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（1）日本医科大学基礎科学紀要　第51号（2022）

「光陰矢の如し」とはよくいったもので、1980年に日本医科大学保健体育学教
室に就職してからもう43年も経ち、そしてこの春にいよいよ退職となります。
実は日本医科大学と私の出会いはそれより少し前であり、私が体育系大学生の時
でした。大学4年間の担任が日本医大の卒業生である宮島俊名先生でした。大変
温和な先生であり、クラスコンパにもよく参加してくださり、やんちゃな学生の
話もよく聞いてくださり何でも気さくに話せる先生でした。そして私は体育とと
もに養護教諭の免許をとるため、看護実習を当時日本医科大学付属第2病院（現
武蔵小杉病院）で行いました。さらに、学生時代体操部だったので、日本医大の
教職員運動会（当時新丸子校舎グラウンドにて開催）のアトラクションでは体操
部一同でジャズ体操の実演披露もしました。このように学生時代から日本医大と
は関わりがあったところ、宮島先生より日本医大保健体育学教室（現スポーツ科
学教室）への就職を勧められ現在に至ったわけです。学生時代からも含めますと
人生の3分の2以上を日本医科大学とともに過ごしており、感無量です。今回退
職に際しこの執筆の機会をいただきましたので、雑記で恐縮ですがいくつかの思
い出を書かせていただきたく存じます。

思い出と言えば、やはり新丸子校舎となります。新丸子校舎はグラウンド、体
育館、テニスコート4面、相撲場、弓道場、アーチェリー場、合宿所等々とにか
く体育施設が充実していて、特に授業で使用していたグラウンド、体育館、テニ
スコートの管理は保健体育学教室が行っていたため、就職してすぐはグラウンド
整備とテニスコート整備、体育館の管理に明け暮れていました。当時保健体育学
教室は今では絶対あり得ないような封建的な社会であって、あの当時においては
今のように「イクボス」が存在する世の中になるとはまったく考えられませんで

〈退職記念〉

基礎科学紀要に寄せて
－感恩報謝－

日本医科大学スポーツ科学教室

武藤三千代
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した。なので、甚だ不謹慎ではありますが、上司が定年退職された際の清々しさ
と開放感を今でもはっきりと覚えています。

新丸子校舎では私の研究室（学生曰く通称「武藤部屋」）は体育館にあったの
で、学生が部活の練習前や練習後などによく来ていろいろとたくさん話しをしま
した。恋愛と部活の話しがほとんどだったと思います。学生にとっては息抜きの
場だったかもしれません。土曜日も各部がほとんど練習に来ていたし、日曜日も
公式戦や練習試合等があったので、夏季休暇5日と年末年始休暇以外はほとんど
毎日新丸子校舎に行っていました。

そんな中で一番の思い出（出来事）は、忘れもしない2005年11月、放課後私
の研究室で当時ラグビー部の学生 H 君とラグビーについて熱く語っていたとこ
ろ、突然頭部に異変を感じたのです。頭が締め付けられるような圧がかかった
ような感じでしたが、痛みも無く普通に歩けたので、もしそこでそのまま我慢
しいつも通り車で帰宅したら、首都高速道路上で死んでいたと思います。しか
し、何とも言えない危機感が湧いてきて、誰かの車ですぐ近くの第2病院へ行こ
うと考え、H 君に「2階で練習しているバスケ部で車持ってる人呼んできて」と
頼み、自分も体育館玄関に出たところ、たまたま当時研修医だった T 君に出く
わし、T 君の車で H 君とともに病院へ向かいました。病院に着き車椅子に乗せ
られ救急外来に向かう途中に吐き気がしてきたので、「絶対頭だ」と自覚すると
ともに、血圧が以上に高く、降圧剤をも吐き、そうこうするうちに頭部 CT 撮影
し CT 装置から横たわって出てきたところ、脳外の先生から「先生、クモ膜下出
血です」と言われ、「私は死んでしまうの？」と絶望したことをよく覚えていま
す。その後、翌日に意識が戻ったときには頭から管が何本も出ていて、呼吸装置
や様々な医療装置が身体に付けられていましたが、「あ、生きてる」と実感しま
した。脳神経外科の高橋弘先生にオペをしていただき、今でもチタンクリップ2
つが私の頭の中にはあります。脳神経外科の先生方始め他科の先生方、看護師さ
ん、ST・PT・OT の皆さん、薬剤師さん、栄養士さん、事務の皆さん等々多く
の方々の支えがあって病気を克服することが出来ました。そして毎日病室に顔を
出してくれた研修医の方々、学生の皆さんが復帰の大きな励みになりました。さ
らに基礎科学の皆様が寄り添い励ましてくれ、確かな力となりました。命を救っ
ていただき奇跡的に後遺症もなにもなく、こうして定年退職まで元気バリバリに
エアロビクスの授業ができたのは本当に日本医大の皆様のお陰です。本当に本当
にありがとうございました。
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さて、12月中旬には無事退院でき、リハビリも順調に進み、翌年4月からは完
全復帰することができました。しかも、その4月より学生部副部長を仰せつかり、
現在に至っております。当初は病み上がりで自分では大変不安な状況から始まり
ましたが、当時学生部長であった山本保博先生に励まされ、その後は清水一雄先
生、大久保公裕先生、杉原仁先生、そして小川令先生と代々の学生部長の先生方
に支えられ、17年間も学生部を務めることができました。学生部での思い出も
たくさんあります。オリエンテーション旅行（後にガイダンス旅行）、全学校内
体育大会、学内レガッタ、東医体、学園祭（丸子祭、医獣祭）などの学友会関係
行事や父母会との懇親会等の楽しかったことや、一方で学生が問題を起こし謝罪
に行ったこと等々様々です。常に学生と共に歩んできたように思います。

研究は、体育分野の中でも「体育測定評価」が私の専門領域であり、特に高齢
者の体格・体力や運動効果についての研究はまだ日本が高齢者社会に突入する以
前から始めていました。武蔵小杉の認知症センターでの活動を通して、川崎市中
原区老人クラブ連合の依頼で毎年体力測定を実施したり、小杉1丁目町内会高齢
者対象の体操教室等も新丸子校舎体育館で毎月2回行い、地域住民の皆さんとも
活発に交流することができました。さらに、高齢者におけるラジオ体操の効果に
ついては永年にわたり調査研究を続けており、近年ではメディアや科学雑誌にも
取り上げていただけました。また2000年からフィールドとしているカンボジア
シェムリアップにもほぼ毎年行き、現地の子供たちの体格・体力、生活習慣、健
康状態等の調査も継続して行うことができました。しかし高齢者もカンボジアの
子どもたちも昨今のコロナ禍で、体力測定を実施することが困難となってしまい、
調査を継続できなくなってしまったことは大変無念です。

今でも新丸子校舎の風景が目に浮かびます。写真のように春になると桜が満開
になり、福田池の畔でのお花見は最高でした。写真は東門を入ったところから体
育館方面と体育館前から学生ホール方面を写したものです。新丸子時代はこの道
を一日何往復もしたので、私の人生で一番歩いた（走った？）思い出の場所です。

基礎科学は2014年度から新丸子校舎から武蔵境校舎に移転し、1年生は日本
獣医生命科学大学の学生と同じ敷地内で生活しており、合同で運動会や学園祭が
行われ、学生にとっては多くの人と知り合うきっかけにもなるし大きな刺激にな
ると思います。コロナ禍でここ3年間はいろいろな機会が減ってしまいましたが、
今後に期待したいと思っております。
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最後になりますが、皆様、本当に長い間お世話になりありがとうございました。
感恩報謝の念でいっぱいです。日本医科大学そして基礎科学のますますのご発展
を心よりお祈り申し上げます。
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はじめに

このたび定年退職を迎えるに際し，退任の挨拶を掲載するので原稿を書くよう
編集長より所望されました。基礎科学教職員の皆様には，教育・研究・運営の面
で，大変お世話になり，感謝の言葉しかありません。その言葉だけ伝えれば心残
りはありません。

ただ，この紀要は一定の編集体制のもとに学術論文や報告文を毎年，刊行して
きた実績があり，学内外で小さな一つの存在を獲得しています。その意味で，学
術論文ではないものの，何か社会的な意味をもつ記事に思いをまとめてみようと
考えました。

済世学舎に遡る本学の歴史に照らせば日本医科大学の存在は，野口英世や肥沼
信次をはじめとする多くの先人の功績の上に成り立っています。その医学・医療
への貢献は，当然，歴史的記録に値するものとして，文献に一筆一筆書き記され
て来ましたし，またこれからも記されていくでしょう。しかし華々しい社会的成
果だけにすべての価値があるわけではないでしょう。「歴史に名を残す」という
目的意識とはかかわりなくこの大きな大学組織を日常支えているあらゆる教職員
の皆様ひとりひとりの足跡は，小さなものであっても「残っていく」に違いあり
ません。

以前，本学の歴史を調べる機会があり，百年近く前の学事資料の古びたページ
をめくったことがあります。そこには，たとえば当時の「予科課程」（現在の基
礎科学課程に相当）の欄に「～学教授」と記載されてはいるものの，その人の業
績が傍証できない方もおられます。しかし，他の人の別の文献の片隅にたまたま
その人の名前を発見したとき，他者との関係の中にその人の社会的存在を確認す

〈退職記念〉

日本医科大学での十年およびこの半世紀を回顧して

日本医科大学外国語教室教授

﨑村耕二
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ることができました。つまり，単体としてではなく他者との関係において記録に
価値が出てくるということがわかります。以上の意味を込めて書いた以下の記事
は，自画像のようなものを描いてみる企てとして書きましたが，同時に，私が必
然・偶然にかかわりなく出会った人々の人物像になっています。その何人かは歴
史にその名を記録される人々です。

細かく見出しを立てているのは，少しでも興味を惹かれる内容があればそこだ
け読んでいただく助けとするためです。全体として統一した構成はとっていませ
んが大体において導入部分で現在のことを述べ，それから私の思い出ばなしを時
系列で述べています。

1. 本学への着任とカリキュラム改訂

【2013年 日本医科大学に着任する】　
本学への着任は，正確には2013年9月1日である。全国公募によって教授に選

任され，京都の理工系国立大学より，日本有数の東京の私立医科大学へ転任した
ことは私にとって大きな跳躍であった。着任後，外国語担当の教授席がそれまで
二十年以上の間，空席だったということを知らされた。また医学部では「外国語
教室」や「科目責任者」という名称が用いられるということも知った。理事会で
辞令をいただくときに，理事長から直接，お言葉があった。それは，英語教育に
関にする要望であった。その内容は「医学においては英語で論文を書くことが重
要なのでライティングの教育に取り組んでほしい，」それから「とにかく話すこ
とができるようにしてほしい」という二点に要約できる。そのほかのこともお聞
きした記憶があるが，いずれも無駄な言葉がなく，きわめて的をついた内容で
あった。私はそれまで文科系の環境で過ごしてきており，しかも英語教育理論の
専門知識を饒舌に語る専門家に囲まれていたが，これほど重厚な見解を短時間で
明瞭簡潔に力強く語られたのを聞いたことはこれまでなかった。赴任早々，本学
の質の高さを一瞬で垣間見たように思った。そして教員の方々のご発言や物腰を
拝見しているうち，優れた組織に身を置いたことを実感した。

【2013年～ 2015 外国語カリキュラムを一部改訂する】
本学ですぐに目を向けたのは，外国語カリキュラムであった。そして一部改訂

を行った。形式的にはマイナーな改訂であったが，実質的には本学の外国語の在
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り方を大きく軌道修正する試みであった。まず，選択必修科目に指定されていた
ドイツ語とフランス語を廃止した。これは形式上，一行で表現できるほど小さな
ことに見えるが，実質的には大きな改革であった。済世学舎に遡れば，本学では
ドイツ語の授業の火が消えたことはなかった。しかも，「ドイツ語すなわち医学
の言語」という明治時代以来の取り扱いは医学界の通念を反映して戦後のある時
期まで揺るぎ無かった。日本全国の多くの医学部で第二外国語としてのドイツ語
などの履修が課されていることは承知していたが，21世紀の現代日本で，医学
のための外国語は何かを考えた場合，教育課程の限られた時間数で行うべきこと
は英語学習に全力を挙げるべきだ，という主張は自明の結論に見えた。しかし，
上記のような大きな軌道修正になるため，教務部委員会の審議に備えるために
も，私なりに根拠づけの資料を集めた。本学の卒業生の一部からも直接意見を求
め，過去約100年間の教務資料や教授会資料にも目を通した。当時たまたま本学
に在職していたドイツ人医師と話をする機会があり，「どうして日本の医学部で
ドイツ語が必修科目になっているか理解できない」という率直な反応を聞いたこ
とも私の確信を強めてくれた。

当のドイツの医師たちにとって英語が研究発表や学術交流の重要な言語になっ
ており，ドイツ国内の大部分のジャーナルが英語で刊行されているという事実の
裏付けもあったが，私にはもっと現実的な語学的根拠があった。日本が西洋医学
へ舵を取った明治初期においてドイツ（プロイセンからドイツ帝国へ発展する時
期のドイツ）が医学先進国だったという事実および，その事実が以後の日本に与
えた歴史的影響を一旦視野の外におき，ドイツ語学習が現代日本の医学の発展に
どれほど寄与できるかと考えた場合，英語の前で影が薄くなることは明らかで
あった。ここで詳述はできないが，医学用語に関する限り，ドイツ語であっても
英語であっても，語形成を少し観察すれば，ヨーロッパの多くの言語がラテン語

（あるいはラテン語経由でヨーロッパ中に広まった古代ギリシャ語系）の語彙系
統を共有していることは明らかである。

【ドイツ語から和訳された医学用語「血友病」と「帝王切開」について】
「血友病」という言葉の由来を例に取ろう。この病名は，ドイツ人 Friedrich	

Hopff による造語 Hæmorrhaphilie が後に Hämophilie	と記されて広まったもので
あるが，このドイツ語が明治時代に，haemo	 (=blood),	philie	 (=loving) という語
形成に基づいて和訳されたゲルマン語系の語彙の代わりに古代ギリシャ語系の語
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形成要素を用いて医学用語を作りそして使い続けてきたのは，ヨーロッパの伝統
に従った結果である。つまり学術の世界では，ヨーロッパのいわば共通言語はラ
テン語であり，そのラテン語の語彙の多くは古代ギリシャ語に由来するのであ
る。Hæmophilie はドイツ語から英語に借用され，hæmophilia として使われて今
日にいたっている。ゲルマン系の語彙はいわば日常の手あかにまみれているので，
抽象的な意味あるいは客観的な視点で学術的概念を表そうとすればおのずと各国
の民族の言葉から離れることになる。血友病はドイツ語では Bluterkrankheit（英
語では bleeding	disorder）とも呼ぶが，患者を Bluter（英	bleeder）と呼ぶ習慣
には差別的なニュアンスが含まれていることが指摘されている。（もっとも「血
友病」という用語が中立的な客観性を持っているとも思われないが，この病気の
研究が進展し始めた19世紀の半ばにすでに hæmophilia という呼び名への違和感
が表明されている。）

もっとも他の言語に比べてドイツ語は土着の語彙を保持する傾向が強いので，
もともとラテン語から発展したフランス語はもちろん英語に比べても，ゲルマ
ン系の語彙が科学・医学の専門用語に入ってきやすい。一つ例を挙げよう。「帝
王切開」を意味するドイツ語は Kaiserschnitt であるが，英語では cæsarean	
section，フランス語では（operation）césarienne なので，ラテン語の由来をド
イツ語は共有していない。明治27年刊行の『羅獨和医学辞典』が手元にあるが，
見出しに Kaiserschnitt とあり，「皇帝切開術」という訳が示されている。Kaiser
は「皇帝」であり19世紀のドイツ皇帝を意識した訳だろう。「ユリウス・カエサ
ルは帝王切開によって生まれた」という間違った伝説がこの言葉の由来になって
いる，という語源説を受け入れるならば，カエサルは「皇帝」ではなかったので
矛盾が起きる。カエサルがディクタトールとして古代ローマの頂点にのぼりつめ
たのは共和制においてであり，次のアウグストゥスが皇帝としては初代だったと
いう歴史的事実に照らして，「Kaiserschnitt= 皇帝切開術」という訳はその後訂
正されねばならなかった。

ドイツは，一地域にすぎず，その言語・文化がヨーロッパでは普遍性を持つこ
とはなかった。歴史的にその試みがあったことは，ドイツ文化のゲルマン的な
要素を主張するフィヒテの有名な演説や20世紀の不幸な出来事にもみられるが，
すくなくともヨーロッパに由来する自然科学の分野に関する限り，学術的概念の
言語表現は，古代ギリシャ・古代ローマ	にその源を持つ，ということはこれま
で変わらなかったしこれからも変わらないだろう。
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古代ローマが空前の大帝国を築き，数百年の間その力を維持したということが
世界史の中で持つ意味は途方もなく大きいが，言語に絞って考えてみてもその影
響力は大きい。ヨーロッパ各国の言語のうちロマンス諸語と呼ばれているイタリ
ア語，フランス語，スペイン語，ルーマニア語は，ラテン語の子孫と言えるので，
古代ローマの言語的遺産の正当な相続者と言えるだろう。英語の中のラテン語系
語彙は，11世紀以降のノルマン・フランス語の流入を通して入って来たものと，
近代科学以降の発展の過程で新しく採用されたラテン語（あるいはギリシャ語起
源のラテン語）との二系統がある。その多くは hæmophilia のように造語された
ものである。

欧米の現代医学は，上記のような過程で採用され造語された多くの専門用語を
共有していることは多くの例から明らかである。またドイツ文化の地域性に照ら
して，学術の世界でドイツ語が古代ローマ文化のような伝播性を獲得したことも
なかったし，今後もないであろう。現代日本において欧米の最先端の知識を取り
入れる必要上，医学部の外国語教育においてドイツ語が，多くの時間数を割いて
学習すべき有意な一般的価値を持つかどうか疑問である。現代語としては英語を
学習し，医学英語（あるいは日本語の医学専門用語）の理解を深めるためにヨー
ロッパの文化の知識を含めたギリシャ語系・ラテン語系の語源・語形成を学習す
べきだと私は考える。

【ヨーロッパで共有されてきた知の遺産：古代ギリシア・ローマ】
先のカリキュラム改訂でドイツ語が消えた理由にもどろう。ドイツ医学におい

てもゲルマン語系の語彙ではなく，古代ギリシャ語系の語彙を用いて医学用語を
作りそして使い続けてきたのは，ヨーロッパの伝統に従った結果である。つまり
学術の世界では，ヨーロッパのいわば共通言語はラテン語であり，科学に関する
限りラテン語の語彙の多くは古代ギリシャ語に由来するのである。例としては，
clinic（clinicus ← klimikos），atom（atomus ← atomos）などがある。

【明治時代以降に影響力をもったドイツ医学・ドイツ語】
なお，そもそも明治時代初頭にイギリス医学，オランダ医学，ドイツ医学とい

う三つの選択肢のうちドイツが選ばれ結果的にドイツ語が医学の外国語になった
事情に関してはすでに論考がなされている（笠原英彦，「医制制定と医学教育行
政の確立」，法學研究：法律・政治・社会（慶應義塾大学法学研究会 ,	Vol.	57,	No.	6,	
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1999年；吉良枝郎，「明治維新の際 ,	日本の医療体制に何がおこったか：西洋医
学選択の道のり」，日東医誌，Vol.	57,	No.	6,	2006年）；安田健次郎「西洋医学の
伝来とドイツ医学の選択」，慶応医学，Vol.	84,	No.	2,	2007年）。

当初，蘭学の系統を引くオランダ医学派の長州藩とイギリス医学派の薩摩藩と
が拮抗して争っていたが，明治初年の政治的な力も加わり，第三の選択肢が浮上
しドイツ医学で決着した，という経緯も指摘されている。私は生真面目なほど勤
勉で規律正しいドイツ人の医師のふるまいも影響したのではないか，と想像する。

ひとたびドイツ医学が主流になれば，ドイツ語で書かれた文献を読む力が問わ
れることになる。そしてドイツ語の医学用語を覚えることになる。旧制大学医学
部，医学専門学校ではドイツ語が主要科目の扱いであった。解剖学ではラテン語
が重要なので本学でもラテン語が教えられていた時期があったが，表の顔はドイ
ツ語である。多くの若い医師・医学研究者たちがドイツへ留学した。日本で起き
たことを一つ挙げれば，情報の閉鎖性である。これは，ドイツ語を理解する者同
士では知り得ることが，他の者たちに開示されない，逆に，ドイツ語を理解しな
い者は，無知の状態に置かれる，ということを意味する。その典型的な例を作家
の三島由紀夫が作品に残してくれているので，下に引用する。

それは，くもつた早春の寒い朝であつた。私は，自動車で母をそこへ
連れていく道すがら，実に重苦しいいやな気持がした。病院に着いて先
生の部屋に通され，容態を話す問，先生はニコニコして聞いてくれた。
ところが，母の喉元にさはると，先生の顔色は変り，その困惑した表情
は，母にもすぐ分つたやうである，ただちに，もう一人助手の先生を呼
んで，二人で母の喉を触診し出した。ドイツ語で危険を意味するゲフェ
ルリヒといふ言葉が，先生の口から漏れた。私の顔色も変つた。事態は
容易ならないやうに思はれた。

「母を語る―私の最上の読者」（初出『婦人生活』1958年10月号，

『三島由紀夫全集』補巻1巻，新潮社，1976年）

ここで医師が使ったドイツ語 geferlich は，この場面では医師と助手の間の内
密のコミュニケーションのために使われている。明治以来，医学の言語を席捲し
ていたドイツ語は，一般人に対して医学・医療の情報を閉ざす働きをした。上記
はそれをうかがわせるという意味で興味深い。しかしまた同時に興味深く示して
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いるのは，戦前の旧制高校から帝国大学へ進学した学歴を持つエリート，特に三
島由紀夫のようにドイツ語を得意とするものがその閉じた世界をたままた共有で
きた，という事実である。

2. 日本医科大学で「医学英語の語源と語形成」を教える

【ギリシャ語とラテン語の重要性】
日本の医学部でなぜドイツ語をそれほど重視しているのかわからない，という

上記ドイツ人医師の当惑が私の目に自然に思われるのは，欧米で教育を受けた人
であれば，ヨーロッパの学校や学術分野におけるラテン語・ギリシャ語の位置づ
けを自然に理解しているからであり，反面，日本ではそれが自然に理解できない
のは，明治以降の旧制高校・旧制大学の時代から今日まで，英語・ドイツ語・フ
ランス語の3つの現代語を重視する視点が根強いためであり，ヨーロッパ社会の
背景として圧倒的重要性を誇る古代ギリシア・ローマ文化の位置づけが欠落して
いるためである。

