLPT doesn’t encompass all learners of Japanese, but it is a good proxy. 
Many of these new learners are culturally motivated. To throw a parallel 
statistic out there, Victor Lee, the 2018 chairman of Anime Boston, told 
me during a tour of his sprawling, three day convention that in their first 
year, nearly 20 years ago, they could barely fill two hotel conference 
rooms for an afternoon.

I feel there has already been an explosion in the volume of J-E 
translated material since I first became interested in Japan, about 10 
years ago. It is encouraging to see that in fields such as tourism and 
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travel writing (my own), nationwide initiatives, like a recent project that 
seeks to unify informational signs at parks, castles, etc. with one literary 
voice, are building consensus.

Reliable 3rd party authorities such as these in different fields can help 
smooth the editing process for both translators and their clients.

On the literary side, I’m looking forward to hearing new perspectives on 
persistent questions I face in my own work, such as what to do when 
katakana replaces kanji, or when overtly intentional kanji is used (like 
when a contemporary novelist decides to write 勿論 instead of もちろん). 
These, and others, are stylistics in Japanese texts that, at least as far as 
I have seen, do not yet have a definitive mechanism or theory for 
translation into English. It will also be interesting to see new 
developments on persistent issues, such as when to switch lines or 
paragraphs, and how to handle culturally relevant phrases with no 
readily available English equivalent.

The situation in 2020 is far different from that when Prof. Rubin began 
his career, but the underlying challenges that arise with bridging 
cultures has not changed. It is exciting to think that this “wave” will be 
bringing us more from less well-known individuals across the spectrum 
of the arts, and that local foreign communities will gain a deeper 
understanding of Japanese culture.
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「和漢辞典」の話（つづき）

富
と み い

井　 篤
あつし

昨年の Anthology では、
「こんな辞書、あるといいなあ」で始まり、
「こんな辞書、早くできるといいなあ」で終わっていました。

中身をみれば、誰しもこれは偽りであることはお気づきだったと思います。

実は、昨年の今頃は、この辞書の執筆に取り組んでおり、すでに 1 年を経過して
いました。しかし実際に進めてみると思った以上にむずかしく、途中で頓挫する
のではないかとさえ思うことがあり、どうしても本性を明かすことができません
でした。

あれから 1 年、執筆開始からは約２年、双六の「上がり」にはまだほど遠いですが、
全貌がはっきりと見えて来、あとは、時間さえかければ間違いなくゴールに到達
できるというところまで辿りつきました。

今回は、若干重複するところもありますが、初めての方のことも考え、まず、「和
漢辞典」について、簡単に説明させていただき、その後、編集作業を通じての所
感などをお話しさせていただきます。

「和漢辞典」とは
この辞書は、語彙が少なく、表現力も稚拙な、私のような人間のために、的確な
漢字を簡単に見つけられるように意図して作られた辞書で、私が 40 年ほど前か
ら欲しいと思っていた辞書です。

以下に示すように、「漢字」から「意味」を引いている「漢和辞典」とは逆に、「意
味」から「漢字」が引けるようにしたのがこの「和漢辞典」で、ちょうど、英語
の「和英辞典」、ドイツ語「和独辞典」に相当するものです。

①索引 ②見出し ③意　味 ④漢字 ⑤読み
漢和辞典 動物などに噛まれてできた傷 咬傷 こうしょう

和漢辞典 きず 傷・動物に 
噛まれた 動物などに噛まれてできた傷 咬傷 こうしょう

ただ、「意味」③はそのままでは「索引」としては使えないため、新しく「見出し」
②を設定し、そこに「索引」①を付けて、「漢字」が引けるようにしています。

原稿は Excel で編集されており、「活用型」と「学習型」の二つの機能を持って
います。「索引」①を衝にして並び替えれば「活用型」に、「読み」⑤を衝にして
並び替えれば「学習型」になります。
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基本的には、旺文社の「国語辞典」を使わせていただき、内容は、「基本辞書」、「四
字熟語」、「諺」の三つが入っています。

「基本辞書」は、「国語辞典」のすべての言葉ではなく、平均的日本人の語彙力を
勘案し、約半数にしてあります。

「四字熟語」と「諺」は、それぞれ、複数の専門書を活用し、別途、かなりの量
を追加しています。

Entry 数は、約 17,000 個で、「基本辞書」が約 8 割、残り２割は「四字熟語」と「諺」
がほぼ半々です。

所　感
経験談  私は、辞書の、最初の「あ」から最後の「ん」まで全ページめくって目

を通したことは一度もなく、今回が初めてです。しかも３回！　現在の
作業が終わると、４回になります。皆さんは、前後のページが貼りつい
ていて、なかなか剥がせないページに出会ったことなどありませんか？

進捗表  これは、方眼紙の下の横軸に「月日」、左の縦軸に「頁数」を設定し、そ
の交点に向かって斜めに予定線を引いたものです。毎日、作業後プロッ
トすることにより、毎日の作業が予定より遅れないように管理すること
ができます。この「進捗表」のお陰で、効率よく作業を進めることがで
きました。これは、英和翻訳にも使える「技」です。

英語版  英語にも類似の辞書（英“英”辞典）があるそうです。Bernstein’s 
Reverse Dictionary というもので、最近、30 年来の友人で、eJuku 委員
会の責 任 者をしている Shuichi Yamakawa さんが、同僚の Richard 
Sadowsky さんに紹介されたものだといって送ってくださった情報です。

新発見  本稿では、「漢字交じりの平仮名」から的確な「漢字」を引き出す「技」
について述べてきました。実は、ごく最近、「漢字」ではなく、気の利い
た「平仮名の塊」！！に置き換えることに、ふと気が付きました。考え
てみると、「漢字への変換」よりも、この「気の利いた平仮名への変換」
の方が、はるかに洒落た日本語になるかもしれません。まさに「漱石」
の世界です。

日本初  本書は「日本初の辞書」だと思いますが、それは、ただ「需要がなかった」
に過ぎません。しかし、卑下自慢になりますが、私にとっては「滋雨」
というか、「地獄で仏」というか、大変な成果です。

今後の予定
私は歳と戦っています。あまり、先に延ばすわけにはいきません。遅くとも今年
中には「上がりたい」と思っています。

ただし、今の時点では出版は考えていません。
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ThE EVENT ThAT WASN’T

Benjamin Tompkins（トンプキンス　ベンジャミン）

It was going to be great. After spending hundreds of hours, the 
committee had a stellar program, a beautiful venue, fun extras, and 
even a delicious Hakata-themed banquet perfectly planned. With the 

date approaching, we were eager to showcase our hard work. 

And then the coronavirus hit the fan. To those of you who learned about 
the postponement of IJET-31 in Fukuoka on the website or a JAT SNS 
channel, the decision probably seemed sudden. It was everything but.

We (the IJET organizing committee) heard the early news from Wuhan. 
Our radar picked up isolated cases in neighboring countries. Cruise 
ships were brought to their knees. The death toll began rising. Europe 
began to burn. Countries were closed. Each of those events left us 
fidgeting.

While I don’t regret a minute of the time I spent organizing IJET itself, 
reflecting back, I regret spending so much time hand-wringing and 
trying to contort everything we had planned to accommodate a quickly 
deteriorating environment. We spent hours talking about providing 
sanitizer and masks, spreading out attendees, going partially or fully 
online, having temperature checks, scrapping the banquet, and doing 
other things that I no longer wish to think about. 

Our worry and effort produced no results but was didactic. When things 
are in flux, our first instinct is to do something, usually with the 
consequence of becoming myopic. Often, a better approach is to watch 
what others are doing. Countless conferences were canceled this year. 
Their organizers have taken baby steps in an attempt to cope. These 
include going online, switching to a hub model, and stretching the 
program over several days or even weeks in an online format. (JAT 
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members can create a one-person, on-demand conference by viewing 
videos of past IJET and JAT presentations on JAT’s website.)

The IJET committee is now in monitoring mode. Will it be a vaccine, or 
a new corona-proof conference format that someone will devise, or 
even just patiently waiting that will allow IJET Fukuoka to take place? 
We don’t know, but we do know we won’t be the first post-pandemic 
conference. We’re happy to follow in the footsteps of others, because 
our specialty is not organizing a conference to suit the new normal. Our 
specialty is organizing the world’s best international E<>J translation 
conference, and that’s what we’ll focus on.