【医学英語の語源と語形成】
上記のことから本学の外国語教育改革の可能性を探った結果，2015年より

新しい内容の英語科目を開設することとした。そして私が担当することとした。
「医学英語の語源と語形成」を題目とする授業内容を多数のスライドに盛り込ん
で準備した。当然ながら題目は医学英語であるがその内容は，ギリシャ語系・
ラテン語系の語源や語形成要素を多く含むことになった。私自身は古典語の専門
家ではないので，著名な古典語学者に個人講習を依頼したことや，講習会に出席
したこともあった。古代ギリシャ語については，文法の立ち入った学習をあきら
めたことは致し方なかったが，綴字法や語形成とともに発音に不安を感じた。そ
こで日本人ではなくアテネの大学で古典語を専攻したギリシャ人の若い先生から
直接，指導を受けた。私自身，新たな知識を学ぶ愉快さはあったが，その成果を
学生に提供する喜びがあった。講義で取り扱った内容を示すために，期末試験で
問うた設問の代表例を下に挙げる。

●古代ギリシャにおける「十二指腸」の名称を書け（英語のアルファベットで）。
●「十二指腸」の正式なラテン語名を書け。
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● disease	の語形成を説明せよ。
● atom	および	anatomy	の	tom	の語源は何か？
●「血友病」を意味する英語とその語形成を説明せよ。
●「白血病」を意味する英語の語形成を説明せよ。
●「狂犬病」を意味する	rabies	の本来の意味および	hydrophobia	の語形成を

説明せよ。
●ギリシャ神話に由来する医学英語を3つ挙げて解説せよ。
● helicopter	は語形成上，どこで区切ることができるか。次の3つから1つ選

べ。heli-copter	/	helico-pter	/	helicop-ter
● lung	はゲルマン語，ラテン語，ギリシャ語のいずれに由来を持つか。また

語源的な意味は何か。
●「クリニック」を表す	clinic	の意味をインドヨーロッパ祖語に遡った場合，

何という意味の動詞に由来すると学説上考えられているか。
●「膵臓」を意味する	pancreas	の本来の意味は何か。
● adrenal	の語形成を説明せよ。
●「乳房」を意味するギリシャ語系の語形成要素を使った具体例を挙げ，語形

成を分析せよ。
●「手」を意味するギリシャ語系，ラテン語系の語形成要素を使った英語をそ

れぞれ1つずつ書け。
●「睾丸」を意味する英語の語源を説明せよ。
●東京メトロの「メトロ」が，「子宮」を意味する	metro-	と語源的に同じで

ある理由を説明せよ。
●「陰茎」を意味する英語が「ペンダント」と同じ語源を持つ理由を説明せよ。
● rectum,	rectangle,	erect,	right に共通する語形成上の意味を書け。
● cerebellum	と	cerebrum	を語形成の観点で比較せよ。
● muscle	で使われている指小辞と同じものを持つ英語を挙げよ。
●「心筋」を表す	myocardium	の	myo	の語源は何か？
● autophagy	の	phag	は何を意味するか。またこの要素を用いた臓器の英語

名を書け。
●「皮膚」を意味するギリシャ語とラテン語は何か？
●病気あるいは病的状態を意味し -ism	で終わる英語を2つ挙げよ。
● syndrome（症候群）の	drome	は古代ギリシャ語で何の意味か？
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● immune	の	mune	の語源は何か？
● pathogen	の	gen	の綴りは何を意味するか？
●「マラリア」の語源は何か？
●「インフルエンザ」の本来の意味は何か？
●「帝王切開」は英語で何というか？
●「帝王切開」はドイツ語で何というか？	　　
●「帝王切開」の語源を，古代ローマにさかのぼって詳細に説明せよ。
● deficiency	の	fic	はラテン語の何という動詞に由来するか？また，この動詞

に由来する英語の例を2つ書け。
● introduce	の	duce	はラテン語の何という動詞に由来するか？	また，この動

詞に由来する英語の例を2つ書け。
● university	の	vers	はラテン語の何という動詞に由来するか？また，この動

詞に由来する英語の例を2つ書け。
● section	はラテン語の何という動詞に由来するか？
● suicide	の	sui	の意味は何か？
● suicide	の	cide	の意味は何か？また，cide	はラテン語の何という動詞に由

来するか？
●肉のサーロインを意味する英語を書き，その語形成を説明せよ。
● relapse（再発）のラテン語の本来の意味は何か？
● candidate（候補者）の語源が「白い衣を身にまとった者」である理由は何か？
●周産期内科を意味する英語の「周」を表す要素を英語で書け。
●女性名ナタリーの由来は何か？医学英語の１例を挙げて説明せよ。
● dia-	は	through	の意味であるが	diagnosis	においては何を意味するか？
● walk	up	と	walk	down	の違いは何か？（空間的な上下関係以外の意味を説

明すること。）
●日本語の「代謝」の語義を平安時代以来の伝統的な意味と現代的な意味に分

けて概説せよ。
● heterodox	と	orthodox	の語形成を説明せよ（宗教的な意味も含めて述べる

こと）。
● euthanasia	の語形成を説明せよ。
● normovolemia	の意味を書け。
● capital（首都）と	cape（岬）は共通の語形成要素を持っている。その本来
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の意味は何か。
● autopsy（死体解剖）の語形成要素に aut(o)-	と	-ops	が含まれている理由を

説明せよ。
●「たんぽぽ」を意味する英語の語形成を説明せよ（フランス語および医学英

語に言及すること）。
●「外科」を表す英語を書き，その語形成を2つの要素に分けて説明せよ。さ

らに2つ目の要素を用いた英語の例を2つ挙げよ。
●自転車の「ペダル」の英語と同じ語形成要素をもつ英語の例を3つ挙げよ。
● adrenaline	はラテン語系の言葉である。同じ意味を持つギリシャ語系の英

語を書け。
●「コレステロール」を意味する英語を書き，その語形成を分析せよ。なぜ「コ

レ」という要素が入っているのかも説明すること。
● endorphin	( エンドルフィン ) の元の英語を書け。
●「内因性」と「外因性」を英語で書け。
●「皮下注射」（hypodermic	injection）の略式名は何か？
●「胃摘出手術」を英語で書け。
●ビフィズス菌の英語の由来をラテン語の bifidus にさかのぼって説明せよ。
●現代の日本で日常用いられているカタカナ語でギリシャ語由来のものを５つ

挙げよ。
●ギリシャ語由来の英語には，独特の綴りを持つものがある。独特な綴りを２

種類挙げて，具体例とともに説明せよ。
●ギリシャ語の「人々」を意味する言葉を使った英語の例を2つ挙げよ。
●古代ギリシャ人が想起していた愛・好の概念を表す3つの言葉は何か？
●「欠席する」を意味する英語の語形成を分析せよ。
●語形成要素	dextro-	の反対語は何か。
● hypothesis	の語形成を説明せよ。また thesis という要素を用いた科学英語

の例を1つ挙げよ。
● dystrophy	の語形成を説明せよ。
● anorexia	nervosa	の	nervosa	の品詞は何か？
● homeostasis	の	stasis	は何という意味の動詞から来ているか？
● acquired	（後天性）の反対語は何か？
●中国医学においては，内臓全般を何と呼んだか？
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● pig,	cow	は語源的には何語に由来するか？
● pork,	beef	は語源的には何語に由来するか？
● July	と	August	の語源は何か？
● October	の	Oct-	は8の意味なのに10月を意味する理由は何か？
●ギガバイト，テラバイトの giga と tera について，古代ギリシャ語のそれぞ

れの意味を書け。
● Panta	rhei	の意味は何か？また，この言葉で有名な古代ギリシアの哲学者

はだれか？
● Panta	rhei	の	rhei	と語源を共にする医学英語の例を２つ挙げよ。
●「精液」を意味する英語が，織田信長の時代に日本に設置された教育機関の

ポルトガル語名と語源が同じである理由を説明せよ。
●The	Oxford	English	Dictionary	の最大の特徴は何か？
●The	Oxford	English	Dictionary	の略号は何か？
●編集主幹	Sir	James	Murray	は初版全10巻が完成したとき存命だったか？

多くの学生が良い答案を提出し，「優」の評価を受けた。ほぼ満点に近い「秀」
の評価を受ける者が毎回3名ほどいた。医学部の学生であれば当然知っていなけ
ればならない知識に不備がある学生は再試験を受けることになった。syndrome
を	syndromとするなど，綴りの誤りは微細なものであっても当然ゼロ点とした。　
他方，「外科的処置＝ surgery」	について，その語形成を２つの要素に分けて説明
させ，さらに後半の要素を用いた英語の例を２つ挙げさせる」という設問は一見，
難しそうに見える。しかし講義を聞いていれば容易に答えられるはずだ。kheír

（= 手）	+	érgon（= 仕事）で成り立っており，外科は「手を使った仕事」という
意味に基づく。ergon から英語の energy や allergy が作られた。このように広が
りのある知識を講義したが，まじめに講義を聞かず直前の準備で試験に臨んだ学
生には歯が立たない問題も出した。また，ギリシャ語の「人々」を意味する言葉
を使った英語の例を2つ挙げよ，という問題は，医学英語の epidemic,	pandemic
を構成するギリシャ語由来の dem が，民主主義を表す	democracy の demo と同
じであることについて問うものである。医学英語から古代ギリシャそして現代日
本語への広がりに関心を向けさせる一つの試みであった。

医学用語には長い歴史の残滓が絡みついており，決して数学や物理学で用いる
記号のように形態と意味の関係が自明ではない。リューマチを表す rheumatism
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の語源的な意味はなぜ「流れる」なのか。インフルエンザを表す influenza がな
ぜイタリア語からもたらされた病名であるにもかかわらず英語の influence と「影
響」という意味を共有しているのか。帝王切開を表す caesarean	section はなぜ
ローマの政治家ユリウス・カエサルの名前を含んでいるのか。このような質問に
対して答えるためには，古い時代の学説や自然観，伝説や迷信に言及しなければ
ならない。

【ヨーロッパの視野の中で見た英語】
ここで付け加えなければならないことがある。上記は当然ながら英語科目なの

で，あくまで英語の文脈の中で講義した内容である。そのために，イギリスや
ヨーロッパに関して私自身が長年，培ってきた言語文化の理解が試されることに
なった。当然ながらインド・ヨーロッパ祖語を源流とする諸言語を見渡す数千年
の視野を持たねばならない。また，古代ギリシャ語・ラテン語とは異なるゲルマ
ン諸語の系統も視野に置かなければならない。英語の骨格を成すものはゲルマン
系のアングロサクソン語（いわゆる古英語）であること，また，中英語から近代
英語へと発展する中で起きた歴史的事象を取り上げた。医学英語と直接関連は無
いものの，重要な講義内容である。その概略は以下のとおりである。

第一に，英語の地理的な源をたどるとき「大ブリテン島」という答え―簡便
な言い方では「英語の源は英国だ」という答え―が粗雑だということは学生に
は基本的な学習事項として学んでほしかった。英語が大陸からブリテン島へもた
らされる前のケルト民族の存在は，学生にとっては目新しい知識だったようだ。
そして子供時代に慣れ親しんでいたアーサー王の物語において円卓の騎士たちが

（少なくとも伝説上）戦っていた相手は，大陸から渡って来て彼らの国土を侵略
しようとしたサクソン族であり，まさに「英語」をもたらした「イギリス人」だっ
たという事実も，医学部の学生には興味深かったようだ。また，マクドナルドの
Mac は「息子（さらには子孫）」を表すケルト語だ，という知識は，歴史に目を
向けることが逆に現代を新たな目で見る視点をもたらしてくれる。

現代のデンマークから北ドイツにわたる地域に居住していた部族が，いわゆる
ゲルマン民族の大移動の一環で大ブリテン島へやってきてブリトン族を追い出
し，7つの王国を作った。そのことが英語史で一つの重要な出来事だったとすれ
ば，もう一つの重要な出来事を忘れてはいけない。デーン人（いわゆるヴァイキ
ング）の襲来である。8世紀末から11世紀半ばまでの数百年間，アングロサクソ
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ン人たちがどれほど恐ろしい環境に置かれていたかということを想像することは
英語学習とは何の関係もなさそうに見える。しかし，window,	sister,	 they,	など
かなりの数の基本英単語が古ノルド語（Old	Norse）つまりデーン人が話してい
たスカンジナビア系言語に由来することを知れば，言語の発達の一場面（この場
合は異言語の語彙の流入）が，政治や軍事などの生々しい人間活動と深く関係し
ていることに気づくことになる。ある日突然，異民族が海を越えてやってきて，
沿岸の村や町を襲撃する。それが何度も繰り返される。略奪の被害を避けるため
に，異民族との交渉が行われる。ヴァイキングへの土地の移譲（Danelaw），そ
して戦争を回避するために金銭（Danegeld）が徴収され支払われたことはイギ
リス史では重要な知識であるが，英語史においては，異民族の語彙が英語に入っ
て来たという意味で重要な知識である。しかしながら，「入って来た」というと
りすました表現は，英語史研究家に任せておきたい。学生はもっと複合的な文化
的，社会的，人間的な視点でこの歴史的事実を学んでくれたものと想像する。

政治的軍事的な出来事が言語の発達に大きな影響を与えるという意味で，英語
史における決定的な最後の出来事は，アングロサクソン王朝が滅び，フランス語
を話すノルマン王朝がイギリスを支配したことである。もっと直接的な事実に絞
れば，王位をめぐって行われた西暦1066年10月14日の戦闘の中で，ハロルド
の軍隊が，王位継承権を主張してノルマンディーから軍を進めてきたウィリアム
に敗北したことである。私は戦闘が行われたヘイスティングズを訪れたことがあ
る。そこに小一時間ほど佇み，たった一日の出来事を想像してみた。王が矢に当
たって即死したとすれば，そのときイングランドの支配が，アングロサクソン語
を話す王朝からフランス語を話す王朝へ変わったのである（Norman	Conquest）。
そしてこの軍事的な出来事が，その後の英語の発達を決定づけた。したがって結
果から見れば，ハロルドが戦死した瞬間に，あるいはノルマンの一兵士が矢を
放った瞬間に，アングロサクソン語（Anglo-Saxon）から英語（English）が芽吹
いたのである。（英語学者の多くが Anglo-Saxon をしばしば Old	English と呼び，
その次の段階を Middle	English 等と呼んで区別するが，これは粗雑で矛盾をは
らんだ呼び名である。）

その後，何代にもわたってイングランド王たちはアングロサクソン語ではなく
フランス語を話し続けた。宮廷をはじめ，法廷，学校，教会では三百年以上に
わたってフランス語が話され，多くの公文書がフランス語で記述された。（この
あたりの当時の事情については David	Crystal の優れた解説がある［The	Stories	
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Of	English ,	Allen	Lane,	2004］）そして，一般庶民を構成するアングロサクソン
人たちはアングロサクソン語を使い続け，ノルマン系の支配階層はフランス語を
使い続ける，という言語的二重構造が社会の中に発生した。その中で，数百年の
時間をかけて「融合」という作用が両者に働いた。次第にアングロサクソン語に
多くのフランス語が取り込まれて語彙が豊かになり，文法や文構造も変化してい
く中で現代われわれが見ているような英語の形が整った。英語史では，この段階
の英語を Middle	English（中英語）と呼び年代を1100-1500ごろとしている。し
かし，ノルマン人の支配が1066年に開始されたとしても，上記のような言語的
二重構造が長く存在し続け，そこに社会階層の二層化が反映されているとすれ
ば，1100年の時点で Middle	English がすでに一つの形をとっていたとは考えに
くい。言語の変化には長い時間が必要であり，それを話す人間の社会も複合的に
変化する。少なくとも前期に関する限り混在，接触，合体，融合の時期だったの
ではないだろうか。

【古フランス語とラテン語の影響】
考えてみれば，ノルマン王朝が用いていたノルマンフランス語，あるいは古フ

ランス語は，俗化したラテン語を基盤としゲルマン語系のフランク語の影響を受
けて発生した言語である。ノルマン人の源流は北欧でありゲルマン系であるが，
フランス人との混血が行われたという点ではケルト系のガリアとも関係がある。
このようにフランス語は，それ自体，複合的な発達の経緯を持っている。英語は，
本来はドイツ語やオランダ語などと同様にゲルマン系言語に位置づけられるが，
上記に述べた1066年以降の社会的構造変化の経緯と語彙の分布を見る限りでは
混成言語と言えないこともない。そして興味深いことは，自らの言語フランク語
を基本的には手放したフランク人が移動先の土着の俗ラテン語を受け入れてフラ
ンス語を発達させたのとは対照的に，英語の場合，大ブリテン島にやって来た外
来の民族が自らの言語をそこに定着させ，さらにそこに到来した外来の王朝が自
らの言語を土着の言語に融合させたことである。

【lung の語源をめぐって】
ゲルマン系，ラテン語系，ギリシャ語系の語彙をある程度相互に区別できるこ

とは，私が医学部の学生に期待することである。ゲルマン系とそれ以外のいわば
外来語を区別する意味で，講義で必ず取り上げるのが lung の語源である。肺を
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意味する英語の lung はもとはゲルマン語系（lungen）であり，語源的には「軽
い」を意味することは学習に値する。臓器としての肺は，その見た目の大きさに
比べて重量が軽いことがその由来である。しかし，古代ギリシャから古代ローマ
に受け渡された医学の知識がラテン語を用いて体系づけられヨーロッパの各地の
医師・医学研究者に浸透していった過程をよそめに，ゲルマン系の語彙として，
あくまで日常語として残った lung の語源を紐解くことはおもしろい。また，一
旦過去の語源へ目を向けたうえで，現代にもどることもおもしろい。方言あるい
は肉屋の隠語で lights という言葉があるが，これは家畜の肺臓を意味する。現代
英語で，文字通り「軽い」を意味する light と語源も語形も同類である。

【英語に関する知識の様々】
ゲルマン語，ギリシャ語，ラテン語，フランス語，そしてわき役の古ノルド語

やケルト語も加わったオンパレードで繰り広げられる「英語」の舞台は壮観であ
る。私は興奮の一部を学生と分かち合うことを望んで講義を行った。そしてそれ
はうまくいったと思う。しかしこの感動の共有は，知識の共有によって生まれた
ものである。このような言い方には少し注釈が必要だ。「興奮」や「感動」は上
から下へ働きかけるものなのかどうか。もしもそのように見るならば，そこには
重力の助けを借りてハンマーを上から下へ打ち下ろすような一方的な安易さがあ
る。そのような見方は，おそらく生徒を下に見ていることから来るのだろう。熱
血先生の「熱」は熱ければ熱いほど下に沈んで冷え込んでいく。私は単純で，人
類が生み出して後世に残してくれた知識の遺産を共有するだけでよいと思う。学
生の前に立つ教師は，学生の上ではなく同じ位置から共にこの知識の遺産を見上
げることでその役目の多くは果たされると考える。そしてそのことを可能にする
ためには，教師はたえず勉強し，学生の前に知識の遺産を差し出す力を磨かなけ
ればならない。実際，日本医科大学の担当授業では，各学期末の試験で，上記の
ような内容の記述問題を出してきたが，ほぼ完ぺきな答案を提出する学生が毎年
数名いた。「よくできました。マル，合格。」という評価ではなく，「ヨーロッパ
2千5百年の知識がよく共有されている」と，私は学生を評価する。そして知識
が共有されていることは，知識を共有する感動も共有されていることも期待でき
る。私は答案の余白にメモされた学生の感想でそれを感じ取ることができた。
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【近代科学の始まりと科学用語】
ここまでギリシャ語，ラテン語，ゲルマン語の系統に照らした語源・語形成を

述べてきたが，実際のところ，現代の医学あるいはさらに広く科学において用い
られている英語の専門用語は，ほとんどが近代に作られたものだということが言
える。しかしもっと正確に言えば，２つの系統をたどることができる。

第一に，古代においてすでに獲得されていた科学的概念および用語が，近代に
なって英語として確定したり，新たな意味を伴って開花した言葉の系統。「膵臓」
を表す pancreas は古代においてギリシャ語で作られたが，ほぼそのままの形で
歴史的に残り，のちに英語として確定したものである。また，古代において概念
としては獲得されていたものの，近代科学の発展の過程で新たな意味が吹き込ま
れた atom や ether のような言葉がある。

第二に，近代以降，新しく獲得された概念を表すに際し，ギリシャ語系ある
いはラテン語系の要素を用いて形成された言葉の系統がある。（hæmophilia，
sublingual	 immunotherapy,	etc.）。新たに発見された科学的概念に用語を与える
にあたって，学術の世界でいわば共通語として伝統的に用いられてきたギリシャ
語系・ラテン語系の言葉あるいは語形成要素を用いて造語が行われた。すでに学
術的抽象概念を表すための言語的体系を持っていたラテン語の役割は大きい。日
常の手あかにまみれた土着語（アングロサクソン語系の語彙）を避けたという意
味もある。近代日本において西洋から移入された科学用語に訳語を与えるにあ
たって，やまとことばではなく，漢字を用いたことと似ている。	

【中高における英語教育】
こんなことをここで強調する必要はないかもしれないが，医学部で前述のよう

な科目を担当する立場から中学校や高校を見ると，そこで教えられている英語は
知識の規格品だと言える。学習指導要領に基づく授業では，学習すべき知識・技
能は細かく項目分けされており，区分された知識の集積は学習内容という人工物
として生徒に提供される。生徒はそのレールの上を懸命に走っている限り，一定
の成果はあがる。実際，一定の効果は上がっている。日本語とは文法体系も語彙
も発音も異なる外国語を生徒に教えることは一大事業であり，冠詞のはたらきや
構文，r と l の音の違いを説明するのは並大抵の仕事ではない。

しかし，規格品の限界は，規格に対応していないものを処理できないという点
である。教室でそれを感じる機会がよくある。例えば，なぜ character，keep，



（21）

car に含まれる [k] の発音がそれぞれ ch,	k,	c という異なる文字で綴られるのか。
これは中高生にとって自然な疑問だろう。しかし，答えられる教師は少ないよう
だ。私が学生に中高での経験を尋ねると，驚くことに何人かの学生が次のような
ことを語ってくれる。教師に素朴な疑問を投げかけると，疑問への回答ではなく，
次のような言葉が返ってきたとのことである。「それは私にはわからない。しか
しそんなことは考えなくてよい。」すなわち，まさに目の前に見えている綴りに
潜むギリシャ語，古英語，フランス語の由来などは学校で教える英語指導の項目
には含まれないからだろう。そんなことに係わっていては英語の授業は進まない
し，入試の準備にもならない。they が英語本来の語彙ではなく古ノルド語に属
していること，さらにヴァイキングの生々しい侵略の歴史まで語る必要はない。
しかし，教師が前述したような規格品としての英語知識の集積しか持ちえないと
すれば，生徒もそのようなものとしてしか英語を見ないだろう。この傾向が大学
へも押し寄せてきていることを私は危惧する。そして長い大学勤務の中でそのよ
うな傾向に流された末，ようやく現在のような認識に到達し，その実現が本学で
可能になったことを幸運に思う。