That gets me to the point of this piece. As translators, we’re all being 
buffeted by the corona-storm out there. But instead of desperately 
doing things—fiddling our websites, tweeting and retweeting until our 
fingers are raw, crying with colleagues on Facebook, or even 
doomscrolling—we’d do better to watch other translators, language 
service providers, and professionals in other fields. Someone will do 
something right, and unless they patent their idea, it’s yours for the 
taking.

See you in Fukuoka in 2021, or 2022, or...
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AddINg VALuE

Fred  Uleman（ウレマン　フレッド）

It is almost a cliché that the translator reads the text closer than 
anyone else. We notice oddities. Sometimes these are assumptions 
that the reader will have background that the reader is unlikely to 

have. Sometimes out-and-out mistakes. And we complain about how 
careless the author or the editor or somebody was. But we should do 
more than complain. We should fix things (with permission, of course). 
We should monetize our attention to detail.

For example, I am working on a translation that mentions the Johnston 
Report as one of the key factors in the occupation’s about-face on 
postwar economic policy toward Japan. Thinking the reader might not 
have heard of this—since I certainly hadn’t—I thought it would be nice 
to add the report’s title. So I looked for it. And not only did I find the 
title, I also noticed that, even though my source text says it was 
published in March 1948, the title page says April 1948. Yes, it takes 
caring. But it impresses clients who do not notice these things. “Wow. 
He knew that?!” 

For example two, a recent text that had Ishihara Shintarō publishing an 
article on「日本再生の活路　中国に勝つために」in the March『文藝春秋』. 
In translating this, I wanted to add the year, because I assumed the 
reader would want to know that. So I looked for it. Searched for the 
magazine name plus Ishihara, figuring it would show up. It didn’t. So I 
tried some other search options until I finally discovered the article. It 
was in 2002—but in the February issue. Well, at least the translation is 
right.

This sort of cover-for-you translation builds credibility that you are both 
careful and knowledgeable. And with this credibility, you get to spend 
time learning new stuff and translating instead of having to defend your 
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word choices and other translation decisions. It is one of the ways you 
differentiate yourself from run-of-the-mill translators and justify charging 
more than whatever the client thinks the industry average is. (And it is 
something machines are unlikely to do until after you’re dead and no 
longer care what happens to the industry.)

It is a sales technique that is not a sales technique. A sales technique? 
Yes. Because clients are often the best source of recommendations and 
referrals. (If you work for good agencies, of course, they are more likely 
to send you the important work. If you work for recognized direct 
clients, they may well be asked to suggest a good translator for 
something, and it is nice if they suggest you.) I have not done the 
numbers, but I suspect the overwhelmingly vast bulk of my work has 
come through recommendations.

Sometimes these were client recommendations. Sometimes they were 
colleague recommendations. Yes, translators do pass work to or 
recommend other translations when they cannot do something because 
of time and/or content issues. Your network is important. Cultivate it, 
cherish is, be involved in it. And this includes non-translation interest 
communities. Go ahead and invest in your life. The rewards can be 
immense. Life is not a zero-sum game.
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liberation when I am in their company, and that I can be my true self, 
which is a feeling differing from when I am in the company of people 
who are essentially domestically Japanese.  This is the kind of working 
environment which I relish and value most as a legal translator working 
at a law firm and in the field of law, assisting lawyers which I consider 
is a profession that should be most admired and valued both in terms 
of intellect and drive.

The common perspective shared by legal translators and lawyers who 
are experts in language is the perspective of considering various things 
from the viewpoint of language.  For instance, a sentence should be 
beautifully and understandably written, not just directly translated – the 
nuances and beauty of the original language should be accurately 
understood – and legal translators and lawyers of this type have a 
magical sense towards looking at these sorts of things and have the 
ability to actually do these things with seemingly effortless ease within 
an extremely short period of time with minimum burden being imposed 
upon them in doing such an endeavor.  I would say that their viewpoints 
and perspectives are structured differently from other people who do 
not share the same experience.