多くの大学で「TOEFL 対策」などという授業科目を正規のカリキュラムで
教えている。しかも英語科専任教員の担当である。私の考えでは，ジムのインス
トラクターのような役目を持ったアシスタントが大学の片隅の語学訓練センター
などで行うことだと思う。あらゆる教師は前述のような「知識の遺産」の継承者
であるはずだ。そのような意識を持てば，授業に潤いと豊かさが生まれるに違い
ない。

【近代日本の始まりと外国語学習の意義】
ここで少し話を戻し，江戸時代から明治時代への転換の時期に，医学の世界に

何が起きたか，特に医学知識の習得形態にどのような変化が起きたかを少し垣間
見てみよう。端的に言えば，明治の初年以降，医学を志す者にとっては外国語と
の格闘が絶対に避けて通れない試練になったのである。しかもそれは，日本語と
は語彙も文法体系も大きく異なる言語であった。

もちろん江戸時代，儒学，特に朱子学が学問の本流と定められる中で，蘭学は
一部の学徒や学者の大きな関心を集めていた。そして西洋医学の知識に触れて和
洋の水準の差を目の当たりにした者は，出島のオランダ商館という窓口を通して
ヨーロッパから知識を得ようとした。そしてオランダ語という言語の学習に取り
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組まなけれなならなかった。
明治になってすぐにオランダ語がドイツ語に取って代わったことは前述の通り

である。ドイツ語をはじめとするヨーロッパの言語を学習する必要性は，明治初
期の国家的な方針転換が大きな引き金になっている。特に医学に関しては，明治
初期に劇的な転換が起きた。それは，医師の資格制度などなかった時代，つまり
武士身分である典医など世襲の医者を除けば医師養成の教育制度も整備されてい
なかった時代の終末に起きた転換である。まだ戊辰戦争の煙も消えない明治元年
に樹立された明治新政府は，次のような布告を公布して，医学のあるべき姿を打
ち出している。

医師之儀、人之性命ニ関係シ、実ニ容易ナラザル職ニ候　然ルニ近世不学
無術ノ徒、猥リニ方薬ヲ弄シ生命ヲ誤リ候者、往々少ナカラズヤニ相イ聞ク

帝国議会という立法府ができるまであと22年を待たなければならなかった当
時としては，この「太政官布告」は一定の法的機能を持っていた。俄作りの政府
が早くも明治元年において，旧幕藩体制における旧習を反省し，新しい国家体制
における医学・医療のあるべき姿を打ち出したことに驚異の念を感じざるを得な
い。そして上記の布告に続いて次々と，西洋医学に基づく医療の制度や医師の養
成のための方策が打ち出された。医師の資格制度は必須であるとの認識のもとに

「医術開業試験」が開始されるまであとわずか7年であった。そしてそれにいち
早く呼応するように，2年後の明治9年に開設されたのが本学の前身，済生学舎
である。

西洋医学に舵を切った以上，ヨーロッパの言語で書かれた医学の原書を読まな
ければ始まらない。そして日本の医師・医学研究者たちは，主にドイツ語の原書
から医学知識を読み取ろうとしたが，そのとき行われたのが外国語から日本語へ
の翻訳の作業である。西洋の知識を学び，国内に取り込もうとするときに，自国
の言語に適切に「訳する」という作業を大がかりに行った国は，当時のアジアの
中では日本が唯一である。自国の言葉に置き換えたり，適当な日本語がない場合
には造語して目的を達した。ふさわしい言葉が見当たらないために新しい漢語を
考案した例としてしばしば「哲学」（← philosophy）が挙げられるが，医学にお
いては，「血友病」のような医学用語が多く生み出された。外国語とともに日本
語との格闘も求められた。すでに述べた通り「割腹切開術」→「皇帝切開術」→「帝
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王切開」と推移し，医学用語として定着するまでのプロセスは西洋医学の知識だ
けでなく言語との取り組みの歴史を物語っている。

なお，上記のような文脈における明治元年という年の重要性は，おそらく政治
的な意味での重要性である。つまり，江戸時代の後期においてすでに，優秀な学
徒・学者たちが西洋に対して目を大きく見開いていたのである。しかもそれは医
学の実際的な知識に限らず，その背景にある優れた自然科学の知識，さらには古
代ギリシャから積み重ねられてきたヨーロッパの学問と道徳の遺産に対しても鋭
く反応する目であった。

そのような目を持っていた一人に幕末の蘭学医緒方洪庵がいた。彼はドイツの
医師フーフェラントの著書をオランダ語訳で入手し，それを日本語に訳した。そ
の中で説かれている医師の心掛け12条は，『扶氏医戒の略』として明治時代の医
学を志す人々の精神的な指針となり，そこに打ち出された思想は本学の学是「克
己殉公」のもとになっている（日本医科大学医史学教育研究会，「フーフェラン
トの「医戒」と済生学舎の建学の精神について」，『日本医史学雑誌』第57巻第
2号，p.	183）。学是に表現されている高邁な思想は，本学の学是として定められ
た大正期はもちろん緒方洪庵の生きていた武士の世にさかのぼっても激烈にすぎ
るように思われるが，まずは，「医戒」の対応する部分を引用しよう。

医の世に生活するは人の為のみ、おのれがためにあらずということを
其業の本旨とす。安逸を思はず、名利を顧みず、唯おのれをすてて人を
救はんことを希ふべし。人の生命を保全し、人の疾病を復治し、人の患
苦を寛解するの外他事あるものにあらず。	

医師は，自分の安逸や利得を顧みず人を救うことを第一とすべきだ，という教
えがここでは誰の目にも簡明に表現されている。「多事あるものにあらず」とい
う決然とした言葉は，学是に込められた厳粛さに直結しているように思われる。
ところが，ドイツ語の原文と比較してみると，おそらく緒方洪庵があえて訳出し
なかった個所が浮かび上ってくる。

Leben	für	andere,	nicht	 für	sich.　Das	 ist	das	Wesen	seines	Berufs.　
Nicht	allein	Ruhe,	Vortheile,	Bequemlichkeiten	und	Annehmlichkeiten	
des	Lebens,	sondern	Gesundheit	und	Leben	selbst,	ja,	was	mehr	als	dies	
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Alles	ist,	Ehre	und	Ruhm,	muss	er	dem	höchsten	Zwecke,	Rettung	des	
Lebens	und	des	Gesundheit	Anderer,	 aufopfern.	 (Christoph	Wilhelm	
Hufeland，Enchiridion	Medicum)

ドイツ語の直訳はここではあえてしないが，簡単に内容の組み立てを記
すと，上記の引用個所は，「人の生命と健康を救うために，ＡだけでなくＢ
も，さらにはＣさえも捧げなければならない」とある。Ａ＝ Ruhe,	Vortheile,	
Bequemlichkeiten	und	Annehmlichkeiten	des	Lebens（安逸，利益，安楽，生活
の便宜）であり，Ｂ＝ Gesundheit	und	Leben	selbst（自らの健康と生命）であ
る。問題は C の部分である。緒方洪庵の訳ではさらりと「名利を顧みず」とあ
るが，原文では C に最大の重みが置かれている。フーフェラントは，A と B に
続けてさらに何を捧げるべきだと言うのか。それは，Ehre	und	Ruhm（栄誉と
名声）だと言うのである。自分の利益や安楽を後回しにして人のために尽くすこ
とまでは目標として目指すことはできるかもしれないが，自分の栄誉名声さえも
後回しにできるかどうか。物質的なものではない分，不可能ではなさそうに見え
るが，現実の場面を思い描いてみると，非常に難しいように思われる。

そこで私が考えるのは，江戸時代の末期，多くの医師が武士身分であり，ある
いは町医者であっても時代柄，武士道的な精神が浸透していた社会にあっては，
名誉が最後の精神的支柱であったという点である。名誉を失いたくない，面目を
保ちたい，あるいは名を後世に残したい，そしてそれが保たれさえすれば，命
を失ってもかまわない，という武士道的な生き方に照らせば，フーフェラント
の「名誉名声さえも」という過酷な要求は受け入れがたいのではないか。ドイ
ツ語原文にはあって「医戒」の中に訳出されていない個所つまり	"ja,	was	mehr	
als	dies	Alles	ist,	Ehre	und	Ruhm"（「そうだ，これらすべてのものよりもさらに
重要なもの，栄誉と名声も」）は，どうしても武士の身分であった医師緒方洪庵
には受け入れがたかったのではないだろうか。（もちろん緒方洪庵が参照したオ
ランダ語訳が問題になるのだが，オランダ語でもドイツ語原文と変わらないこと
を私は確認した。）他方，ヨーロッパの文化的，社会的，あるいは宗教的伝統を
受け継ぐフーフェラントの，医師の高邁な目標を達成するのならば他のあらゆる
ものを無に帰しても厭わないような過酷な精神は，日本には浸透しなかった，と
考えることもできるのではないか。そして，最も重要な精神が退けられたまま，
実際的な知識や教訓だけが都合よく受け入れられたのであるならば，まだまだ，
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ヨーロッパから多くの学ぶべきことが残っていると思われる。
ここで以上の内容を外国語の重要性に引き当てて結論付けたい。ヨーロッパの

知識を理解するためには日本語への翻訳は有効であるが，その背景にある精神を
取りこぼすことなく理解するためには原書に直接あたって言語を緻密に吟味する
ことが重要だと思われる。

私は最後の学年の定期試験で，上記のドイツ語の一節を暗唱させる試験を課し
た。知識の暗記ではなく，原文の暗唱には，反復訓練が必要である。スポーツや
音楽の演奏などで求められる「体で覚える」という試練が重要である。このこと
については，残念ながら本学在任中に十分なことはできなかった。しかし，学生
に贈るメッセージとして授業中に何度もその大切さを説いたつもりである。私自
身は，上記のドイツ語をすべて暗唱しており，時々，駅で電車を待っているとき
の中途半端な時間などに小声で口ずさんだりする。医者という主語を別の職業に
置き換えて読むこともできるので，これはすべての人のための言葉だということ
ができる。

3. 古い過去の記憶をたどる

【医学研究者との接点：小学生の頃】
医学の専門家ではない私はこの10年間，医学部に身を置いていたわけである。

しかし現在のことをしばらく措いて，古い記憶をたどってみると，意外にも私と
医学者とのいくつかの偶然の接点が思い起こされる。

その一つは，子供時代に遡る。近隣に「服部さん」という人がいて，母が非常
に親しくしている人だった。我が家では「服部さん」という名前をよく聞いたの
で，しばしば家内で話題になったことや，行き来がよくあったことは確かだ。福
岡市の郊外ではあまり見かけないような気品のある40歳くらいの奥さんだった
ことを記憶している。ご主人については九州大学医学部の助教授ということは聞
いていたが，あるとき金沢の大学へ教授で迎えられることになり引っ越しの準備
に忙しくされていた。当時，私は小学6年生だったはずだ（年表を参照すると教
授着任が昭和44年4月となっているため。）その引っ越し準備の最中に母に連れ
られてご自宅に伺ったが，そのうち子供ながらにゴソゴソと屋敷内を探検したく
なりついにはご主人の書斎へ入りこんでしまった。書棚には和洋の医学書が重厚
な趣の書棚に収まっていた。誰もいないことを良いことに私は何気なくその分厚
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い一冊を手に取って開いた。そこには奇怪な病気の症例を映した白黒写真がたく
さん掲載されていて，子供の目にはすこしショックだったことを覚えている。そ
の後，金沢から達筆で書かれた奥様の手紙が何度か届き，母はそれを見せてくれ
たり話題にしたことを記憶しているので，よほど親しかったことと思う。金沢大
学教授となられたご主人とは一度もお会いすることはなかったが，血液学の権威
で，白血病に対する骨髄移植療法の開発に貢献された服部絢一教授ということを
後で知った。それを知ったのは，教授の書斎にゴソゴソ入りこんだ日から何十年
もあとのことだった。

【中学から高校へ】
中学時代について，私の現在の学問的関心との関連で思い出すことは，ほぼ

毎日音楽に没入していたということだ。自宅ではバロック音楽（ルクレール，
テレマン，アルビノーニなど）にまずは沈み込んだ。音源は主にNHK-FM「バロッ
ク音楽のたのしみ」であった。皆川達夫の解説は，ヨーロッパの音楽芸術に関
する高度な知識を精度の高いふるいにかけて提供してくれるものであり，単に
音楽への導入という意味以上のものがあった。最高の芸術に触れているという
実感があり，中学生の私は強く引き込まれた。この番組は記録を調べてみると
1965年～ 1985年とあるから，比較的初期の放送に接していたことになる。図書
館から幾度も借り出して読んだ『大音楽家の肖像と生涯	』（音楽之友社）が手引
書となった。特段に編者・執筆者の見識が示されていたのかどうか思い出せな
いが，地味な文章で堅実にまとまめられておりこの種のものでは解説書の古典
だと思う。

香椎中学ではブラスバンドでトロンボーンを吹く一方，独学で楽曲の分析や作
曲技法を勉強した。私は叶わなかったが，環境が整うならば，そして音楽の道へ
本気で進むのならば，一般的な指針としては，早い時期に優れた教師について勉
強すべきだと思う。学校には馬頭徹夫という音楽の先生が，吹奏楽では有名な博
多第二中学から赴任してこられ，ブラスバンド部の顧問として優れた指導をして
くれた。着任した直後の最初の授業で「馬頭という名前は，ふるくは黒田藩に仕
える武家の家系に受け継がれた名前であり，殿様の毒見の役を代々，仰せつかっ
ていた。私がいま生きているのは，殿様に毒が盛られることが無かったからだ」
という冗談交じりの自己紹介をして生徒たちを笑わせた。音楽家にありがちな神
経質なところは無く，人間的にも潤いと深みがあった。音楽の先生というだけで
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なく作曲家としても知られており，その代表作は時折各地で演奏されていたよう
だ。私が作曲したどうしようもなくバロックじみた曲を見て顔をしかめた先生は
少し修正の提案をしてくれたが，県内の中学のコンクールに出して入賞したのは
われながら不思議である。香椎中学は福岡市の郊外に位置していたが，歴史的に
は博多の旧市街の外側に位置し，博多湾を望む雰囲気のよい地域だった。生徒も
先生たちものびやかだった。ノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典博士が
10年前に通っていた頃はもっとのどかだっただろう。

私の音楽志向は次第にバロックからはなれ，バッハからブラームス，マー
ラー，リヒャルト・シュトラウス，さらにオネゲルまでへと進んだが，高校へ進
学する頃は文学の方へ関心が移っていった。

【近現代詩を読む】
高校時代になって日本の近現代詩を読み始めた。伊東静雄，三好達治に始まり，

那珂太郎，田村隆一，蔵原伸二郎などを含めて現代詩をあれこれ読んだが，もっ
とも共感したのは金子光晴である。代表作「灯台」「落下傘」「おっとせい」など
の中に，鬱屈した高校時代の気分と重なるものを感じた。この作品は1930年代
の軍国主義的な時代背景の知識を織り込みながら読むと，その重い雰囲気と絶望
的な孤独感が伝わってくる。しかし私自身これから何かを切り開いて行かなけれ
ばならないという現実の課題に向き合い始めたとき，その詩行は沈黙し始めた。
それがまた語り始めたのは後年になってである。

メタファーが持つ強烈な威力は動かしがたかった。メタファーは詩の世界へ入
るための切符である。当時，この詩人は高齢ながらご存命だったが，なにやら愉
快に過ごされているように見うけられた。詩人が影響を受けたアルチュール・ラ
ンボーの短い生涯と比較しながら少し不思議な気持ちになった。そして思ったの
は，この詩人にとって決定的だったのは青年期に大正デモクラシーを経験したこ
とではないか，ということである。現状への反発が自由への渇望を原動力として
いるとすれば，金子光晴は，その自由を一度経験した詩人だ。それが無い人は何
を求め何に抗うのだろう。しかしやみくもに自由を求めて福岡から高知，京都さ
らに東京へと移住してきた私が，後年，東京で，金子光晴が住んでいた町，吉祥
寺に住むことになろうとは！

福岡高校では，「現代国語」と「古文」担当の山本哲也という先生の授業を受
けた。実は，先生という呼び方は，私の心になじまない言葉だ。私の中では，詩
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人山本哲也であった。私の思い出の中で「詩人でもあった教師」として生き続け
ている。また，何かを「教えられた」という認識とともに思い出せるほぼ唯一の
教師である。その授業は，そこに漂う張り詰めた感覚や，生徒の中に食い込んで
くる言語の「起爆性」という点で独特だった。当時，興味が音楽から文学へ移り
はじめ，図書館で片っ端から現代日本詩人の詩集を読んでいた私にとって，学校
の授業が教育課程という形式を超えて本当に何かを教えてくれる，という実感を
持った数少ない授業であった。

この詩人 = 教師は1962年に第3回現代詩手帖賞を受賞しており，すでに数冊
の詩集を出していた。（今は多くの作品を現代詩文庫『山本哲也詩集』［思潮社，
2006年］で読むことができる。以下引用する詩はこの詩集に収載されている。）

授業で取り扱ったものとして覚えているのは，芭蕉の紀行文，萩原朔太郎をは
じめとする近現代詩，小林秀雄の批評文，安部公房の「詩人の生涯」などである。

『野ざらし紀行』の「汝が性のつたなきをなけ」を論じるあの甲高い声が今でも
聞こえるようだ。

その授業が目指していたのは，読む，読む，ただひたすら読む，ということに
尽きる。「いかに読むか」と言った方法論によるのではなく，テクストに頭と体
をぶちつけるといった読み方で，その向こうにあるものが見えてくるまで読み込
む，という，まるで太古の人間が芭蕉の紀行文を前にしたらこんな読み方をする
のではないか，と思われるような真正面からの読み方だった。頭の端っこでとが
りながら読みたがる評論家・研究者の読み方とは違っていた。詩人にとって「存
在そのものが矢印」なのだとすれば，読むということは，テクストの中に記され
た不可視の矢印の先を探る試みだと言える。（「存在そのものが矢印」は詩集『一
篇の詩を書いてしまうと』の同名の詩より）。そのために教室で何が行われたか
というと，質問の機関銃射撃だ。そして，生徒が死んでいるのか生きているのか
をたしかめるかのように，ひとりひとり生徒を名指ししていった。テクストの一
節からある語句を取り上げてその意味やニュアンスを問う質問だったが，その多
くは即座には答えられない難しいものだった。名前を呼ばれた生徒が無言でいる
と次の生徒へ，また次の生徒へと狙い撃ちしていった。熱心な生徒は，先生から
冷ややかにスルーされたくないので，「あーっと，この箇所は…」とか「そのお，
芭蕉は…えっと…」などと言って，何か答えようという意志表示をしたものだっ
た。たどたどしい回答でも先生は耳を傾けた。示された回答から新たな視点を引
き出し，「読み」を展開することもあった。しかし，不注意や慢心に基づく回答
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に対しては手厳しい論評を加えた。山本哲也の授業を受けたことのある生徒なら
ば二つの決まり文句をきっと覚えているだろう。「でしょうか？」と「ご冗談でしょ
う！」である。

あるとき，同級生の一人が一冊の詩集を私に見せた。それは先生が貸してくれ
たもので，誰にも言わないようにという口止め付きで渡された，とのことだっ
た。なぜ彼に貸す？―という若干の嫉妬とともに，あえて口止めをやぶる彼を訝
しく思った。しかし彼は先生の授業に熱心に誠意をもって臨む生徒として際立っ
ていたので，先生の意図は推し量れた。その詩集を手に取ってパラパラとめくっ
た私の目に，一篇の詩の最初の数行が目に留まった。それは，

	 ひとつの事実をひとつのことばで
	 いいあらわせると信じている者よ
	 さようなら。

というものだった。その3行はあまりに印象的で，先生の作品に触れた最初だっ
たためか私は即座に記憶しその後も忘れることはなかった。特に「さようなら」
という言葉のそっけなくも決然とした響きが，教室で先生の発する言葉の鋭い語
調につながっているように思われた。（後年，それは『夜の旅』という詩集の同
名の詩だということを確認した。）

先生は，教師の軸から突如，詩人の軸に飛び移ることがあった。そして詩人の
軸は，峻厳な極であった。ある日の出来事を今でも覚えている。テクストの読み
に教室中が没頭している中で，ある生徒が先生の解釈を突っぱねるような態度を
取り始めた。ここでは O 君としておこう。本人に悪気はなく，日常でもしばし
ばそんな態度をとる生徒だったが，先生は厳しく反応した。口論は，授業終了の
ベルが鳴った後に再燃した。先生は教卓からO君のところまで行き隣の席に座っ
て至近距離から言葉の射撃を始めた。O 君も負けてはいない。そのうち彼は，「そ
れは自明のことです」と先生の論拠があたかも無価値であるように否定して反論
した。もうだめだ。国語教師を追い払って言語の野原に自足させることはできる
かもしれないが，詩人はだめだ。詩人の背後にはいつも言語の極地がある。それ
を詩人はしばしば空隙としてとらえる。それは「よるべのないくらがりの空洞」
であるがゆえに「遠い未来にたどりつく自由」をもつ「喉」であったり（「声」『夜
の旅』），言葉ではふさぐことのできない「隙間」だったりする（「黒い大きな家」
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『一篇の詩を書いてしまうと』）。詩人は連呼する―

　　	 電話してください
　　	 電話してください

しかしどこへ？だれへ？という問いかけに

　　	 不明の裂け目に電話してください
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ゲーム　8」『連禱騒々』

と答える。それでも詩人は「あらたな絶望にむかって」出かけるのだ―

　　	 事実とことばの細く長い間隙から
　　	 あらゆる形を拒みつづける空の廃墟へ。
	 	 	 	 	 	 	 「夜の旅」

振り返っていま目に浮かぶのは，教師と生徒の間で行われる言葉の応酬合戦を
気遣っていたクラスの皆の様子だ。皆は各自，席から腰を上げ，二人の様子を遠
巻きに見ながら教室から退出していった。その後その「事件」について論評した
り話題にしたりするものは誰もいなかった。しかし私の中でふと浮かんだＯ君に
対する「よせばいいのに，ちぇっ」という感慨は，心の見えないどこかにチュー
インガムのようにぺたりとくっついたままだった。しかしその後，私は次のよう
な詩人の言葉に出会った。

	 だからいわないこっちゃない
	 一篇の詩を書いてしまうと
	 一篇の詩の死臭によって嘲笑され
	 またぞろ，あらたな悪意によって
	 いきのびるよりほかない
	 	 	 	 	 「一篇の詩を書いてしまうと」

二十年もたってから「いきのびるほかない」と書いた詩人はまた，次のような
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修辞疑問を投げかける―

	 存在しないものとして生きてきた者に，どうしてこれ以上帰るところが
	 ありましょう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「人質」