As a legal translator working at a law firm in the field of law assisting 
lawyers, it is my deepest wish to further accumulate shared feelings 
and experiences with these sorts of lawyers.  This would precisely be 
the utmost delight that I can derive from my profession.
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ThE WISdOm WE WOuLd LOSE IN dATA

Daisuke Yanase（柳
や な せ

瀬 大
だいすけ

輔）

Which do you fear more: the Corona pandemic or machine 
translation? Forgive me for asking this rude question. Maybe 
I want to share my anxiety with you. While future scenarios 

may vary, the outcome will probably be the same: we will have to 
coexist with them both.

Aside from the seemingly uncontrollable viral infection, I’d rather feel 
like anatomizing the bugbear of machine translation for this anthology. 
Mechanized automation entails job cuts, and machine translation is no 
exception. It appears to coerce translators into supportive roles at 
reduced rates of pay. Like it or lump it. Luddites are destined to lose, 
just like Don Quixote charging at windmills.

While the Luddites represented a mass reaction to the Industrial 
Revolution in England, people on the other side of the Atlantic created 
legendary heroes such as Paul Bunyan and John Henry, who engaged in 
single combat with their steam-powered competitors: the chainsaw 
and rock-drilling machine, respectively. I very much admire this 
American human-first spirit. Why don’t I engage in single contest with 
machine translation? Alas, there's the rub: machine translation is so 
easy to beat as far as translation quality is concerned. It appears that 
the way machine translation threatens the job of a translator is different 
from head-on competition, such as found between, say, bank clerks 
and automatic teller machines.

In my opinion, the problem is not that machine translation makes 
human translators unnecessary but that it requires them. Machine 
translation may be a misnomer if the word machine represents 
mechanical precision. Its output is an algorithm-based synthetic 
imitation of human translation, and cannot be free from a linguistic 
equivalent of “uncanny valley,” the spookiness of a highly realistic but 
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imperfect humanoid robot, left to be filled with human efforts. I don’t 
believe many translators like this touch-up task, known as post editing. 
This is like commissioning a professional artist to paint over a machine-
generated underdrawing. The man-machine relationship should be the 
other way round.

Lamenting aside, let’s take another point of view. Translation is a 
process in which ideas transfer from a language to another. Written 
ideas propagate not by mechanical replication but by convincing the 
reader. Therefore, ideas to be translated have to be understood by the 
thinking brain of a human translator. The translator may be the only 
person who reads and understands every sentence of some formal 
documents. Just remember, in its brochure Translation: Getting it Right, 
the American Translators Association affirms: “No one reads your texts 
more carefully than your translator.” This fact is important in that 
translators, whether consciously or not, contribute greatly to the 
maintenance of fully engaged international communication.

Technology used to be something extra, which was expected to make 
our lives a bit more convenient, but is now a productivity-driven 
monster that does not tolerate any inefficiency. This insensitive 
juggernaut tries to make everything mass-producible, with no sparing 
of translation. However, human ideas are not mass-producible. 
Wallowing in a flood of mass-produced data and information, some 
people become indifferent to the depth of understanding. It happens 
that the other threat from the Corona pandemic is witnessing a spread 
of preposterous conspiracy theories, like some diseases developing in 
people with impaired immunity. Therefore friends, please keep in mind 
that translation or post editing, whichever task you take up, is an 
important contribution to keeping our civilization from unraveling.

Are there any questions? 

What happens when computers acquire thinking brains?

That’s a very good question! Well, in the advent of thinking computers, 
not only translators but also humans will no longer be needed.
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スクール通学から現在までのこと

矢
や の う

能 千
ち あ き

秋

翻訳者になれます、TOEIC500 点でも。そう謳う講座があるらしい。甘い
言葉に釣られて契約してしまう人が後を絶たないようで、注意が呼びか
けられている。

翻訳で生きていきたいのなら、生業として翻訳をしてきた人たちの話を聞くのが
よいのではないか。その一例になればとの思いがあり、また、翻訳者として自身
の約 19 年間を振り返り、今後 10 年の計画を立てるよすがにしようと考えて、本
原稿を書いている。