ついには，「倒れながらけれど倒れずに	/	にいっ，とわらってやること」を唱
える（「2010年の記念写真」）。（以上3編は『一篇の詩を書いてしまうと』より。）

私が卒業してしばらくのち，先生は学校を退職して福岡の小さな大学で教える
ことになった。新しく敷かれた管理体制になじめなかったのが退職の理由だと聞
いたが詳しいことは知らない。ある日，なんの脈絡か覚えていないが授業中，自
分の子供時代のことをふと話された。子供の頃は病弱で，「今年もこの子は冬を
越せるだろうか」と親からつぶやかれるほどだった，と。頑健な体つきではなかっ
たが，すくなくとも授業中は元気がみなぎっているように見えた。体の中に細く
はあるが鋼のようなものが入っているのではとさえ思った。1937年生まれなの
で当時は三十代後半だったはずだ。その後，詩人，批評家，大学教授として，長
く仕事を続けられた。

【講演会の思い出】
高校時代以降，十代から二十代にかけて，著名な作家などの講演会があると機

会を見つけて足を運んだ。特に思い出す名前は丸谷才一（小説家），安岡章太郎（小
説家），早乙女貢（歴史小説家），山本健吉（評論家），会田雄次（学者），村松剛（評
論家），芥川也寸志（作曲家），黛敏郎（作曲家），田辺茂一（紀伊国屋書店創業
者），犬養孝（万葉学者），ドナルド・キーン（日本文学研究者）などである。講
演の内容よりもむしろ独特の物腰，口調，そして興味深い言い回しがいつまでも
記憶に残っている。たとえば丸谷才一氏は，舞台の上手に姿を現したのちカンカ
ンと大きな靴音を鳴らして演壇へ勢いよく歩いて行く所作が印象的であった。ど
ちらかというとボソボソとしゃべる傾向を持つ多くの文人とは異なり，この作家
は力強く張りのある声で語った。そのユーモアたっぷりの弁舌はおそらくイギリ
ス文化から，特に修辞を重んじる英文学から学んだものかもしれない。芥川也寸
志氏は，自分はどんなメロディーを聞いても，それがもともと世界のどこに由来
するのか言い当てることができる，という趣旨のことを述べられた。講演者の中
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で特に印象的だったのは，当時，ソ連から三十五年ぶりに帰国したばかりの女優
岡田嘉子である。予定時間よりもずっと早く話が終わり，時間を持て余した様子
で会場に向かって，何か質問があればお答えいたします，とおそるおそる申し出
るという異例の講演会であった。

日頃親しんでいる著作とは別に，著者自身から生の声を聴くことには特別の趣
がある。著作は死後も残るが，生の声を直接聞く機会は，当然ながらご存命の間
だけである。たとえば歌舞伎役者の舞台をじかに見る機会を持つことができるの
は同時代人だけだ。機会を逃したらそれまでである。昔の作家には文人の雰囲気
が漂っていたように思う。それは著作から読み取れないものである。

【学部から大学院へ】
大学進学で選んだのは英文科であった。西南学院大学文学部では詩人の有田忠

郎教授がフランス文学を教えていた。すでに小林秀雄などの評論や翻訳を通して
私はフランス文学に少しは親しんでいたため，あえて大学ではなじみの薄い英
文学を専攻することにした。中世文学の黒瀬保教授が教えておられた。際立っ
た業績と独特の雰囲気を持つ，文字通りの学者だった。中世英文学における運
命の女神の研究に何十年も取り組まれていた。六十歳の還暦を迎える頃に文学
博士号を授与され，研究の集大成である	Goddess	Fortune	and	John	Lydgate's	
Works（Sanseido,	198）を出版された頃である。現代は，日本の学位授与制度が
大きく変わり，課程を修了して論文審査を受けたのち早ければ三十歳頃に博士号
を取得できるが，当時，文学博士号は一つの学問の達成であり，学問的業績の長
年の蓄積を経た著名な教授でも六十歳前後で授与されることが多かった。

前述の研究書では，John	Lydgate（c.	1370-c.	1451）のThe	Fall	of	Princes に
描かれた Goddess	Fortune の気まぐれや人間の有為転変の寓話的，図像的特徴
が分析されている。特に興味深いのは女神が操る車輪だ。本の扉に十数ページに
わたって挿入されている図版は見物である。車輪の上に乗る人間たちは，高い地
位にある者も低い地位にある者も運命の女神の気まぐれによる回転で一瞬にして
上昇や転落を被ることになり，その様子がある種の滑稽さで描かれている。これ
は日本の思想や図像表現と照らし合わせてみるときわめて異質な雰囲気を漂わせ
ており，学問的探求心をもってこの中に入っていけるかどうかが中世英文学の道
を選ぶかどうか，そして一生の仕事にできるかどうかの分かれ道になる。大きな
覚悟が必要だ。黒瀬教授はその道を選び，学問的生涯をそれに捧げた。おごり高
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ぶる成功者，転落した高位高官，不幸な境遇に押しつぶされる貧者，幸運を手に
入れて躍進する者，等々をめぐる人生の有為転変はどの国でもどの時代でも起
こって来た。また，いつでも起こり得ることであり，運命の女神の寓意には深遠
な普遍性がある。そこに黒瀬教授は引き込まれたのだろうし，ときどき個人的な
感慨を吐露されていた。自分とともにこの方面の研究に入りたい学生がいれば

「読めるようにしてあげます」とおっしゃったが，それは後継者を持ちたいとい
うニュアンスだった。しかし例えば次のような古式の綴字で発音も現代英語とは
異なる中世の文献を紐解くことを一生の仕事をするには単なる「覚悟のいる選択」
以上のものが必要だろう。

	 An	hundred	handis	she	hadde	on	ech	part
	 In	sondri	wise	hir	giftes	to	depart.
	 Summe	off	hir	handis	lefft	up	men	aloffte
	 To	hih	estat	of	worldli	dignite,
	 Another	hand	griped	ful	vnsoffte,
	 Which	cast	another	in	gret	aduersite:
	 	 	 The	Fall	of	Princes ,	VI.	34-39
	 （前掲Goddess	Fortune	and	John	Lydgate's	Works より）

	 彼女の体の両側には百本の手がついていたが，
	 それは贈り物をさまざまな方法で配るためであった。
	 ある手を使って人々を引き上げ
	 世俗の高い地位へ昇らせるかとおもえば
	 また別の手を使って人々をぐっとつかみ
	 逆境に陥れるのであった。
	 	 	 	 	 	 　　　訳：﨑村耕二

古代ローマにおける運命の概念，ボエティウスによる神学的な意義付け，中世
の異教的イメージのキリスト教的変容などに関する学識と知見そして中世英語の
読解力は，それが養われるまで何十年が費やされたのか気が遠くなるようであっ
た。運命の女神の研究をほとんど極めた頃なのだろうか黒瀬教授はある日，こ
れから（中世英文学における）「あの世」の研究を始めたい，とおっしゃった。
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それ以来一度を除いて教授には会わないままとなった。	のちに Howard	Rollin	
Patch によるThe	Other	World	の翻訳書を出版されたことを知った。

【アメリカ人の二人の教師】
西南学院大学で教えていた教員のうち二人の先生のことを鮮明に記憶してい

る。アメリカ人の先生が多かったのは，プロテスタント系の大学だったので，宣
教師としての役割を担って日本にやってきたということと関係していた。その一
人が，コールマン先生（Wilma	Anita	Coleman）だった。英作文を担当していた。

「丁寧さの度合い」と関連してあるとき先生は黒板に，

	 	Open	the	door.

から

	 Could	you	open	the	door	for	me	please?

までいくつかの依頼文を列挙し，これらすべての文は同じ意味です，とそっけ
なく言い，みんなの顔を眺め渡した。「同じ意味だって？表現が違うじゃないか」
と私は思った。そして，先生はアメリカ人だから表現の相違とそれぞれのニュア
ンスなどに無頓着なことを言うのだ，と思った。いつか読んだヘミングウェイの

『老人と海』の淡白な文体を思い出した。それからすぐに，先生の真意はもっと
複雑なのだろうと思った。相違と類似が同時に存在しうるという一種のパラドッ
クスを指摘したのだとも考えられた。日本の文化とアメリカの文化の相違を身を
もって経験しながらも，相違を越えて存在する人間性の普遍性のようなものを視
野に入れた発言だったのかもしれない。

コールマン先生についてはもう一つ思い出がある。ある日，附属図書館で本を
探していたとき，書架の後ろの方からとても品のある丁寧な日本語が聞こえてき
た。司書の人と話している声だ。はっとしてふり向くとそれはコールマン先生だっ
た。アメリカ人の先生方は，教室では英語しか話さなかったので，そんな「うつ
くしい」日本語を話す人がいるなど思ってもみなかった。日本人以上によく日本
語を話す，もっと正確に言えば，日本人以上に日本語の響きや言い回しを大切に
して話す外国人が存在することは確かなのだ。アメリカ人やイギリス人以上にき
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れいな英語を話す人がいても不思議ではないのと同様だ。
もう一人，記憶に残るアメリカ人の先生がいた。ホートン先生だ（Frederick	

Mast	Horton）。「文学としての聖書」という私にはほとんど在り得ない題目の講
義を担当していた。先生は，その授業を特別に真剣な気持ちで担当していたよう
には見えなかった。というのも先生は，英文科所属の教授ではあったが，英語学
や英文学の専門家ではなさそうに見えたからである。むしろ熱心なクリスチャン
としての面が表に出ていたように思う。そしてその信仰は日常の物腰や言葉の中
で学生への信頼や愛情として現れていたと思う。それは返却されたレポートの余
白に書き込まれたコメントで感じられた。日本の大学全般に言えることだが日本
人の教員がレポートに詳しい講評を付けて返してくれることはまれだ。レポート
を返却さえしてもらえない，という愚痴を現在の大学生から耳にすることがあ
る。（私は自分の担当講義では，期末試験の答案に対する講評をメールで学生に
知らせることにしている。）だからホートン先生の手書きのコメントを見たとき，
その	“Excellent	 interpretation!”などと言う評価の言葉よりも，コメントをくれ
たこと自体に心が弾んだ。一番記憶に残っているのは，一度，お腹をこわして授
業を欠席した後に，提出が遅れたレポートを先生の研究室まで持って行ったとき
のことだ。和英辞典で gastritis と言う言葉を見つけた私は，欠席の理由を述べ
てレポートを渡した。後日返却されたレポートの余白には「いらいらしながら食
事をしてはいけない」というコメントが記されていた（もちろん英語で書かれて
いたが正確な文言は思い出せない）。胃炎の原因をイライラして食事する行為に
帰することには，少し意外さを感じたが，コメントの中身がどうであれ，そこに
潜む気遣いの気持ちがありがたかった。その後，ホートン先生について思い出す
ことはなかったが，最近そのお名前を何かの記事で見かける機会があった。アフ
ガニスタンで医療活動に従事していたペシャワールの中村哲氏は，私にとって学
校の先輩でもあったが，あの痛ましい銃撃事件で亡くなったあと，その経歴が紹
介される中でわかったのは，香住ヶ丘の教会で中村哲氏にバプテスマを授けたの
がホートン先生だったということだった。

【大学院：大江三郎教授の演習】
学部卒業後，九州大学大学院文学研究科へ進んだ私は大江三郎教授の演習を受

講した。それは現在へつながる私の英語への関心に大きな影響を与えたものだっ
た。大江教授は「文学作品の語学的研究」という演習を担当し始めた頃で，テ
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クストは Randolph	Quirk,	“Charles	Dickens,	Linguist”（in	The	Linguist	and	the	
English	Language,	Edward	Arnold,	1974）だった。クワーク教授はいかにもイ
ギリスの英語学者らしく理論に嵌り込まない闊達な語り口で英語を論じ，The	
Use	of	English などの一連の著書を出版していたが，デイヴィッド・ヒュームの
言う「言語の力を知るのはそれを使うことにおいてである」という趣旨を，具体
的な作品例で示してくれたのが，先の論文である。さらに次の学期でも大江教授
は同じクワーク教授の	“Shakespeare	and	the	English	Language”	( 前掲書所収 )
をテキストにした。私の関心は英語の豊かな語彙・表現・文体へ引き寄せられた。

私は語用論が専門ではなく「英語学者」として「弟子」になるつもりもなかっ
たが，形式上の主任教授として先生が推薦状を書いてくださり，修士課程修了と
同時に高知大学へ赴任することが決まった。そこで三月にご自宅へご挨拶に伺っ
た。沈黙がちになったのは，私がそもそも無口だったことに加えて先生も無口
だったためか，先生が私に対して心を開いていなかったためなのかわからない。
しかし帰るときに，駅まで歩いて送ってくださる，と聞いて恐縮した。やはり沈
黙がちで駅まで一緒に歩いたが，ふと意外に思ったのは，先生が鼻歌を歌ってい
らっしゃったことである。そして，電車に乗り遅れないようにと，先生が小走り
になったのを覚えている。それまでの緊張が少しほどけた気持ちになった。二年
ほどのち五十代半ばで亡くなったのは残念なことだった。

4.  読書経験と研究志向について

【現在につながる読書経験】
学生時代の英文学講読経験は，大学課程のテキストと個人的読書を含めて，

シェイクスピアの代表作，ダン，ミルトン，ワーズワース，キーツ，シェリー，
コールリッジなどの数百篇の詩から近現代の散文に及んだが，すべては，あくま
で過去の読書経験にすぎない。読書の実りは，ほかのあらゆる経験と同様に，今
過ぎて行くこの瞬間に発生し消滅するものだ。

しばしば，回想録などに若き日の読書経験が書かれており，そこからいかに多
くの糧を得たかといったニュアンスを読み取ることができる。しかし，読書に関
して言えば，他の多くの実体験と同様に，それ自体に価値があるかどうかわから
ない。若い頃，こんな良い本に出合ったので今の（立派な）自分があるといった
ニュアンスは，学生時代こんな立派な先生に習ったので，弟子である自分も立派
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なのだといった「虎の威」のニュアンスと重なって見える。もちろん何の読書経
験もない，というのは論外であるが，あくまで読書経験がいま現実にどう生きて
いるか，という問題が重要だ。そう考えると，正直なところ，私の場合は，私自
身の糧になるとともに毒にもなったという甘くも苦い追憶の思いを抜きにして多
くの読書経験を語ることができない。それは私が凡庸な人間だということの証明
なのかもしれない。

谷川俊太郎の詩『生きる』では，「生きているということ　それは…」の形で
生の様態が次々と語られており，私には一行一行が強く心に響く。

	 生きているということ
	 いま生きているということ
	 それはのどがかわくということ
	 木もれ陽がまぶしいということ
	 ふっと或るメロディを思い出すということ

そして
	
	 いまぶらんこがゆれていること
	 いまいまがすぎてゆくこと
	 	 	 　　谷川俊太郎『生きる』（福音館書店，2017年）

まさにその通りだ。この瞬間のこの生だ。この短い詩は「生きるとは何か」と
いう命題に関する哲学者の論考よりも明らかに「生」を指し示してくれる。過去
の生は過ぎ去ったものであり，もう存在しない。しかし，「ふっと或るメロディー
を思い出すこと」（5行目）も「生きていること」だと言えるのならば，読書体
験に関しても，ふっと或る本のある一節を思い出すことの中に「いまいまがすぎ
てゆく」ものとしての「生」が存在するとも言えるだろう。

大学入学後，ひと夏をかけて T.	S.	エリオットのThe	Waste	Land（『荒地』）
を福田陸太郎の注解で読んだ。文学の「荒野」を行くことはあってもいいのかも
しれないがこの無謀な経験は今から考えると一つの徒労に見える。そのほか，気
がむくままに英文学の作品を読んだのだが，大学の外での私の関心はイギリスと
いう国や，英語で書かれた文学に限るものではなく，フランス文学，ドイツ文



（38）

学，ヨーロッパの思想と歴史，そして翻って日本の古典文学，近現代文学にも
向かった。

それは，一部の教授たちには奇妙なもの，あるいは注意散漫・軽率という意味
で忌むべきものと見えたかもしれないが，私は頓着しなかった。『万葉集』『古事
記』『古今集』『平家物語』『方丈記』『徒然草』『太平記』などを岩波書店や小学
館の全集で読んだのも学部時代である。鈴木三重吉の『古事記物語』を小学生の
ときにすでに読んでいたが，岩波の日本古典文学大系で読む『古事記』の原文は
初めて読むものであった。冒頭の国生みの話から始まる神

か み よ

代の霞が次第に晴れて
ゆき，人

ひ と よ

代の時代に移ると眼前に古代の西日本の風景がのどかに広がっているよ
うな気がした。全編読破したのち，思ったほど読みづらいものではないことにわ
れながら驚いた。712年に編纂された当時の日本語は，英語で言えば古英語（ア
ングロサクソン語）の叙事詩『ベオウルフ』に相当する。おそらく，当時すでに
中英語（1100年頃 -1500年頃）やシェイクスピアの原文を読んで培った外国語
の読解力が日本の古典に対しても働いたのだろうと思う。

それとほぼ並行してゲーテの『ファウスト』は，レクラム文庫を片方に置き森
鷗外，高橋義孝，手塚富雄などの名訳を並べて比較しながら読んだ。フランス詩
への興味については後述するが，英文学への興味と合わせてフランス文学・思想
への愛着はこれまで長く細く続いている。哲学者アランの著作，特に幸福，教育，
文学，芸術に関するプロポ集は，その後，これらの話題を考える基盤となった。
右手に原書を置いてフランス語をちらちら横目で確認しながら翻訳を読む，とい
う手法をとった。

【フランス詩を読む】
学生時代の一時期圧倒的だったのは，すでに高校時代から翻訳で親しんでいた

フランス詩，特にアルチュール・ランボーだ。原文で読み始めるうち，火事の炎
のように降り注いだのはそのフランス語の響き，そして優れた日本語の訳詩だ。

『ランボーの生涯』（A.	H.	マタラッソー ,	P.	プティフィス ,	粟津則雄訳，筑摩書
房，1972）と小林秀雄の評論は炎に油を注いだ。その「火災」が数年間で収まっ
たのちは，暗唱していた原詩をときどき口ずさんだりする程度だったが，最近，
詩集を取り出して	“Sensation”	を再読する機会があった。そして，語と音と意味
の完ぺきな連合を，あらためてただすなおに楽しみ，この若き天才を，そのある
べき位置に押し戻して読む自分に驚いた。
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	 Par	les	soirs	bleus	d'été,	j'irai	dans	les	sentiers,
	 Picoté	par	les	blés,	fouler	l'herbe	menue:
	 Rêveur,	j'en	sentirai	la	fraicheur	à	mes	pieds.
	 Je	laisserai	le	vent	baigner	ma	tête	nue.

	 Je	ne	parlerai	pas,	je	ne	penserai	rien:
	 Mais	l'amour	infini	me	montera	dans	l'âme,
	 Et	j'irai	loin,	bien	loin,	comme	un	bohémien,
	 Par	la	Nature,	―heureux	comme	avec	une	femme.

	 夏の青い夕暮れ　ぼくは小道をゆこう，
	 麦の穂に刺され　細草を踏しめながら。
	 夢みるように　足にはひんやりさわやかな感触。
	 帽子もかぶらず　風が頭を洗うにまかせよう。
	
	 ものも言わず　頭は空

から

っぽにして。
	 けれど限りない愛が心に湧きあがるだろう，
	 そして遠くへ　ずっと遠くへゆくんだ　ボヘミアンのように，
	 自然のなかを―女と一緒にいるように　幸せな気持ちで。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：﨑村耕二）

あるべき位置に押し戻す，と言えるのは，二十歳の頃，詩を読む私の視点がド
ン・キホーテ的に揺らいでいたと今は自覚できるからである。

当時は見えていなかったものが今はっきりと見える。まず，時制が浮かび上
がる。上の詩では未来形がポイントである（「小道を行こう」，「感じるだろう」，
等々）。この詩では，なにも行われてもいず，完了してもいない。そして少年は，
女と一緒にいるように幸せな気持ちで自然の中をはるか遠くへ行こう，と言う
が，今，現に遠くへ行っているわけもなく，女はそばにいないし具体的な女でも
ない。「ぼく」は la	fraicheur を「感じるだろう」とは言っているが，その「感覚」
は実在してはいないものとして未来形で語られる。「ひんやりする」のは，詩の
中で言われている la	fraicheur という言葉そのものの作用だ。愛が「湧きあがる」
でもなく「湧きあがった」でもない。語られているのは，「愛が心に湧きあがる
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だろう」という未来への思いなのである。目の前にあるのは，フランス語の言葉
の組み立ての上に成り立つ語義と音声の作用すべてだ。自然だけの世界に「ぼく」
がおり，その「ぼく」が「ぼく」のことを語っているのがこの詩だ。それがここ
で言う sensation の若々しく見事な表現だ。そしてそのようなものとして私は今
この詩を読んで楽しんでいる。

後期の「曙」（“Aube”）と題する詩では，対照的に，複合過去が使われており，
すべては終わったものとして語られている。詩は「私は曙を抱いた」で始まり，
最後には「その大きな体を少し感じた」とあるが，すべては，目覚めてもう真昼
だと気づいた瞬間に消え去ってしまう。主語にも注目したい。「私は…私は…私
は」と続くのはランボーだけの特徴ではないが，「曙」では「私」がおり他に「人
間」はおらず，あとは物を言わない自然である。少年は「髪を振り乱した金髪の
滝」に笑いかけ，「一輪の花がその名を告げて来た」と言うが，笑いかける「人」
はおらず，語りかけてくる「人」もいない。それが若い頃この詩を夢中で暗記し
ながら受けた圧迫の原因でもあったのだが，私の中であるべき場所に押し戻され
たこの詩を，今はただきれいな詩だとだけ思う。

さてそれでは例えばボードレールの詩は，若い時に夢中で読まれる詩なのか
どうか。「港」（“Le	Port”）と題する散文詩は，先に述べたような意味合いで，
そのあるべき位置において読むと，むしろ老年になって読む詩だとも思われる。

「人生の戦いに疲れた者」（“une	âme	fatiguée	des	 luttes	de	 la	vie”）にとって
港から見る空や雲や海の光景は，すばらしいプリズムとなって人の目を限りな
く楽しませてくれる，と詩人は言う。港から船出しまた帰り来る人々を眺める
ことは「ある種の不思議で貴族的な喜び」（“une	sorte	de	plaisir	mystérieux	et	
aristocratique”）となる。「意欲する力をまだ持ち合わせている人々（“ceux	qui	
ont	encore	 la	 force	de	vouloir”）」―こんな視点で人々を見ることが若い時代
にできるとも思えない。

英文学の勉強の路線はそのまま続いたのだが，そして英文学研究者のにぎやか
な集まりからは遠く離れて行く中で，フランス語のすぐれた詩行は，心の片隅で
細くも強い糸となって現在までつながっている。そして日本人，というよりも日
本語の文学的感覚は，フランス文学に強く反応するように思われる，

クロ（Guy-Charles	Cros,	1879-1956）は私が後年になってフランス語で読み始
めた詩人である。次の詩は，私の世代ならばウイスキーの CM で耳にした人が
いるだろう。
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	 爾
なんじら

等の見
み

窄
すぼら

しい繪
え

馬
ま

の前に，
　	 なんでこの身が，額

ぬか

づき祈らう
　	 むしろ，われは大

たいふう

風の中を闊歩して
　	 轟き騒ぐ胸を勵まし
	 鶫

つぐみ

鳴く葡萄園に導きたい。
　　　　　　　　　　　　　『上田敏全訳詩集』（岩波書店，1983）所収

これは上田敏の名訳詩集『牧羊神』にある「譫
せん

語
ご

」と題する詩で，原詩	“Délire”
はLes	Fêtes	Quotidiennes の冒頭に置かれている。「新しき美をわれは求める」
という第一行目は詩人としての一つの宣言となっている。モーツアルト，ラファ
エル，ベートーベン，シェイクスピア，マルク・オオレルをお前たちは守れ，な
んでわたしがみすぼらしい「絵馬」の前に額

ぬか

づいたりしようか。「古
こ し ょ

書に傍
ぼうちゅう

註し
てこれを汚す者」によって偉人達は復活するのではない。「このわが身

み う ち

中」そし
て「わが血液に	 甦

よみがえ

	る」のだ。「墓の上
うへ

に遠慮無く舞踏」し，「敢えて異端の道
を撰」ぶのはなぜか。それは結末の2行で示される。「全世界の美，われにとり
ては，朝毎，朝毎に，新しいからだ」。冒頭の語句「われらは新しい美を求める」

（“Nous	voulons	 la	beauté	nouvelle”）とはつまり「世界の美しさ」（“la	beauté	
du	monde”）そのものが新しく立ち現れることだ。「余白を汚す者」（“Salisseurs	
de	marges”）とは全世界の美に対して朝毎に心が開かれていない凡庸な研究者，
論評家のことだ。フランスの哲学者アランの言葉を借りれば「美にまとわりつく
凡庸」である。不遜な言い方をしているように見える一方，これほどすがすがし
く決然と新しい美を求める宣言を私は知らない。創作者としての詩人だけでなく
読み手にとっても共有できる感興が打ち出されている。そしてその感興は，「む
しろ，われは大風の中を闊歩して」や「沖の汐風に胸開くとも」という詩行の中
にうつくしく表現される。
『牧羊神』に収載されているクロの詩でもう一つ好きなものがある。原詩に題

名はなく，「世間のある人々には」で始まるその詩は，慣例にしたがってその日
その日の「用事」を済ませていく人々への皮肉を述べる。人々にとって，「生

いのち

は
ごく手軽な造作も無い尋常一様の事」である―

	 													la	vie	est	chose	simple
	 chose	facile	et	de	tous	les	jours
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「荒っぽい大きな歓楽（よろこび）	」（“les	grandes	 joies	barbares”）を避
よ

けて
いれば「大きな悲

かなしみ

哀	」（“les	grandes	douleurs”）	もやって来ないのだ。彼らは「ゆ
くてを塞ぐ邪魔な石」を廻って通る「蟾

ひきがえる

蜍」にたとえられる。「しかし，君」と
詩人は呼びかける。「本当に生きてゐたい」（“pour	que	tu	vives”）と望むのなら
ば「其日其日に新しい力」を出して「荒れ狂ふ生」に打ち克たなければならぬ。
そして詩人は祈る，「君の生は愛の一念であれ」，と―

	 Toi,	il	faut	que	ta	vie	soit	un	acte	d'amour

これはほとんど宗教的な祈りであるが，この詩全体には教義めいた主張も説教
もない。この詩自体が，「余白を汚す者」を拒否しているように見える。

この詩集の古い原書が手元にある。クロの自筆の献呈の言葉が Juin	1912と
いう日付とともに書き込まれており，当時活躍していた美術評論家 Olivier	
Hourcade 宛てになっている。1912年は第一次世界大戦が始まる2年前。クロは
私が生まれる前の年1956年に亡くなっている。この四十数年間に世界で何が起
きたかを考えてクロの生涯を思うばかりである。

訳詩集『海潮音』と『牧羊神』は，それ自体が詩作品であり，訳者の上田敏は
詩の翻訳という仕事の価値を最高に高めた人である。英文学の教授ではあった
が，その全業績を見ると，驚くほどの学識をもって和洋の文学を総覧した人だと
いうことがわかる。同時に，詩人の感性をもって日本語と格闘した人だ。当時ま
だ若く特段に著名な詩人でもなかったギ・シャルル・クロ（今でもしばしば著名
な父親シャルル・クロと混同される息子のクロ）の数編の詩に上田敏はどのよう
にして出合ったのかは不明だ（のちにクロの訳詩を試みた堀口大学は上田敏に影
響を受けたのかもしれない）。しかし個別の文学というよりも，文学そのものに
心が開かれている，という意味で明治・大正期のこの英文科教授が同時に文人で
あったことがうかがえる。ある一つの研究テーマに専念することは専門家として
は当然だが，文学を専門にするのであれば，例えば上田敏のようなタイプをモデ
ルにすることもあり得ると思う。しかし現代の学会や大学勤務の在り方はそれを
許容しないように思われる。半面，大きな研究テーマを見出して一生をささげる
覚悟ができた黒瀬保教授のような人も少なくなっているのではないか。
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【研究者，学者，文学者そして人間性】
さて，ランボーからクロにいたる私の乏しいフランス文学遍歴は，あわせて金

子光晴や小林秀雄などフランス文学の影響を受けた文学者やフランス哲学者アラ
ンなどを読み込む中で，細く続いてきた。現在は，暗記しているフランス語の詩
を時々，諳んじて楽しんでいる。イギリスの詩についても同様だ。暗唱するとい
う習慣は，学校で習う知識の暗記とは異なり，咀嚼・反復・反芻の楽しさを含ん
でいる。私は教育においても暗唱を重視すべきだと思うが，イギリス詩の研究者
を名乗る人で，シェイクスピアやシェリーやワーズワースの有名な一節も暗唱で
きない人に出会うとがっかりしてしまう。学生もあまりそのような「稽古」を楽
しまない傾向があり，訓練も受けていないようだ。，生活の中であれやこれやの
韻文や散文に触れながら文学趣味を育んで行く，という経験を経ないまま英文学
科に入学し大学の教育課程の中で受講科目としての作品講読に入って行くとすれ
ば残念なことだ。2023年現代においても，一流大学で「英文学」を専攻する学
生と話していて感じることがある。たとえば「シェイクスピアの劇におけるジェ
ンダー」を卒業研究のテーマにしている，と聞くと，すぐに作品中の有名なセリ
フのいくつかでも英語で暗唱できるかどうか試してみる。まったく一行も暗唱で
きない人ばかりで，私は失望するとともに，指導教授の「指導ぶり」を思う。大
学の英文科では一般の文学趣味とは何か全く別の事が起きて来た。これが戦後の
一時期盛況を誇った大学の英文学科が近年衰退し，反面「国際」や「コミュニケー
ション」という言葉が学生を引き付けるキーワードになった理由だと思われる。

昔 C.	S.	ルイスが嘆いたように，	“Reader	Meets	Text”	つまり読者が作品に出
合い原文に直接触れて，いわば体で読む，というプロセスが欠落しているのであ
る（C.	S.	Lewis,	An	Experiment	in	Criticism,	Cambridge	UP,	1961,	p.	129）。ル
イスは，イギリスでの状況を念頭においているのだが，日本の状況に置いてみれ
ばなおさら当てはまることだ。大学院へ進んで研究を始めても，感性（センス）
を養えるかどうかは別問題だ。それは日々の生活の中での，中間に何も介在させ
ない読者と作品との出会いから生まれる。さらには日常の「なじむ」という環境
の中で培われる。ある作家や作品について即座に知識や理論を披露することがで
きても，読みの助けになるような見識を示すことができない研究者がいる。

感性や品性，さらに人間性は文学とは別問題だと言えるのかどうかわからない
が，先に触れた黒瀬保教授や後で述べるケアリー教授のような研究者を思い起こ
せば，学問的厳格さを持ちながらも，文学から受けたであろう品性や人間の深み
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を有する人々と有しない人々が歴然と存在する理由を，研究者の方々には，まさ
に得意の研究アプローチで解明していただきたい―と医学部の英語教員にすぎ
ない私などは思う次第である。

5.  出会った人々

【イギリスでの在外研究】
複数の大学での助手，講師，助教授，教授へと積み重なる勤務経験は書き始め

るときりが無いし語る価値も無いので，ここでは自分にとって大きな経験と言え
るものをいくつか記してみよう。それは私自身ではなく，私が出会った人々のこ
とを記すという意味で価値があると思われる。1991年に文部省在外研究員（若
手枠）としてイギリスへ行くことになったが，そこで出会った人々のことは強烈
な記憶として残っている。

【イギリスで出会った人 （々１）：一人の英語教師】
オックスフォードの市内からバスでサマタウンを通りさらに行けば緑広がるキ

ドリントンにたどり着く。イギリスに到着してすぐそこに居を構えることになっ
た。同時に，英語の個人レッスンを受けたかったので，サマタウンの掲示板に出
ていた個人広告を見て電話した。電話の向こうの人は，Mainwaring というその
人の名前をメインウェアリングと発音した私に「マナリングと発音するんだ」と
やさしく訂正した。その人にほぼ毎週，個人レッスンを受けることになった。個
人レッスンと言っても特段に教科書を使うようなものではなく，その時々で自由
に会話をする形で進めることで合意した。しかし初回で彼は二つのことで私を驚
かせた。

一つは，1回のレッスン料を固定的に決めていなかったことだ。1回10ポンド
から料金の交渉をスタートさせよう，というのである。すでに私はロバート・リ
ンド（Robert	Lynd）の随想集でイギリスには昔そのような習慣があったことを
知っており，その習慣には多分にイギリスの階級意識が関係していたことを察
していたが，1991年当時にも実際に行われていたことに驚いた。具体的なレッ
スン内容についてこちらから条件を示して料金案を提示することが求められるの
だ。それについて10ポンドからせり上げるのかせり下げるのか決めかねた私は，
慣れないことに戸惑った。同時に，探るような眼で投げかけられた「あなたの父
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親はどんな職業ですか」という一見，場違いな質問にも当惑したが，社会的背景
の情報を引き出しながら人物を鑑定する方法は，これもまた小説で学んだイギリ
ス上流社会の一面を表している，と思った。私は君たちイギリス人が嫌いなアメ
リカ文化の影響下に戦後教育を受けた日本人だ，という思いを弾みにして，私は

「10ポンドでお願いします」と言い切った。彼は，なんの抵抗もなく，合意した。
もう一つ驚いたのは，ノートに「絶対使ってはいけない英語」を書き取らせた

ことだ。それは，many,	very,	nice,	wonderful といった日常よく使われる言葉で
あった。このような英語を使う者は言語感覚が鈍く要するに愚かな人間だという
のである。たとえば	very という強調の言葉は，どの程度の度合いを表している
のか具体的な言葉で言い換えよ，many は具体的な数値あるいは	a	number	of	で
置き換えよ，というのである。私がうっかりこれらの言葉を使おうものなら，人
差し指を立てて注意した。発音にも厳しく，彼に指摘されて初めて私は	自分の
h	の発音は正しい英語の音ではないということを知った。彼の考える「正しい発
音」ができるまで何度も言い直しをさせられた。

これらの訓練に関して私は今でも彼に感謝している。ただし，それは英語教師
としてよりもむしろ英語に対する異常なまでの思い入れを見せてくれた珍しい存
在としてである。彼は，「自分は言葉の芸術家である」とも言った。あるとき，
甥の男の子が訪ねて来た。その子が使った Yeah という英語を「おい，ここは
オックスフォードだぞ」と言って Yes に訂正させた。もっとも，私は，彼自身
が Yeah という言葉を使ったのを耳にしたことがある。彼は，数冊の著書をすで
に出版していることを明かし，そのうちの１冊（小説）の結末の英文を満足気に
朗読してみせた。過去にアルゼンチン滞在経験があり，パタゴニア紀行も出版し
ていた。定職に就かず作家として成功することを夢見て執筆に専念していたよう
だが，あるとき有名な人気作家の名前を私が口にした瞬間，「私の前でその名前
を言うな」と激高した。父親はもと英国海軍提督。オックスフォード大学マート
ンコレッジで法律専攻。ある種のプライドを心に秘めながらも社会的な成功の階
段を型どおりに上がることを拒んでいた―あるいはそれができなかった。その
後，作家として花を咲かせることなく亡くなったことを兄弟からの手紙で知っ
た。
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【イギリスで出会った人 （々2）： Sir Raymond Hoffenberg】
先に挙げた医学研究者との接点と合わせてもう一人，特筆すべき医学研究

者の思い出がある。その方は，英国王立内科医協会会長（Royal	College	of	
Physicians）や国際内分泌学会会長（International	Society	 for	Endocrinology）
を歴任されたレイモンド・ホッフェンバーク卿（Sir	Raymond	Hoffenberg）で
ある。私がお会いしたときは，オックスフォード大学ウルフソン・コレッジ学寮
長（President	of	Wolfson	College,	Oxford）だった。正式にコレッジでの受け入
れが決まった私は，まず手続きに関する説明を学寮長秘書から受けた。その女性
の話す英語は発音の面でも言い回しの面でも美しく，「英語はこんなに美しい言
葉だったのか」と感嘆した。それは，少なくとも音声的な響きの点ではフランス
語が最も美しいと単純に信じていた私にとって，自分が関わってきた英語という
言語の見方を大きく変えるほどの経験であった。もちろん，ある言語が別の言語
に比べて本質的により美しい，ということはあり得ない。しかし「発話」という
行為には，ひとりひとりの身体，性格，人格，感性，さらには教養が作用してい
る。「英語」という抽象的な存在はない。英語はひとりひとりの発話者の中で美
しくもあり醜くもある。その後も一度として彼女の英語ほど，ハッとして聞き入
るような英語を聞いたことはない。

さて，その秘書から，学寮長に面会する日取りを告げられた。それは2月の非
常に寒い日の午前9時だった。再び秘書に迎えられた私は，握手しようとして手
を差し伸べた。彼女は私の手を握った瞬間，悲鳴をあげて手をひっこめた。寒い
中，手袋をせずに歩いてきたので私の手は氷のように冷たくなっていたのだ。こ
れはイギリス滞在中，自分で自覚しないことで人に無作法を働いた一例である。
無作法の多くは，悪意でもなく悪態でもなく無自覚や不注意からくるものであ
る。イギリスでは多くの人々と出会う中で，知識や頭脳の活動とは別のところで
動いているもの，つまり態度，物腰，作法，言葉づかいなどの作用を強く感じる
機会があったが，それは，言語も文化も異なる外国で特に顕著に表れるものかも
しれない。ところが，そんな異文化や異言語という文脈を超えた強烈な経験が，
前述の秘書との「氷の握手事件」の直後に訪れた。

学寮長室は秘書室の隣にあった。ドアをノックして入るとそこはかなり広い部
屋であった。ソファーに腰を掛けていたのが学寮長ホッフェンバーク氏だった。
彼は待ち構えていたようにドアの方を向いていたので，私はドアを開けた瞬間に
対面することになった。
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私は，瞬間，蛇に見込まれた蛙のようになった。それは彼の態度，物腰，話し
方，そしてなによりも威厳のある顔であった。人相とか面相とか面構えといった
言葉では表すことができない，一つの作品のような顔であった。また，少し言葉
を交わした後に，優れた医学研究者であるとともに文学などにも深く親しんでい
る教養豊かな方であることがわかり，これにもびっくりした。

少なくとも当時は，例えば日本の大企業の重役について，ビジネスの話のほか
にはゴルフの話しかできない，という苦言を海外から聞かされていたし，研究
テーマに関しては偏執的に高度な論文を書くことのできる外国文学研究者につい
て，日本の文化などに関しては薄っぺらな関心や知識しかないのに海外から訪問
客があると慌てて（一度も自分では見たことのない）歌舞伎に連れて行くなどと
いう滑稽な事例を私は目にしていた。

ホッフェンバーク氏は，長身でハンサムだということに加えて，身体の趣に張
り詰めた威厳があった。私は即座にこれは武士の趣だと思った。日本では残念な
がら見たことのないサムライに，イギリスで出会ったのだから驚くほかない。

前述のとおり，ホッフェンバーク氏は，著名な医学研究者として数々の要職に
就いた方である。なかでも会長を6年にわたり務めた英国王立内科医協会は16
世紀初頭に遡る古い伝統を持ち，医師の教育や資格認定，医療スタンダードの設
定などに関して国際的にも重要視されている。また，母国である南アフリカ共和
国でアパルトヘイト反対運動に深く関与したことから迫害を受けイギリスに移住
することになった等の経歴も含めて，その人生経験は鋼のような意志と鋭い観察
眼をもたらしたに違いない。面談のときに感じ取ったものは，そのほんの断片
だったに違いない。しかしそれは強烈な印象だった。

その後も何度かお会いする機会があったが，堅い皮に守られた果実が内部に柔
らかな果肉を含んでいるように，内面には人間味があふれていた。日本人でサム
ライを気取る人たちが，気負っていたり，厳しかったり，高慢だったりするのと
は全く異質であった。2007年に亡くなったとき，各誌の死亡記事ではその人と
なりが紹介されたが，内科医として診療にあたっていた頃，誰もがこぞって先生
に診てもらいたいと願ったとのことである。

【イギリスで出会った人 （々3）：二・二六事件に遭遇した外交官】
これまでに強烈な印象を受けた人物が日本人ではなかったことは偶然の不運

だったかもしれない。それが海外，特にイギリスの人々であったことは，偶然の
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幸運だったかもしれない。あるいは私の限られた経験や観点による必然の幸運ま
たは不運だったのかもしれない。しかしなおも何人かの人々を挙げなければなら
ない。

バースを訪れたときのことだ。雰囲気のよいホテルのレストランに入り，広々
とした芝生に置かれた白いテーブルに座って家族でアフタヌーンティーを飲んで
いた。私は最初気づかなかったが隣のテーブルには老夫婦がおり，しばらくして
奥様の方が，バギーに乗った１歳半の娘に話しかけてきた。そのうちにご主人の
方が話に加わり会話が始まった。かなり高齢に見えたが，風格があり立派な体格
の温厚な紳士だった。

話の中身をすべて覚えてはいないが，その内容の一部は，ひょっとしたら歴史
に残すべきものかもしれない。その人からもらった名刺を手に取り，Tomlinson
という名前を確認のため発音すると，その人は「きみは私の名前を正しく発音し
た初めての日本人だ」と言って私を驚かせた。そのうちに，自分は戦前，外交官
として日本に勤務していたこと，赴任するため日本に到着したその日に二・二六
事件が起きたこと，などを語り始めたので一層，私は驚いた。のちに1994年10
月の『インディペンデント誌』の死亡記事で確認したところ，このトムリンソン
さんの日本勤務は1935年から五年間，任地は東京のほか神戸，横浜となってい
る。国内の他の領事館から東京へ配属された当日が1936年の二・二六事件だっ
たというのが事実で，日本に着いたその日，というのは私の聞き間違いだったの
だろう。

芸者についても何かを言ったが，詳しいことは聞けなかった。そのうちに，大
東亜戦争の話になった。もちろん日本はアメリカだけでなくイギリスとも交戦し
ており，シンガポール，マレー半島，ビルマが戦場になったことは私も知ってい
たが，トムリンソンさんは日本を離れたあとの赴任地で戦争に巻き込まれたよう
だった。前述の死亡記事によれば，サイゴンに転勤となったのち大東亜戦争がは
じまり，日本軍に10か月間拘束されたとのことである。

特に日本人の親しい知人のことを懐かしそうに語った。それは領事館で親しく
していた日本の武官のことだ（名前をマツモトと言ったようだが確かではない）。
なんと，トムリンソンさんがサイゴンで日本軍に拘束されたとき，その方面の担
当部局にその日本人がたまたま赴任していたのだ。身柄を日本軍に引き渡される
とき，偶然にもお互いの姿を認めた。イギリス側関係者の中にトムリンソンさん
を見出したとき，その日本人武官はいたたまれず涙を流しながら彼を見送った。
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トムリンソンさんはその五十年ほど前の出来事を感極まったように語った。隣に
いた奥様は，その話を，初めて聞くことであるかのように聞いていた。

うっかり私が（なにも知りはしないのに）ワインの話を持ち出すと，「おっ，
ワインか？ワインのことならここできみと議論を始めようか」と挑まれたので，
私はへなへなとなった。知ったかぶりをするものではない。相手は世界を外交官
として立ち回り，貴族や政治家たちをワインでもてなした人だ。

後で我に返ると二時間も話しをしていたことに気づいた。私がトムリンソンさ
んに会ったのはその一度限りだった。日本に帰国後，時候の挨拶状を交わしたが，
間もなくして亡くなったことを知った。

それから，あの控え目な感じの奥様のことも覚えている。もともとイギリス人
であったが，子供のときにオーストラリアに移住。映画，芝居，ラジオ放送で
活躍したのち外交官となり，のちにクラーク・ゲーブルそっくりのトムリンソ
ンさんと出会って結婚した。自らの外交官としてのキャリアを退き，世界中を
駆け回る著名な外交官の妻となったこの人の旧姓は Nancy	Gleeson-White であ
る。この名前は，忘れ去られているかもしれないが，オーストラリアの演劇史の
端っこに小さな名前を残している人だ。子役として1939年製作のSeven	Little	
Australians に出演した記録が残っている。女優時代の若い時代の写真と紹介記
事も最近見にする機会があった。