私は 1999 年 10 月、まだ都内の企業に勤めていたときに、サイマル・アカデミー
に通い始めた。水曜の夜 7 時にビジネス翻訳、土曜の朝 10 時にビジネス通訳と 2
つのクラスを受講した。半年通ったあとに会社を辞め、通訳者養成コース（入門科）
と翻訳者養成コース（日英基礎科）を受け、さらに半年後には翻訳者養成コース（日
英本科）に通った。合間には、通訳入門、翻訳入門（英日）、翻訳入門（日英）、
出版翻訳入門（英日）も受講していた。2001 年 3 月の翻訳者養成コース（日英本
科）修了と同時に、系列エージェントに登録した。

その年の 12 月から 2 年間、インターネットラジオ番組を聞いて内容を要約すると
いうオファーがあり、これが初仕事となった。この頃の翻訳歴を見てみると、スクー
ルのクラスメイトや先生からの紹介が多数であった。

同時通訳者の先生の手伝いをしながら、主に紹介で多種の業務を受けたのちに
2005 年から翻訳専業となった。エージェント経由で、主に鉄道会社の会社案内や
環境報告書、プレゼン資料の英訳を請けていた。客先としてエージェント経由の
顧客 1 社という状態が数年続いたあとの 2008 年 9 月、リーマンショックが起こっ
た。年間で売上が 100 万円低下したため、仕事のやり方を見直すことになった。

具体的には、片端からトライアルを受けてみた。その結果、主にエージェント 2
社から安定して英訳を請ける時期がまた数年続いた。翻訳を始めてからそろそろ
10 年という 2011 年 3 月に東日本大震災が発生したが、リーマンショック後に取
引先を増やしていたこともあり、さほどの影響は受けなかった。それでも、度々
このようなことが起きると事業の存続が危ぶまれると思い、仕事のやり方を再び
考え直した。
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ここで私は、SNS を始めてみた。Facebook と Twitter の世界に入ってみたら、
分野は違えど世の中には翻訳者がたくさんいて定期的に情報交換していた。イベ
ントにも足を運んでみると、自分はそれまで英訳ばかりやってきたが、さまざま
な分野で和訳をする人たちとの交流が増えた。

そんなある日、「出版翻訳って夢だよね」と口をついて出た。手が届かない夢とい
う意味だったのだけど、ある人に「叶えるために何もしていないのに、それでは
届くはずがない」と言われてしまった。そこで、十数年ぶりにスクール、それも
和訳の講座に通うことにしたのが転機となった。

2014 年 4 月から 2018 年 3 月まで翻訳フォーラム主宰の「めだかの学校」、2015
年 9 月から 12 月まで「リベル書籍翻訳セミナー 2015 ノンフィクション編」、
2016 年から 2017 年 7 月にかけて「翻訳教室　青山ブックセンター編」、2017 年
4 月から現在までは朝日カルチャーセンターの横浜教室で「英米小説の翻訳」に
通っている。実に様々な分野の英語を訳したが、こうした講座で鍛えたおかげだ
ろうか、和訳の仕事もずいぶんと増えた。出版では 2015 年には共訳書、2018 年
には翻訳協力した図鑑が刊行された。記事翻訳としては 2018 年 1 月からウェブ
メディア、2020 年 5 月から通信社の案件を受注している。

2020 年 8 月現在では、前述した朝日カルチャーセンター横浜のクラス、青山ブッ
クセンター翻訳教室卒業生による自主勉強会、さらにもうひとつ別の自主勉強会
と、3 か所に研鑽の場を持っている。自主勉強会では、オンライン、オフライン
で互いに訳文を見せて添削し合っている。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、実際にその場に集まるイベン
トは減少しているが、オンラインのイベントは増加している。それに伴って、既
存の延長線上にはない、新たな種類の仕事が増えていくと考えている。このとき
核となるのは、和訳、英訳を問わず、ツールに依存しない翻訳力ではないだろうか。

私は翻訳支援ツールを使ったことはある。だが Trados も Felix も、自分には合わ
なかった。「ツールを使わないと仕事がなくなる」と言われ続けてもう何年にもな
るが、それでもこうして生き残ってきた。

かつてないほどオンラインで交流する機会が増えたいま、時差や居住地に関係な
く、ZoomやGoogle Meetなどを介してセミナーや会議が開催されるようになった。
翻訳者にとっても過渡期ではあるが、目の前にある原文・訳文に向き合い、日々
積み上げていくことでしかたどり着けない地点がある。健康に気をつけて、歳を
重ねていきたい。