ご主人はナイト爵に叙されていたのでお二人の名前は	Sir	Stanley	Tomlinson	
と	Lady	Nancy	Tomlinson である。

【イギリスで出会った人 （々４）：オックスフォード大学ケアリー教授】
在外研究なので滞在中の本務は当然，英文学の研究である。文部省の審査を受

けて在外研究員としての渡英が認められたのは幸運だったが，さらに幸運だっ
たのは，ジョン・ケアリー教授（Professor	John	Carey）が受け入れを承認して
くれたことである。当時，世界の英文学研究では最高峰に身を置く人であったこ
とは，ケアリー教授を「高みを行くもの」という意味の「ハイペリオン」と呼ん
だ記事を目にしたことからもわかった。十月の下旬，かなり寒くなり始めた頃，
マートンコレッジの守衛に訪問の旨を告げると，教授の部屋を教えてくれた。
マートンストリートに面する建物（Old	Warden's	Lodgings）の，外に窓が張り
出した二階の部屋が外から見えた。階段には，靴が少し沈み込むほどの厚い絨毯
が敷かれていた。私の研究計画，というよりも私の全般的な関心や，イギリス小
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説に関する見解をしばらく聞いていた教授は「興味深い。これより定期的にここ
へ来てはどうだろう。質問などがあれば答えてあげよう」とおっしゃった。私は
教授の提案に感じ入ったが，相手は「高みを行く人」だ。オックスフォード大学
教授としてだけでなくタイムズ日曜版（The	Sunday	Times）に定期的に書評を
載せていて多くの人々に恐れられている文芸批評家だ。私は自分が凡庸な学徒に
過ぎない，と自覚していた。しかし，まさにその自覚こそが，立場の違いを超え
て私が教授とともに，いわば「文学歓談」を交わす心理的な環境を整えてくれた
に違いない。学位取得という学務上の目的もなく新進気鋭の挑戦的な研究者でも
なく，何か面白そうな若者が日本からやって来た，少し様子を見てやろう，とい
う思惑だったとすれば私の気持ちは楽になる。ケアリー教授は在学生だけでなく
外部の研究者にも私的に指導を行うことがまれにあったらしく，このような指導
のことを private	tutorial と呼ぶということを後年になって知った。私は，チャー
ルズ・ディケンズの作品やその社会背景等に関する質問を携えて，定期的に教授
の研究室を訪ねた。生真面目な質問が多かったが教授は丁寧に答えてくれた。答
えられない場合には他の専門家や参考図書を紹介してくれた。教授は，いつも
ゆったりとした面持ちで通常の執務用デスクから立ち上がって壁沿いに置かれた
木製のアームレスチェアに座り直し，私と向かい合う形で話をされた。週一回担
当されていた講義で聞く快活な口調ではなく，静かに（多分私に配慮して）ゆっ
くりと話された。また，ある本についていろいろ談じている間，手にしているそ
の本の余白に，思いついたことを鉛筆で書きとめる習慣があることに私は気づい
た。また，何かを思い出そうとするとき，遠くを見るようにして意識を集中され
ることがあった―広大な知識の海に泳ぐ魚を一本釣りするように。お茶を出し
てくれたこともあった。どぎまぎしたのは，私の話に「おもしろい！そんなこと
は誰も指摘しなかったことだ。」と評価する反応をされたことだ。私は，この歴
史にのこる英文学教授そして文芸批評家とともに，いわば文学談義をしながら，
マートンの一角で静かな時を過ごしたことを，貴重な心の宝物として大切にして
いる。

貴重な経験はそれだけではない。私は教授の批評の源泉とも呼べるものを発
見した。それはときおり教授が発する	“How	fascinating!	How	fascinating!”	とい
う感嘆の言葉である。二度繰り返されたのが印象的だった。前述したような意
味での作品テクストに対する純粋な反応がそこにあった。interesting	ではなく
fascinating	なのである。2022年の時点でも，一般向け書籍の執筆・刊行を行っ
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ている教授の源泉はここだ。
ケアリー教授へ投げかけたたくさんの質問とそれに関する私の見解は，教授の

目には非常に興味深く映ったようだった。あとでたまたまベイリー教授（John	
Bailey）と何度か話をする機会があった。「きみのことはケアリー教授から聞い
たよ。きみが話した内容をとても興味深いと言っていた。」そう話した教授も，
ケアリー教授と同様，英文学教授でありまた文芸批評家として大活躍をしてい
た。お二人の中にわたしは共通点を見ていた。それは，イギリスの文化，社会，
風土の中で育まれた文学への自然な愛着と感性，そして日々の読書の中で培わ
れた文学的見識が仕事の根本に存在する，という点である。そしてその見識が，
日々の学問的研鑽によって批評文の中に力強く表現されている。ほぼ同時期に，
私はベイリー教授の著作の中で次の一節に出会った―

Empson	needed	when	young	to	impress	the	sophisticated,	in	literary	
London	and	Cambridge.	Bloom	began	his	ministry,	so	to	speak,	among	
the	savages,	the	braves	in	bare	feet	and	jeans	who	squat	on	the	campus	
around	the	tribal	shaman.	To	spellbind	them	needs	no	 less	talent	but	
a	different	 technique:	 the	sophisticated	are	caught	by	simplicity,	and	
slangy	untechnical	surprises;	 the	naive,	by	conjurations	of	power	and	
the	magic	of	mumbo-jumbo.

　　　　　　　“‘A	Poet	insufficiently	himself?’:	Bloom	on	Stevens”,
　　　　　　　　　　　	Selected	Essays ,	Cambridge	UP,	1984.

ウィリアム・エンプソンは文学界にデビューした頃，洗練された文学
趣味を持つロンドンとケンブリッジの人々に感銘を与える必要があっ
た。しかし，（アメリカの批評家）ハロルド・ブルームの場合，大学で
教え始めた頃の様子は，いわば聖職者が野蛮人たちに布教するようなも
のであった。キャンパスで胡坐をかく裸足でジーンズ姿の学生たちは，
部族のシャーマンを取り囲む勇ましいインディアン戦士だったのだ。こ
の異なる二つのタイプの人々を呪縛するためには，才能に加えて二つの
異なる技術が必要だ。文学的素養を持つ洗練された人々は，素朴さや
俗語の非技巧的な意外性に心をひかれる。それに対して，土着の部族民
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は，魔物を呼び出す呪文とわけの分からない言葉の魔力にとらえられる
のだ。

	 	 	 	 	 	 　　　（訳：	﨑村耕二）

原文にある		savages	や	mumbo-jumbo	という言葉は手厳しい。しかし，この
批評は洗練された揺るぎない文学趣味の伝統を引き受けているイギリスの文学研
究者だから言えることだと私には思われた。

ケアリー教授に見られる，作品に対する日常的な読者としての純粋な反応は，
教授が書く名文の中に彫刻のように刻まれている。それは力強い言葉の彫刻であ
る。それを見るために一番良いのは，サンデータイムズの数々の書評を読むこと
である。同時に，教授が書評で取り扱う書籍が文学だけでなく歴史書などの一般
書にまで広がっていることも注目したい。

これまでまとまった形で教授の書評が編纂されたことがなく，私はこれまで残
念に思っていた。以前，教授が出版されたThe	Unexpected	Professor（Faber	
&	Faber,	2015）という自伝的な著作を読み終わったあとに，メールで感想を送っ
たところ返事がすぐに来た。私のことをよく覚えておられうれしくなった。折り
返し私はさらにメールを送った。「教授がこれまで書かれてきた書評の数々は，
それ自体が文学作品であり，書評の傑作と言えるものもあります。ケアリー書評
集のようなまとまったもの読みたいものです」。数年後，書評集が出るというこ
とがわかりうれしくなった。

【Ian Hamilton の詩】
前述のThe	Unexpected	Professor の中で，ケアリー教授がチューターを務

めたことのある学生に，のちに詩人・批評家・編集者として活躍したイアン・
ハミルトンがいたということを知った。ケアリー教授は学生時代の彼を	“the	
cleverest”	と記している（p.	181）。ハミルトンの方も，当時まだ若かったチュー
ターのことを「元気いっぱいで才気煥発。彼と話していると何事も面白くなっ
た」と後年，回想している（Ian	Hamilton	 in	conversation	with	Dan	Jacobson,	
Between	the	Lines,	2002,	p.	43）。

ハミルトン (1938-2001) は，私の知るかぎり，深い情感をきわめて平明な英語
で書くことのできた最もすぐれた現代詩人の一人である。詩作に専念したわけ
ではなく全作品をかき集めても百編に届かないほど寡作であった（全作品をIan	
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Hamilton:	Collected	Poems	[Faber	&	Faber,	2009]）で読むことができる）。他に
文芸誌の編集者，伝記作者，批評家としても活躍したので，詩作はその合間を
縫って行われた。しかし，次のような珠玉の名詩を残している。

Old	Photograph

You	are	wandering	in	the	deep	field
That	backs	on	to	the	room	I	used	to	work	in
And	from	time	to	time
You	look	up	to	see	if	I	am	watching	you.
To	this	day
Your	arms	are	full	of	the	wild	flowers
You	were	most	in	love	with.

古い写真

あなたは深い野原をさまよっている
わたしがかつて仕事に使っていた部屋の
裏手にひろがる野原を。
そしてときどきあなたは
わたしが見ているかどうかたしかめようと
わたしを見上げる。
あなたが大好きだった野の花を
今日のこの日まで
腕いっぱいに抱えて。

	 	 	 	 	 	 　　　（訳：	﨑村耕二）

ここで私が注目するのは，まず第一に，この詩に出てくる二人の人物である。
それは語りかけている者と語りかけられている者の二人である。二人以外には誰
もおらず，しかも	「わたし（I）」と「あなた（you）」という人称代名詞で示され
る。三人称代名詞は，空間的なあらゆる場所を巻き込み，一人称に対置させた場
合（私と彼，私とそれ，等々），多様な相対的関係を生じるが，他方，一人称と
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二人称は，こちらのわたし，そちらのあなた，という対面関係が基本になる。
第二に，見るという行為による交感である。わたしはここにいてあなたを「見

ている（watching）」。他方，「あなた」は「わたしがあなたのことを見ているか
どうかたしかめようとして（to	see）こちらを見あげる（look	up）」。

第三に注目したいのは，こちらを見上げる「あなた」は，本当はここにいない，
ということである。なぜなら「あなた」は写真にうつったあなただからである。
わたしはたしかにあなたのことをじっと「見ている」。しかしそのことを「たし
かめようとして」わたしを「見上げる」あなたは，写真のなかに閉じ込められた，
ほんとうはここにいないあなたである。

第四は，もっともこの詩を感動的にしているものである。それは，実際にはこ
こにいないあなたが写真の中で生きていることである。「あなた」は写真の中で，
そしてわたしの心の中で生きている。なぜなら「ときどき（from	time	to	time）
わたしのほうを見上げるからである。」そして，この詩のはじめにあるとおり，
あなたはいままさに深い野原をさまよっているのだ。	

以上の四点を補う意味で，空間表現と時制表現にも注意したい。写真に写って
いる野原は，「わたしがかつて仕事に使っていた部屋」の裏手に広がっているが，
その部屋は写真には写っていない。しかし，写真の外に広がる空間のどこかにあ
る。また，写真の外のこちらにいる「わたし」を見上げて「わたし」のまなざし
をたしかめる「あなた」と「わたし」の間には深い空間の幅が生じている。

あなたはいま現に「さまよっている（You	are	wandering）」。これは現在進行
形だ。そして，場所は深い野原であるが，それは部屋の背後に接している（backs	
on	to	the	room）。それは現在形により今の状態として表される。ただ，その部
屋は「わたしがかつて仕事していた（I	used	to	work	in）」，と語ることで，視点
は一気に過去へ飛ぶ。こうして現在が，「あなた」とともにいた「あのときのわ
たし」の過去の行為と連結されるのである。「あなた」とともに過ごした生活さ
えも暗示する。さらに現在形で，「見上げる」（you	look	up）と言い，「ときどき」

（from	time	to	time）と言うことで，写真の中の「あなた」の時間の幅が広がり，
現在くりかえされる行為として語られる。最後に描かれているあなたの姿，つ
まりあなたの腕が「花でいっぱいになっている（Your	arms	are	full	of	...）」のは
現在だけのことではない。「この日までずっと」となのだ。こうして写真が撮ら
れた過去の時点から現在までの時間の深みが表現される。最後の行で，「あなた」
が野の花をとても好きだったことが言われるが，それは「わたし」が「あなた」
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のことをよく知っていたことを暗示する。そして	“you	were	most	in	love	with”	
とあるように目の前にある写真の中の現在が，思い出の中の過去に直結する。
「わたし」と「あなた」，そして「わたしがあなたを見る」ことと「あなたがわ

たしを見ること」が簡素な語彙で詩行に織り込まれている。そして，写真の中の
現在（あなたはさまよっている…等々）と写真の外の現在（わたしがまさにいま
写真を見ていること），写真の中の過去（わたしがその部屋で仕事をしていたこ
と）と写真の外の「過去」（あなたが野の花を好きだったこと）―これらの時
間が重層的に一枚の写真の平面に深く刻まれている。

初出が1969年であることも含めて，もし伝記的な観点で第一行目	“You	are	
wondering	 in	the	deep	field”	を読み直すならば，最初の結婚で心の病を得た妻
の心の荒野をさまよっていた姿と，写真の中で野原をさまよいながらも腕を花で
いっぱいにしてこちらをときどき見上げる姿を，「わたし」は同時にみつめてい
るのである。美しく深い詩だと思う。

次に挙げるもう一つの詩は，詩人としてだけでなく伝記作家として活躍したハ
ミルトンの心の一つの断面を示している。

Biography

Who	turned	the	page?	When	I	went	out
Last	night,	his	Life	was	left	wide-open,
Half-way	through,	in	lamplight	on	my	desk:
The	Middle	years.
Now	look	at	him.	Who	turned	the	page?

伝記

だれがページをめくったんだ？
わたしが昨夜ここを出たとき
彼の人生は，私のデスクのライトに照らされ
中途のまま大きく開いていた。
人生行路の真っただ中。
でも見てくれ，今の彼を。
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だれがページをめくったんだ？
	 	 	 	 	 	 	 （訳：	﨑村耕二）

この詩は，先の「古い写真」と本質的に深いところでつながっている，と私
は考える。ハミルトンは，若年で雑誌編集者として多忙な生活に放り込まれた。
The	Review やThe	New	Review などは優れた文芸誌として歴史に残る。雑誌
経営の困難と闘いながらほそぼそと詩作を続け，さらに伝記作者としての名も挙
げた。そして伝記こそは，実在の人物と向き合う文学形式だ。そこでは本当に生
身の人物に迫ることができるかどうかが究極の課題だ。私は，多くの文献を漁り，
事実を積み上げ，その挙句，実際に生きていた人物の幽霊のようなものしか描け
なかった研究者の評伝作品をいくつも知っている。しかし，ハミルトンは詩人の
魂を持っていた人であり，その魂で人物に迫った人だと思う。

しかし資料の前で，どこまで人物に迫ることができるか。「人間」に迫ろうと
すればするほど，作家は当惑する。「人間」は，それが物故者であっても伝記資
料の中ではなく，どこかにいま生きているのだ。いや生きようとしているのだ。
作家でもなく文芸ジャーナリストとしてでもなくまさに詩人としてのハミルト
ンの心の中に場所を見つけて生きようとしているのだ。「古い写真」の中で，過
去となった女性がいま野原をさまよっており，ときどきこちらを見上げている
ように。

ハミルトン本人は，自分が詩人として寡作だということを自覚していたし，ま
た指摘されても弁解がましいことは述べていない（前掲書Ian	Hamilton:	Collected	
Poems の Alan	Jenkins,	“Introduction”および	Ian	Hamilton	in	conversation	with	
Dan	Jacobson）。ただ，全力で目の前の仕事に取組み，クオリティーの高い一定
の仕事をしながらも，自己評価を拒んだ詩人のデリケートな心の動きは次の詩に
見ることができる。

Steps

Where	do	we	find	ourselves?	What	is	this	tale
With	no	beginning	and	no	end?
We	know	not	the	extremes.	Perhaps
There	are	none.
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We	are	on	a	kind	of	stair.	The	world	below
Will	never	be	regained;	was	never	there
Perhaps.	And	yet	it	seems
We've	climbed	to	where	we	are
With	diligence,	as	if	told	long	ago
How	high	the	highest	rung.
Alas:		this	lethargy	at	noon,
This	interfered-with	air.

わたしたちはどこにいるのだろう。
はじめもおわりもないこの物語は何なのだ。
どこが最果てなのか知りはしない。
ひょっとしたら，果てなどどこにもないのだ。
わたしたちはいわば階段の上にいる。
眼下の世界はけっして取り戻すことができない。
そんなものはそもそもなかったのだ，たぶん。
それでもなんだかはるか昔，
てっぺんは高いぞ，と言われて
この場所までがんばって登って来たように思える。
ああ，正午のこのけだるさ
このとどこおった空気。

	 	 	 	 	 	 　　　（訳：﨑村耕二）

晩年近くに書かれたこの詩から伝わってくるのは，人生の途上で生じた充足感
のゆらぎでもなく，また，大きな功績をあげて一つの社会的地位を確立した文学
者の自己点検でもない。一詩人がわれわれに投げかける根本的な疑念である。そ
の疑念は私たちに「階段のてっぺん」を見上げさせ，また眼下の深い淵をのぞか
せる。しかし答えはない。ハミルトン自身も生の言葉で答えることはなかった。
彼はマシュー・アーノルド（Matthew	Arnold）の言葉を引用し，それに心を動
かされた旨を語っている。アーノルドの一節は次の通りである。

It	is	a	sad	thing	to	see	a	man	who	has	been	frittered	away	piecemeal	
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by	petty	distractions,	and	who	has	never	done	his	best.	But	 it	 is	still	
sadder	 to	 see	 a	man	who	has	done	his	best,	who	has	 reached	his	
utmost	 limits	–	and	finds	his	work	a	failure,	and	himself	 far	 less	than	
he	had	imagined	himself.

　　　（Ian	Hamilton,	A	Gift	Imprisoned:	The	Poetic	Life	of	Matthew	Arnold	
　　　[Bloomsbury,	1998]	より再引用）

あれやこれやとささいな雑事に取り紛れ，最善を尽くして仕事に取り
組むことがついぞなかった人を見るのは悲しいことだ。しかし，ギリ
ギリのところまで頑張ったものの，取り組んできた仕事がのちになって
無残な失敗であることがわかり，自分自身の真価が当初思い描いていた
ものよりもはるかに乏しいことに気づいた人を見るのはもっと悲しいこ
とだ。

	 	 	 	 	 	 　　　（訳：﨑村耕二）

ハミルトン自身，この一節について	“a	very	painful	quotation”	と感慨を語っ
ているが，自分自身の人生についてはやはり判断を表明していない。伝記作家で
もあるハミルトン自身，他者についても自分についても判断を下すことはできな
い，とわかっていただろう。できたのはただ一篇の詩を書くことだったのだ。

おわりに

アーノルドの「とても痛々しい」文を引用したハミルトンの感慨は，人生にお
ける一つの区切りに達した人たちにとって共感できるものだろう。しかし，若い
人々にとっても「階段のてっぺん」を見上げて何が見えるか，という問いに対し
て「階段」という詩は無言の答えを示しているように見える。

わたしは定年退職を迎えるにあたり，ここ七年ほど取り組んできた「医学英語
の語源と語形成」の講義をほぼ満足な気持ちで振り返ることができる。しかしこ
れで終わりではない。これから先は，ハミルトンが見上げた「高いてっぺん」を
持つ垂直な階段ではなく，いわば水平に敷かれた階段を一歩ずつたどっていきた
いと思う。
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野村俊明先生追悼特集
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故  野村俊明名誉教授の略歴

1954（昭和29）年5月25日	 埼玉県大宮市にて出生
1978（昭和53）年3月	 東京大学文学部哲学科卒業
1986（昭和61）年3月	 東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻
	 博士課程満期退学
1992（平成		4）年3月	 日本医科大学卒業
1992（平成		4）年5月	 日本医科大学付属第一病院神経科研修医
	 （精神医学教室入局）
1994（平成		6）年4月	 根岸病院医師
1997（平成		9）年7月	 法務省関東医療少年院医師
2001（平成13）年4月	 創価大学大学院文学研究科教授
2004（平成16）年4月	 法務省東京拘置所保健課長
2005（平成17）年4月	 法務省八王子医療刑務所医療第一課長
2008（平成20）年4月	 日本医科大学心理学教授（学生相談室長兼務）
2011（平成23）年4月	 日本医科大学新丸子主任（2014年より基礎科学主任）
2020（令和		2）年3月	 日本医科大学定年退職
2022（令和		4）年1月25日	 逝去（満67歳）
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日本医科大学名誉教授、野村俊明先生の訃報に接し、まことに痛惜の念にた

えません。日本医科大学基礎科学関係者を代表し、ここに謹んで哀悼の意を表し

ます。

先生は、東京大学文学部、東京大学大学院教育学研究科を卒業後、日本医科

大学に入学され、1992年に卒業後、日本医科大学付属第一病院神経科の研修医

となられました。1997年には法務省関東医療少年院に入職され、途中で短期間、

文科系大学院で臨床心理士育成の教員をされましたが、その後も矯正医療に携

わってこられました。2008年には、基礎科学（教養課程）の心理学教授として

母校の日本医科大学に戻られました。日本医科大学在職中は、学生相談室長とし

ても学生の心のケアをされるとともに、在職12年間のうち9年間は基礎科学主

任として基礎科学を牽引されました。その功績により、2020年には日本医科大

学賞教育部門を授与されるとともに、定年退職後は日本医科大学名誉教授となら

れております。

先生は、数多くの著書を執筆されましたが、中でも遺作となった『刑務所の

精神科医』（みすず書房	2021）は多くのメディアに取り上げられるなど、話題を

呼びました。まだまだ多くの著書を書かれるとともに、臨床医としてこれからも

多くの患者の救いになられたであろうことを思うと、残念でなりません。

先生には基礎科学に多大なご尽力をいただきましたが、ご退職後わずか2年足

らずというあまりに早すぎるご逝去に、関係者一同、気持ちの整理ができかねて

おります。そこで今回、野村先生の後任の吉川教授の発案と、編集幹事の藤崎教

授の尽力により、この日本医科大学基礎科学紀要において野村先生の追悼特集を

組むこととなりました。ここに先生のご遺徳を偲び、衷心よりご冥福をお祈り申

し上げます。

野村俊明先生のご逝去を悼む

日本医科大学基礎科学主任　中村成夫
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日本医科大学において極めて高い良識、常識を有し、「知」を大切にし、また
静かなる情熱と確固たる信念を有していた、日本医科大学最高の聖人、賢人で
あった野村俊明先生は約1年半の闘病を経て、とうとう黄泉の世界へ旅立ってし
まった。残念という言葉を超えた大きなショックから癒えるのには、今しばら
くの時間がかかりそうである。

野村先生と出会ったのは十数年前、基礎科学の医療心理学教授選考の時から
である。当時、私は大学の教育委員長（現教務部長）を務めており、その関係で、
基礎科学の医療心理学教室立ち上げとその担当教授選考の為の委員会において
選考委員長を務めており、その選考過程において、候補者面談の際に野村先生
と対峙したのが出会いである。この選考は全国公募の選考ではあったが、一方で、
基礎科学分野に母校出身の医師であり、基礎科学分野という新入生を受け入れ、
医学生としてのスタートにあたっての医師になろうとする学生達を誤ったモチ
ベーションや錯覚を起こすことなく、真摯な気持ちで医学を学ぶ道に導くこと
の出来る人物を選考するという、いわば「条件」が暗黙の了解事項であった。
そうは言っても、厳正な公募でもあり、そこはこの「条件」にある人をしっか
りと見極めるという大きな課題があった。私は母校の東京慈恵会医科大学の教
養課程時代に、慈恵医大を卒業し、生化学の助教授から当時の学長の大きな依
頼を受けて、母校の後輩育成のために専門の生化学研究者から、教養課程全般
の統括も含めて生物物理化学という、特別の科目の教授であり、進学課程長の
役割を持って赴任していた故久志本常孝教授のことを思い出し、母校出身で医
師でもあり、かつ、教養教育に大きな理解を有する人物が教養課程に存在する
ことは極めて大きな意義を有するようになるという哲学を堅持していたので、
その方針には全面的に同意であり、あとは人物だけであると考えていた。野村
先生の提出された履歴書、業績などをじっくりと読ませて頂くと、日本医科大

〈追悼文〉

日本医科大学 最高の聖人、賢人、
故野村俊明名誉教授を悼む

日本医科大学名誉教授
佛教大学保健医療技術学部教授

小澤一史
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学に入学の前に東京大学の心理学科を卒業されており、その後日本医科大学に
入学され、その後、精神医学の道に進まれ、さらに法務省の医務官として少年
鑑別所や刑務所の医務官を経歴されており、その経歴に密かな興奮を感じた。
これらの任務は人一倍根気が必要で、冷静な判断、中立性を持って寄り添う気
持ちが必要なポジションであるからである。そして、大変に多忙な職務にもか
かわらず、教授選考で求められる一定の業績をきちんと超える論文、著作があり、
どういう人であろうか…と面談の時を楽しみにしていた。そして委員との面談
の場に、野村先生は現れた。寡黙であるが、しかし、一点の曇りもない野村先
生の目に、私は絶大な信頼感を瞬時に感じた。その後の選考過程での議論は何
もいらず、業績、人間性、何をとっても文句なしに教授会への推薦が決まり、
教授会でも絶大な支持を集めて野村俊明医療心理学教授が誕生したわけである。

当時の基礎科学は新丸子校舎であり、その体制も多少「旧態依然」の状況が
あり、意識改革が求められる状況でもあった。私は教育委員長、教務部長として、
再三、その必要性を主張し、時には基礎科学の教員と衝突することもあったが、
野村先生が着任されてからは、野村先生の冷静沈着な観察、じっくりと構えて
十分に議論を熟させてから周りを納得させ、あるべき形に進歩させる見事な手
腕が発揮されたことはいうまでもない。前学長の田尻	孝先生の時に、鈴木秀典
大学院研究科長〔現常務理事〕、弦間昭彦医学部長〔現学長〕、私が教務部長、
そして野村先生が基礎科学主任という体制になり、さらに田尻学長退任後、弦
間医学部長が学長となり、私が医学部長となって、大学の様々な諸問題に対処
する時間が続いた。私は元来、「静」の人であったが、教授となり、様々な対応
をする上で「動」の人にならざるを得ないと考え、ある意味では本来の固有の
自分を捨てて「動」の演技、アクセル役を表出する決心をした。これを鈴木大
学院研究科長と野村基礎科学主任という抜群の冷静で慎重な「静」の達人が時
にブレーキ役という形で現在の弦間学長の初期を支えた。弦間キャビネット（7
役会議）の初期は、加えて大久保公裕学生部長（耳鼻咽喉科大学院教授）、伊藤
保彦教務部長（小児科大学院教授）、近藤幸尋研究部長（泌尿器科大学院教授）
のメンバーであり、今とは異なり、喧々諤々の議論が行われ、各自が十分な発
言を行い、十分な意見交換する体制であった。そんな中で、野村先生は基本的
に「静」を保ち、最後の最後で short	words のコメントをされるのであるが、
これが極めて的確で重みのある一言であり、議論の conclusion となることが多々
あった。私は、この流れ ( 皆が周りを忖度することなく責任を持って発言し、意
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見交換を行う体制 ) がたまらなく好きで、また安心できる環境であったので、誰
かの顔色を伺ったり、忖度を考えたり、政治を考える必要もなく、極めて率直
な意見交換の場が構築され、教授会で大きな議論をする前に、執行部の十分な
準備が出来、恐らくは学長も安心した学内運営が出来たのではないかと想像す
る。その土台、根幹に野村先生の存在があったことを強く伝えておきたいと思う。
2019年本紀要への「紀要2019	（第48号）」の中の野村先生の「紀要礼賛」の文
章の中で「学術雑誌は一定の形式と内容を持たなければ受理してくれない。エ
ビデンスレベルを高めるには対象を限定し方法を精緻化しなくてはいけない。
これは当然のことだが、研究者には自由な発想が必要であって雑文を書く機会
があってもいい」の一文があるが、この一文に示された想い、哲学が野村先生
の真骨頂であり、この考え方が様々な学内の問題解決に活かされたと思う。き
ちんとルールがあるのだからそれを守りましょう、でもルールは社会秩序のた
めに必要なものではあるが、ルールに縛られ、自由な発想や行動が抑制されて
はいけない、という、長く刑務所において医務官を務め受刑者と対峙された先
生ならではの厳しさと優しさを含有する哲学であったと思う。

野村先生は学生を大変に大切にされていた。私も大学の一番の宝は学生であ
るという哲学であったので、常に同じ思いで学生問題に対峙することが出来た。
大学教授という智の巨像であるべき人々の中にも「学生連中」とか「あいつら」、

「おまえら」、「学生を信用してはいけない」と発言する人々がいるが、私達はそ
れらの発言を常に苦々しく思い、「教育を語る前に、自分を教育しないと….」と
言って苦笑し合っていた。どんなに痛い目に遭っても「学生諸君」、「君達」、「こ
んなに裏切られても、それでも学生を信用する姿勢をとり続ける」が野村先生
と私の固い約束、信念であった。そして、学生との信頼関係を結べるような教
育環境の構築、教育者の在り方を常に真摯に考えた。「動」と「静」のタイプの
違いはあったかもしれないが、心は通じ合い、共に信じ合った親しい仲間、盟
友であった。

2018年3月、医師国家試験の不振の責任をとって医学部長を辞任することに
した。加えて、よく分からない筋から教授職も辞めよというような無署名の書
簡も送りつけられたりして、私が日本医科大学に在職することは大学にとって
マイナスになる可能性を考え、予定よりも早期の退職を考えることも教授会に
伝えた。この時に、「静」の野村先生が真っ先に起ち上がり「なぜ、そこまでし
なければいけないのか。そういう思いにさせている組織、大学、教授会はおか
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しいのではないか」と発言された。この発言をされた教授は、野村先生お一人
だけであった。私の中では、盟友の一言で救われた、報われた、という思いが
充満し、もうこれでよい、と穏やかに我が身の処し方を固く決めることが出来た。

野村先生と私の共通した趣味がクラシック音楽鑑賞であった。私の教授室で
も、野村先生の教授室でも、常に流れている音楽はクラシック音楽であり、野
村先生が千駄木校舎に用事があって千駄木校舎に来たとき、少し時間の余裕が
あると私の部屋に寄られて、多数の CD を眺めつつ、「これ、ちょっといいです
か….」と興味を持った CD を選んで、一緒にコーヒーを飲みながら、音楽談義
をする時間が、互いにとても楽しみであった。定年後、ゆっくりと一緒に音楽
会に行ったりしようという話をしていた最中、2020年の7月に「少し体調不良
で…」という連絡を受け、その後の闘病生活が始まった。病態から考えると、
少し厳しい病態であると思った。精神科医でもある野村先生は、冷静に自分の
先々を見つめられ、冷静に人生の幕引きの準備を始められた。一方で、生を大
切にする姿勢も淡々と堅持され、模範的患者となって主治医の指導、治療方針
に従い、「小澤さん、いや～、現代の医療の進歩はすごいねえ」と話しをされて
いた。事実、2020年の年末に、私達の中で「春を迎え、桜を見ることが確実に
出来るね」という会話をすることが出来、私も何とか奇跡が続いてほしいと願っ
た。そんな中で、2021年9月に野村先生の最後の名著となった「刑務所の精神
科医」がみすず書房から出版された。大変に素晴らしい名著であることは語る
必要もないが、人間性、知的生産性、いずれをとっても高い品格のある本であっ
た。「みすず書房」出版の意味を感じ、すぐに「いや～、みすず書房出版は羨ま
しい」と連絡したところ、「かつて夢中になって読んだロマン・ローランの“ベー
トーベンの生涯”の翻訳を出した会社なので、その点は嬉しい」と少し照れな
がら話されていたのがとても印象的であった。野村先生はそのご経験から法務
省の受刑者からの訴えなどを吟味する調査検討委員会の委員を務めていたが、
定年退職時にその役目を私に譲りたいと連絡してきた。現在その調査検討委員
の一人として、毎月、法務省に出向くが、法務省内でも野村先生の存在、人間
性は伝説となっており、未だに素晴らしい活躍をされたことが語り継がれてい
る。法務省矯正局が管轄する全国の刑務所、拘置所の刑務官らに配付される「刑
政」という内部冊子があるが、この中でもともに法務省で仕事をされた官僚の
方（現在はとある刑務所長）が、野村先生の「刑務所の精神科医」を全国の刑
務官に紹介し、そしてその早すぎる逝去を悼んでいる。
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その後、2021年の11月初旬に「今ちょっと体調も落ち着いているから」とお
声がけの連絡を頂き、時々「三賢人の会」と勝手に称して、教授会後に定期的
に野村先生と会食を続けていた化学の中村先生と一緒に御自宅を訪ね、体調の
こともあるので1時間だけ、と言っていたのにもかかわらずに結局、2時間以上
も3人で楽しい思い出話をする時間を得た。帰り際に、野村先生は私と中村先生
に「またね」と言いながらも、手を握って別れを惜しまれた。こんなことは今
までには無かったので、病状の実態を知っていた私は、これは野村先生の暇乞
いだな、と思った。その場で熱いものが湧き上がりそうになったが、必死にぐっ
と堪えた。中村先生と別れた後、電車の中で抑えていた感情が我慢できなくな
り、慌てて下車し、駅の片隅で止まらない涙を流した。

2022年1月12日に私は武蔵境の講義室で第1学年向けの「最終講義」をさせ
て頂いた。この時の録画を中村教授が野村先生に送ってくださり、それを見た野
村先生から「大変によい最終講義であった。自分は年を取ってから、特に医師
になってから後に心を許す友人がなかなかいなかったが、先生（小澤）とは心
地よい同じ思いを有する友人として付き合えて嬉しかった。その先生が4月から
は日本医大にはいないということがどうしても、自分の中で納得出来ず、咀嚼
できないでる。しかし、新しい一歩を選んだのだから、それを応援したいと思う」
というメールを頂いた。これが野村先生からの最後のメール、音信であった。

1月30日（日）に私は少しゆっくりと汗を流そうと思い、熱海の温泉に向かっ
ていた。その時に携帯電話に電話があり、電車に乗っていたのですぐにはでら
れず、ホテルに着いてからその番号にかけ直したところ「野村の妻です」と奥
様がでられた。瞬間、全てを悟ったが「野村が亡くなり、葬儀も済みました。
親しくしてくれた先生に連絡致します」というお話しであった。一瞬頭の中が
白くなるというのはこういうことか、という感覚であった。日曜日であったの
で、温泉も閑散としており一人で温泉に入り、瞑目するしかなかった。

私が、聖人、賢人というと「普段の生活を知らないからそんな美化をするん
だよ」と微笑んでいた野村先生がいないという現実を受け止めるには、私には
もう少し時間が必要である。しかし、野村先生のお陰で自らの生命も無駄にす
ることなく、人生設計上、いずれは京都に戻るという願いもスムーズに進んで、
無事に日本医科大学も卒業して、京都の佛教大学保健医療技術学部にて medical	
staff である看護師、理学療法士、作業療法士を目指す学徒達に機能形態学の教
育を行い、自身の生殖神経内分泌学の研究の集大成を英文誌に投稿したりして、
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研究者としての duty も果たしている。佛教大学なので時々、浄土宗や法然上人
の言葉の解説などのプリントを目にすることがある。その中の「心を修めたな
らば、安楽をもたらす」という言葉に目がとまった。いつも理知的に冷静で品位、
品格の高い言葉を選び使っていた野村先生は心を修めていたんだなああ…. とつ
くづく思った次第である。

　
終わりに、改めて盟友でもあった野村俊明先生に対し、生前の多くのサポート、

個としての温かいご厚情に心からの感謝を表し、冥福を祈る次第である。野村
俊明先生、本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合掌
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野村先生の早過ぎる訃報に接した時、あの温かな笑顔とお人柄に再び接する
ことができないこと、そして何より、直接先生にお礼を申しあげる機会がなく
なってしまったことの無念さで胸が一杯になりました。野村先生と初めてお目
にかかったのは2016年３月のことでした。長年の懸案であった私の博士論文に
ついて先生にご意見を伺うため、大久保善朗・日本医科大学精神神経科学講座
主任教授（当時）がご紹介下さったのです。

私の研究は1983年に中曽根政権が打ち出した「留学生受け入れ十万人計画」
の下で日本政府が急速に受け入れを増やした「国費留学生」がテーマでした。
異文化との摩擦で生まれる心理学的、精神保健学的問題への対応の糸口を探ろ
うと、80余人を対象に心理テストを実施し解析した研究が始まりでした。その
結果を遠藤教授のご指導でまとめ、1993年夏、国際会議で発表する機会を頂き
ました。発表の場には当時の遠藤教授だけでなく廣瀬名誉教授もご臨席下さい
ました。その後、論文化を進める予定でしたが、様々の事情で作業が滞りました。
21世紀初頭にはあらたなデータも加えて再度まとめたものの、遠藤教授の任期
中に出せず、大久保教授に引き継がれました。医学の研究や論文を巡るルール
がこの間に大きく変わり厳格化したことも遅滞の一因になりました。

野村先生は私の話を丁寧に聞き、旧いデータにも目を通して下さったうえで、
解決への方策を様々ご検討下さいました。当初、先生は、30年前の調査を捨てて、
新規に最低20人くらいの元国費留学生を追跡してみてはどうかと、あらたな調
査研究を構えることを薦められました。それが最速の道であり２年くらいで論文
を完結させることができるだろうと言われたのです。しかし、十万人計画当初の
調査は私には特別な思い入れがあり、容易に「捨てる」ことは出来ませんでした。

〈追悼文〉

野村俊明教授への感謝

読売新聞東京本社常務取締役

南　砂
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野村先生はそんな私の気持ちも汲んで様々の可能性と提案をして下さり、何とか
論文に結実できるようご支援下さいました。教育・研究と臨床とにお忙しい中、
留学生現場からご協力下さっていた千葉大学国際センターの新倉涼子教授とも議
論を重ね、試行錯誤を繰り返した結果、2019年夏、あらたな調査事業が動き出
しました。先生とお会いしてから3年余りの時間が経過していました。この間、
何度となく交わされたやりとりを通じて、先生はいつでも穏やかで誠実に、し
かしながら研究の現実的なかたちと着地点を常に丁寧に探り、周到な計画を描
いて下さったことを忘れることができません。これを学位論文として結実させ
ることができたのは偏に、大久保、野村両教授と、医療心理学教室の樫村正美
准教授の懇切なるご支援のお蔭でした。

1980年代に来日した、十万人計画当初の国費留学生を対象とした30年の縦断
調査が決まり、早速、連絡可能な当時の元留学生に協力を呼びかけたところ、
思いがけないほど多くの元留学生が調査に協力したいと言ってくれて、2020年
春、100人あまりの元留学生を対象とした調査を実施することができました。解
析後、論文化を進め、大久保教授の「ご卒業」と同時に学位を頂きました。廣瀬、
遠藤、大久保と、３代の主任教授がご配慮下さった国費留学生の研究を、野村
教授のお力でまとめられたことは、私にとって生涯の財産です。ただひとつ無
念なことは、先生がご体調をわるくされ、直接御礼申し上げる機会を逸したこ
とでした。

折々に先生にご指導を頂いた「医療心理学」の視点は、これからの医療に欠
くべからざるものであると確信しております。ここに、野村教授への心からの
感謝を改めて申し上げるとともに、先生が礎を据えられ、現在吉川栄省教授に
引き継がれた医療心理学教室の揺るぎない発展を心から願うものです。
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私が野村先生に初めてお会いしたのは、東日本大震災直後の2011年4月のこ
とであった。化学教室の教授として日本医科大学に着任した私は、辞令交付式の
席で少し離れたところに座っている方が、同じタイミングで基礎科学主任（当時
は新丸子主任）の辞令を受けた野村先生だと知った。式の後、先生はすぐに私の
ところに来てくださり、「先生、よろしくお願いしますね。いやあ、課題山積で
すよ」と握手を求めてこられた。一瞬で「あっ、この人は信頼できる」と感じた
温かい手だった。これが野村先生との一度目の握手であった。

一人の知り合いもいない日本医科大学に赴任した私は、最初はそれなりに不安
であった。そんな私に野村先生は何くれとなく気を遣ってくださった。私が一人
で実験ができるように研究環境整備の便宜をはかってくださったのは、大変あり
がたかった。その後も基礎医学の先生と共同研究ができるよう取り計らってくだ
さった。これは私の研究にとって大変貴重な財産となった。もっともこれは私一
人のためというわけではなく、基礎科学と基礎医学・臨床医学をつなぐことによっ
て、基礎科学の若い研究者たちに活躍の場を与えようという野村先生の親心で
あった。

野村先生の最初の大仕事は2014年の新丸子校舎から武蔵境校舎への基礎科学
の移転であったと思う。基礎科学の教員は医療心理学・数学・物理学・化学・生
物学・外国語・スポーツ科学と幅広い分野にわたっており、各研究室が不公平感
を持たないように調整するのはさぞかし大変だったと思う。大局的な判断を持っ
て、誰からも文句が出ないような研究室配置を設計されたのは、さすが野村先生
だった。

もうひとつの大仕事は武蔵境移転と同時に行われたカリキュラム改訂だろう。
これには私も少しは貢献したと自負している。小澤教務部長、野村基礎科学主任
と3人で、2014年入学の１年生からスタートする新カリキュラムの策定のため

〈追悼文〉

二度の握手　－野村先生との思い出－

日本医科大学化学教室

中村成夫
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に何度も何度も話し合った。基礎医学との調整は小澤先生の知恵と力を借り、基
礎科学内の調整は野村先生の知恵と力を借り、着々と新カリキュラムができあ
がっていくのを目の当たりにして、信頼できる人と一緒に仕事をするのはなんて
楽しいんだろうと感動を覚えた。そして尊敬できる人のためなら一生懸命働ける
ことも身をもって感じた。

このように何度も相談したり話し合ったり、他にも拘束時間の長い委員会の委
員を一緒にやったりしたおかげで、野村先生にはずいぶん親しくしていただいた。
私もちょっとした相談事があれば、しばしば野村先生の教授室を訪れるように
なった。野村先生のお部屋にはいつもクラシック音楽が流れていた。私もクラ
シックが好きなので、ついでに音楽の話をしてしまうこともしばしばだった。「珍
しくワーグナーですね。どうされたんですか？」「うん、ちょっと自分を鼓舞し
ようと思ってね」とか「あれ、こないだ伺ったときもブラームスの1番がかかっ
てませんでした？」「なんか疲れてるのか、CD 取り換えるのがめんどくさくて
そのまま何度もかけてるんだよ」などの他愛のない会話が懐かしく思い出される。
私が野村先生の真似をしていることはいくつもあるが、そのうちのひとつが仕事
をしながらクラシックを流すことだ。他には、千駄木での会議の帰りに小澤先生
の教授室に立ち寄ってコーヒーをご馳走になりながらおしゃべりをするというの
も、野村先生の真似をさせてもらった。

こんな日々がいつまでも続くような気がしていたが、野村先生の定年の日が近
づいてきた。最後の数年は基礎科学の諸問題を整理することを意識されていた。

「後の人が困らないように、ぼくが憎まれ役になればいいんだから」と、場合によっ
ては半ば強引に片付けていかれた。おかげさまで基礎科学主任を引き継いだ私は
とてもやりやすい状態でスタートできた。後任のことも考えてくださった野村先
生には感謝しかない。

東日本大震災から一ヶ月も経っていなかった2011年4月1日に基礎科学主任と
なられた野村先生は、COVID-19が我々の生活に暗い影を落とし始めた2020年3
月31日に定年を迎えられた。自粛ムードが漂う中で、送別会もできなかった。
その一週間後の2020年4月7日には、最初の緊急事態宣言が発出された。

野村先生もリタイア後の人生設計をいろいろされていたと思う。基礎科学教職
員宛の退職の挨拶メールには「臨床医に戻れるのでほっとしています」とあった。
まずはクリニックでしばらくのんびり診療をされるおつもりだったのだろう。教
授室での他愛のない会話の中でも「老後はアヴェ・ヴェルム・コルプスでも聴き
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ながら穏やかに暮らしたいねえ」とおっしゃっていた。しかし、まずは
COVID-19に予定を狂わされたようだ。7月には野村先生が在職中によく小澤先
生と３人で行っていたお店でこっそり会食した。「3月末以来、大学関係者と会
うのは初めてだよ」とおっしゃっていたが、近況を訊くと「コロナのせいで患者
が減っちゃってねえ。経営のことにも関わらなきゃいけなくなったよ」とぼやい
ておられた。この日の会が先生の病が発覚する前の最後の会となった。

7月にお会いできたことに気をよくして、9月に再びお会いする計画を立てて
いた。野村先生も楽しみにされていたのだが、直前になって「この2 ～ 3週、急
に体調不良を自覚し、付属病院消化器外科に入院することになった」との連絡を
いただいた。「消化器外科」という単語に一抹の不安を覚えつつ、また元気にな
られたら再開（再会）しようと呑気に考えていた。数日後、千駄木での対面会議
の後、大学院棟の近くを歩いていたら、路上でばったり小澤先生に出くわした。

「野村先生のことわかったよ」といつになく硬い表情でおっしゃり、ひと言
「pancreas……」と。目の前が真っ暗になるとはまさにこのことだった。地下鉄
の車内で「何でよりによって……、何で野村先生が……」とばかり考えていたの
を覚えている。

私が野村先生から基礎科学主任を引き継ぐにあたり、ひとつ決めていたことが
ある。それは、退任後にまであれこれ相談されるのはあまり気分のよいものでは
ないだろうから、なるべく野村先生を頼らないということだった。とはいえ、た
まには野村先生と他愛のない話をしたいし、愚痴だって聞いてもらいたい。年が
明けた2021年1月のある日、意を決して「用事はないんですが、先生の声を聞
きたいので電話していいですか？」とショートメッセージを送ってみた。すると

「今ならいいですよ」との返事をいただいたので、いそいそと電話をかけた。今
はご自宅で療養されていること、体調も落ち着いていること、食欲も回復してた
まに奥様と食事に出かけたりしていること、などをお聞きした。そこで図々しく
も「小澤先生と3人でランチくらいならどうでしょう？」と訊ねると「吉祥寺あ
たりで60 ～ 90分くらいなら」とのお返事をいただいた。大喜びで急遽小澤先生
と日程調整して、ランチ会をする運びとなった。野村先生に日時をお知らせした
ら、「なお、抗がん剤の副作用で禿げてしまいました。驚かれるかもしれないの
で、あらかじめお伝えしておきます」と、いつものユーモアもお忘れではなかっ
た。ドキドキしながらお会いしたが、少し痩せられてはいたものの、割と量の多
いランチをぺろりと平らげられて、このまま全快されるんじゃないかと錯覚して
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しまいそうだった。しかし「しばらく小康状態が続くかもしれないけど、ずっと
このままってわけにはいかないからね」とおっしゃられて現実に引き戻された。

その後も何度も緊急事態宣言が延長を繰り返し、東京オリンピックとともに感
染も急拡大し、なかなか連絡もできなかった9月のある日、野村先生から一冊の
本が届いた。先生の著書『刑務所の精神科医　治療と刑罰のあいだで考えたこと』
であった。対象者からはちょっと距離を置きつつ、でも優しくて温かみのある先
生の対応と、野村節ともいうべき語り口に引き込まれて、つい一気に読んでしまっ
た。それにしても、先生は発達障害や自閉症スペクトラムについて、相当お詳し
かったことがよくわかった。前に一度、基礎科学の教員に対して、ADHD や
ASD のお話をしてくださったことがあったが、「専門領域じゃないから、ちょこ
ちょこっと準備しただけですよ」という割にはずいぶんきちんとまとまったスラ
イドだなと感じたのはそういうわけだったのかと合点した。ADHD や ASD の傾
向がある学生には今でも悩まされており、先生にもっと話を聞いておけばよかっ
たと思う。

さっそく先生にメールで読後の感想をお送りした。いただいたお返事には、
「この本は初めての（多分最後の）一般読書人向けエッセイです」「法務省の施設
に赴任したのは成り行きなのですが、人生はこういう偶然の積み重ねなのだなと
つくづく思います」などのコメントがあった。また、近況報告に対する返事に「私
には常に中村先生のサポートが得られていた」という一文があった。これは私に
対する最大の賛辞であり、涙が出るほどうれしかった。でも、私が先生のために
働けたのは、あくまで先生の人徳の賜物なのです……

私の趣味は週刊誌を流し読みすることだが、ある日、週刊新潮（21年10月21
日号）に丸々 1ページが割かれて、『刑務所の精神科医』の書評が載っているの
を見つけた。大変好意的に書かれていて、我がことのようにうれしくなり、すぐ
に野村先生にメールした（出版元のみすず書房より私の連絡の方が早かった）。
その後も、週刊文春（21年10月28日号）、サンデー毎日（21年10月31日号）
と書評が掲載され、この本に対する注目度の高さを感じた。書評を見つけるたび
に野村先生にメールしていたら、「このところ体調も落ち着いているので、また
小澤先生と3人でお会いできればうれしい」との連絡をいただいた。一も二もな
く小澤先生と日程調整して、ご自宅に伺うこととなった。まさかその日がお目に
かかる最後の日になるとは思いもよらなかった。

久しぶりの3人での会話は弾み、あっという間に当初予定の1時間が過ぎてし
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まった。我々は辞去しようとしたが、野村先生が「まだ大丈夫ですよ」とケーキ
を出してくださり、お言葉に甘えて2時間以上滞在してしまった。先生はケーキ
もパクッとお召し上がりになり、体調もよさそうに見えたので、これならまだま
だお会いできる機会があるに違いないと思った。さすがにそろそろおいとましよ
うとなったところ、野村先生から手を差し出された。これが野村先生との二度目
の握手であった。10年前と変わらず優しく温かい手だった。

帰宅後に野村先生からいただいたメールに「50歳を過ぎて入った職場で、こ
れほど親しい友人ができるとは思っていませんでした。幸運でした」とあった。

「私などを友人と言っていただけるなんて畏れ多いです」と返したところ、「欧米
の映画などを観ていると、年齢に関わりなく、老人と少年でも「友人」になるの
ですね。日本は、少し年齢や立場が違うとそうなりにくい。おそらく双方に何ら
かのこだわりが生じてしまうからでしょう。小さなことにこだわって一番大事な
ことを見失ってしまいがちだとしたら、残念なことだとかねがね感じていました。
今後も友人としての付き合いをお願いします」とのお返事をいただいた。野村先
生から友人に認定されたことは、私にとって最高の名誉である。「絶対に二度目
の握手を最後にするものか、三度目四度目の握手をするんだ」と誓った。

2022年が明けてすぐ、野村先生宛に朝日新聞のオピニオン編集部からインタ
ビュー取材依頼が来ていることを大学庶務課から聞いた。野村先生も取材を受け
るつもりだと聞き、さっそく「とてもすばらしい話で、記事になるのを楽しみに
しています」とメールを送った。先生からのお返事には「この本は一般読者向け
で、一応社会への発信なので、こうした取材は受けていくのが筋だろうと考えて
います」とあった。また最後に「私の体調は「なだらかに低下」ですが、先生方
が落ち着かれたら、またお会いしたいです」とあった。しかし、それは叶わない
まま、このメールからわずか二週間後の1月25日にお亡くなりになった。

野村先生が亡くなられてからまもなく一年になるが、いまだに嘘のような気が
する。時々無性に野村先生とお話ししたくなる。ほとんど電話をしない私の携帯
の履歴には、最後にお会いした日の野村先生の履歴が残っている。この番号を押
せば、また先生のあの落ち着いた声が聞けるような気がする。そして二度目の握
手を思い出し、心の中で先生に語りかけている。
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野村先生は、東大をご卒業されてから日本医大に入学されたので、初めてお
会いしたときは学生でした。当時心理学教室の丸山先生のところへよく行かれ
ていることと、テニス部ではないのによく昼休みにテニスをされていたことが
思い出されます。それからだいぶ経って心理学教室に教授としていらっしゃり
再会したときは、学生時代のイメージとまったく変わらなく、懐かしさでいっ
ぱいでした。新丸子校舎時代はよくランチにでかけたり、放課後に卓球をしま
した。「野村先生が運動するイメージはない」とよく他の先生方や事務の方に言
われてらっしゃいましたが、実はスポーツマンなのでした。武蔵境校舎に移転
してからも退職される2年前くらいまでは卓球も続けられ、さらに「山に登るか
ら脚力をつけたいのでどうしたらよい？」と相談され、自重スクワットを推奨
したところご多忙の中でもトレーニングされていました。

私が学生から相談され、一人ではどうにもならないと思うとすぐに野村先生の
ところへ学生とともに伺い一緒にお話ししていただきました。野村先生は、基礎
科学主任、学生相談室長、校医のお立場を超えて本当に丁寧に学生の相談にのっ
てくださいました。深夜でも休日でも何かあったときは携帯電話にまでも連絡さ
せていただきましたが、すぐに対応してくださり、本当に助かったことが多々あ
りました。裏表無く真摯に学生と向き合ってくださり、当時野村先生により救わ
れ今は立派な医師になり活躍されている先生方も多々いらっしゃいます。

晩年に野村先生が執筆された「刑務所の精神科医」という御本をお送りくだ
さり、なんと一気読みしてしまいました。野村先生の原点に触れることができ
た気がしました。野球少年だったんですね。

野村先生、いろいろとありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し
上げます。　

合掌

〈追悼文〉

野村俊明先生を偲んで

日本医科大学スポーツ科学教室

武藤三千代

日本医科大学基礎科学紀要　第51号（2022）
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〈追悼文〉

野村先生の思い出

日本医科大学スポーツ科学教室

三上俊夫

僕の中での野村先生はいつも穏やかで知的な紳士でした。野村先生の研究室に
伺うと、いつでも部屋が整然としていて、いつもクラシックが流れていて、なん
て自分とは違うのだろうといつも思っていました。

野村先生の退職記念講演を聞かせて頂いた時の感想は「もっと早くから、先生
の研究されていた仕事を知っていたらよかったのに残念」でした。もっと早くか
ら先生のお仕事について知っていれば、それについて色々と教えて頂けたのに。
と言いながら、未だ先生の著書を読んでないのですが、必ず読みます、先生ごめ
んなさい。

野村先生から「三上さんは悩みがなさそうで良いね」とう発言を、確か3回ぐ
らいお聞きしました。その度に、「いやいや、私も悩みの一つや二つはあります
よ」と思う反面、心理学者であり精神科の医師である野村先生がそうおっしゃる
のだから、「実は自分には悩みがないのかもしれない」とも思い、気が楽になる
ことがありました。実際、私の妻からも同様なことをよく言われますから、私は
大した悩みは持ってないようです。

ある時、何かの申請書類について基礎科学主任の印鑑を頂きに野村先生の研究
室室をお邪魔した時、私の書いた書類の内容を先生が読まれ、「三上さんは文章
を書くのが上手だね」と褒めてくださったことがありました。大人になってから、
人からそのようなことを言ってもらったことがなかったので、私は非常に嬉しく
思ったことを記憶しています。でも、この文章を書いていて、私は書くのが上手
でないと痛感していますが。

これからも、野村先生の思い出は、私の中で生き続けていきます
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「推敲に推敲を重ねないと。」先生によく言われた言葉だった。私は精神科医と
して野村先生の後輩であり、今はなくなってしまった日本医大第一病院で過ご
した最後の世代でもある。そのような中で、何度か先生のご指導を受けた。また、
矯正の仕事などを引き継いだこともあった。共著で本を執筆させていただいた
こともある。どこか不完全だなと思いながらも煮詰まってしまい、先生に原稿
や文章を見てもらうと、必ずといっていいほど言われた言葉である。

世の中は今、ペーパーレス時代であり、実際に文字を書く機会がどんどん減っ
ている。手紙からメール、S	N	S と変化していき、音声入力まで使える。そんな
中で、一つの文章、一つの言葉とじっくり向き合う機会が減っているのは間違
いない。頭の中に思いついた言葉をとにかく、デバイスの中に打ち込んでいく、
あまり振り返ることもなく、スピードを重視して、そのまま発信することも少
なくない。メールは一日返事がないと遅いと感じ、仕事はどこまでも追いかけ
てくる。不完全な文章を、平気で出せるようになった自分に時々気が付く。ひ
どい誤りを後で見つけて恥ずかしく思うことも少なくない。

嘗ては、じっくりと考え、ゆっくりと頭の中に沸き上がっていく言葉を紡ぎ
ながら文章を考えることは喜びであった。

先生の書かれた、「刑務所の精神科医」を読み返してみる。何度も、推敲され
練り上げられた文章であることは、明らかである。そして思う、自分にはここ
まで練り込まれた文章が書けるだろうかと。病の中で、体の不調や、倦怠感、
不安のなかで、あれだけの言葉を連ねるエネルギーはどこから来たのだろうか？
言葉に対する姿勢が、違うのだなと思った。先生は無宗教であり、何も信じな
いと言っていた。だからこそ、人生を振り返り死と向き合う中で、一言、一言、

〈追悼文〉

野村先生を偲ぶ

日本医科大学医療心理学教室

吉川栄省

日本医科大学基礎科学紀要　第51号（2022）
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言葉を選び積み上げていった文章は何度読んでみても胸に迫るものがある。

本当に有り難きことである。

私は先生の倫理の講義を引き継いでいる。最初先生のスライドを参考にさせ
ていただいたが、スライドを見てもどのような講義をしているか今ひとつわか
らない。講義動画を見て、始めてわかる。先生は、学生の様子を見ながら、そ
の場その場で、それらを補っていた。実際、その場になって初めて出てくる言葉、
雑談ということにもなるかもしれないが、その雑談こそ、座学における醍醐味
でもある。一方通行のように見える形の中にも、きちんとした双方向のコミュ
ニケーションがある。それがないなら、家で本を読んでいればそれで済む。

私の学生時代を振り返っても、講義の内容よりも、壇上の先生から発せられ
た言葉の中の幾つかが、今も心の中残っている。実際の経験に基づいた生きた
言葉、決して、教科書や、論文には書かれていない言葉。知識のあるものが、
ないものに対して与える無機質な言葉ではなく、医療に向き合った先輩の生き
た言葉として　心の中に留まっている。

医学生に倫理の講義をする時、とても大切なことであろう。

倫理を専門としない私がそれを行うことの戸惑いに対して、背中を押してく
れたのも先生であった。

それでも、私には今そのような講義をしているとはいえない。話すことを決
めておかなければ、どことなく落ち着かない。でも、教えなければならない事
柄と事柄の間に、ふと出てくる言葉こそ、大切な言葉なのだと思う。野村先生
の講義のスタイルを見て、座学の講義の奥深さが改めて思われる。

私は今、野村先生が診ておられていた方を診察する機会を与えられている。
患者様にどのように向き合われていたのか？野村先生の外来を受診してしばら
く来なかった患者様が、何かにつまずき、先生に話を聞いてもらおうとやって
くる。先生が亡くなられたことを知り、言葉が止まる。沈黙のなかで、野村先生、
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患者様、私の間にひとつの繋がりが生まれる。それだけで、何かが変わってい
くような気がしたことは一度ではない。

精神科の外来には多くの辛さを抱えてやってくる。気が付くと流れ作業のよう
に淡々と時間だけが過ぎていく。今日はきちんと向き合えただろうか？自分の中
で足りない言葉や、余計な言葉で相手を傷つけることはなかっただろうか？　私
の口から発された言葉は自分の心にあるものと一致していただろうか？

臨床の中のふとした会話は後から修正されることは容易ではない。会話の中
に飛び出した言葉は消しゴムでも、修正液でも消すことはできない。そして、
目の前にいる人は言葉を待ってはくれない。

そんなことを振り返る時、やはり「推敲に推敲を重ねないと」という言葉が思
い出される。言葉にきちんと向き合っていくことが、咄嗟に出てくる言葉に反映
される。それは、言葉に表れていないことを慮ることにつながる。先生の御著書
の中でも触れられている。目の前にいる人の語られない言葉の向こう側に、語る
ことのできない苦悩が隠されているかもしれない。そんな思いを馳せることがで
きるか、できないかが、治療的な関係性が作られるかどうかに繋がっていくのだ
と思う。このことは私が先生から学んだ大切な事柄のうちのひとつだ。

先生は学生に対して、一見とっつきにくく、気難しいようでいて、とても優
しかった。おそらく、ご自身の大学時代の経験がそうさせていたのかもしれない。
医師という職業はどこか、専門的で狭い世界の中にこもっているところも少な
くはないが、反面、多様な人材が必要でもあり、一旦その世界に入れば受け入
れられる懐の深さがある。それは、日本医大の校風なのかもしれないが。。。一
旦大学で人文社会学をおさめた後、医師になったという先生の経歴もまた、学
生に対する寛容さに繋がっていたのかもしれない。目に見える行動だけが全て
ではないとして接することの大切さを知るが故の寛容さであったのかもしれな
い。学生は教員である自分がどんなに心を開こうとしても、全てを語ってくれ
るわけではない。友人のこと、家のこと、語りたくないこと、語れないことが
全くないなどということはあるはずもない。

私は、学生に対して真摯に向きあっているのか、表れている表面の行動、言
動だけに気を取られてはいないか？語られていない過去、現在そして、将来、
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彼等が対していくであろう多くの病を抱える人、それらを心の片隅に置きなが
ら、話を聞き、言葉を選んでいかねばならない。決して容易なことではないけ
れども。。。

それもまた、学生相談について、先生に相談させていただいた中から学んだ
ことの一つである。

　原稿を書いているとき
　診療をしているとき
　学生と話をしているとき

先生の言葉を思い出す。
先生との交流の中で、記憶に残る言葉を思い返しながら
その意味を改めて考える。

未だ心の中で先生と時々会話している自分に気付かされる
もしかしたら、生きておられた時よりも、たくさんの話をしているのかもし

れない。

なんだかまとまらない文章になってしまった
先生にこの文章を見せたらまた、「推敲に推敲を重ねないと。」と言われてし

まいそうである。
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野村先生と私が出会ったのは2008年であった。2020年3月に退官されるまで、
医療心理学教室教授としての教育及び研究をはじめ、附属病院やクリニックな
どでの臨床活動、本学の校医、他学の嘱託医、認知症相談センターなど、学内
外で様々な役割を担っていた方なので、それぞれの関係者だけが知る先生の姿
や先生との対話があったと思う。私が主に接していたのは学生相談室室長とし
ての先生であった。なので、題名には「学生相談室長」と書いている。

野村先生は、日本医科大学出身、かつ精神科医としては初めての相談室長で
ある（初代室長は臨床心理士の心理学准教授）。私にとっても医師が上司という
のは初めてだったが、心理職のスタンスや在り方を説明せずとも理解し、カウ
ンセラーの個性とやり方を尊重してもらえているという安心感が早いうちから
あった。先生に感謝することのひとつである。精神科医療等で臨床心理士が日
常にいたのもあろうが、先生自身も、医学部入学前に臨床心理士として働いて
いたのも関係するかもしれない。精神科医としての医療的知見はもちろんのこ
と、医学生時代の経験談や教員同士のネットワークなどでカウンセリングを助
けてもらっていた。先生自身も学生と保護者の相談に直接応じていたし、学生
について教職員とよく協働していた姿を覚えている。学生と保護者の相談に応
じる際の多重役割、例えば、教育的指導と評価、時には処分を判断する教員で
あると同時に、それらは一切せず共感と受容を柱にする学生相談室室長でもあ
るという苦労を先生がこぼしていた記憶もある。学生はどちらを（どちらも）求
めて先生に相談していたのだろうか。メンタルヘルスを専門家に頼った経験を
公にしたがる医学生はあまりいないが、OB として身近に感じ、守秘に固い野村
先生に相談することでメンタル上の問題を乗り切った学生は少なくないはずで
ある。彼らの心のなかに野村先生が生きていてくれることを願っている。

〈追悼文〉

学生相談室長を偲んで

日本医科大学学生相談室専任カウンセラー

鋤柄のぞみ

日本医科大学基礎科学紀要　第51号（2022）
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学生相談室とカウンセラーの職域等をいろいろなものから守って下さってい
たことも野村先生に感謝したい。ネガティブで厳しい話はカウンセラーに直接
届けないようにしてくれていたことを含め、まさに盾になってくれていたこと
を、第3者から聞いたり、感じたりしたことがあった。おかげで今も学生相談室
が続いているのだと思う。専任カウンセラーとしては不十分で頼りない私の
ペースや自由も尊重してくれていたが、そのためにかけた迷惑や心配等があっ
て今では後悔と心苦しさを感じている。多忙を極めた先生とのコミュニケー
ション機会は限られていて、疲労が明らかに見られるときもあった。遠慮等か
ら相談事を遅らせひとりで抱えてしまう傾向が私にはあり、結果として厳しい
お叱りをいただく出来事があった。ただ、私が相談や報告をしにくい理由とし
て自分の態度や言動があるなら、改めるべきこととして聞くので言ってほしい、
といった旨のメールを翌日にいただいた。もっぱら自分自身の反省と気持ちの
整理に精一杯で恐縮していた私は何も言えなかったが…、自分自身の反省点を
部下に問う姿に驚いた記憶がある。

野村先生の発案で始まり、今も続けている学生相談室の企画に「医療映画を
観る会」があり、学生相談室には先生から預かった DVD の数々がある。1学年
セミナーも医療・医学にまつわる映画を題材にしていた。出席し、感想を皆で
シェアすればいいセミナーは学生には気楽であっただろう。実際、心身とも息
抜きにあててほしい思いが先生にはあったようである。しかし同時に、勉強等
で思考優位になりがちで若い学生が、様々な世代や環境を生きる人々の心情に
触れ、心を揺らす体験や視野を広げる教材という目的でも映画を選んでいたと
思う。症状等の描写が正確な作品なら当然学びにもなる。先生から譲り受けた
作品とともに学生相談室企画の映画鑑賞会は大事にしていきたいと思う。

他に、私が野村先生との関係で触れておきたいこととして、私を非常勤カウ
ンセラーから専任にしていただいたこととマインドフルネスとセルフコンパッ
ションとの出会いがある。学生相談室第27号（令和3年度年報）にも書いたが、
両方とも野村先生に声をかけていただいたことで叶った出来事であり、あれか
ら11年も経っていて懐かしく感じている。

私が先生著作の『刑務所の精神科医』（2021）を入手したのは訃報を聞いた後
であり、しばらくのあいだは、どういった気持ちで読んだらいいのかわからず
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本棚に置いたままになっていた。今夏に一気に読んだ。もっと読みたくなり、
裏話や、次回作の構想を聞いてみたくなったが叶わない。残念である。現在の
相談室長をはじめ、野村先生を知る人々と時々先生について話すことがあるが、
こうして追悼文を書くことで思い出が整理されていく心地がした。その最後に
改めて、生前のご厚情に感謝申し上げたい。ありがとうございました。
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〈追悼文〉

野村俊明先生を偲んで

日本医科大学学生相談室

加藤優子

筆者を日本医科大学の学生相談室に導いてくれた前学生相談室室長の野村俊明
先生が2022年1月にご逝去された。野村先生と筆者との間には、阿部惠一郎先
生のバウムテストの話が欠かせない。元々、筆者が大学院時代の教授の知り合い
ということで大学院の実習で阿部先生とお会いし、バウムテストと出会った。阿
部先生が研究されているバウムテストは、3枚法であり、何気なく描いた木から
阿部先生がすらすらと筆者の性格について解説したことに驚きを感じた。阿部先
生と野村先生は、技官の時代の同僚だったようで、野村先生も阿部先生のバウム
テストについて語らせると止まらないことについては驚いていたようだ。筆者が
日本医科大学で勤めることになったと阿部先生に報告した時に、野村先生と知り
合いであることを教えていただいた。野村先生とは阿部先生のお話を、阿部先生
とは野村先生のお話をよくした。野村先生と阿部先生が筆者の話をしてくれるこ
ともあったと聞いた。退官後に野村先生の書かれた著書を読み、技官の時代に心
を揺らしながら臨床をされていたことを知った。筆者の前では、上司ということ
もあり、ジャッチがはっきりした人という印象だったので、その様子を知って親
近感が沸いた。本は、1日で読み終わり、すぐに野村先生に感想を伝えた。その
返信が野村先生とのやりとりの最後になってしまった。もっとたくさん教えてい
ただきたいことはあったと今でも思う。

野村先生と筆者が一緒に仕事をしたのは、わずか5年である。当時は、週に
1 ～ 2日の勤務でほとんど野村先生と会うことはなかった。年に数回であった。
初年度の基礎科学の忘年会で同席となり、話したのがゆっくりと話しをした初め
だったと思う。野村先生は野球を筆者はソフトボールをしていたという共通の話
題で、すぐに打ち解けることができたのを覚えている。野村先生は少し気弱なと
ころがあり、守備の大事な局面では自分のところにボールが飛んでこないように
祈っているタイプだと聞き、筆者とは真逆な性格だと話しが盛り上がった。野村
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先生は、身体を動かすことがお好きで、大学では空いている時間に卓球やテニス
などをされて過ごしていたと伺ったことがある。また、先生の御著書の中でも、
ご自分の担当患者さんとスポーツをされていたエピソードがあった。ぜひ、お手
合わせを願いたかった。

野村先生には、筆者が日本医科大学の中で働き方を広げていくために、大変ご
尽力いただいた。改めて、感謝申し上げたい。

医大の学生相談室という環境での臨床を教えてくださった野村俊明先生に、心
からの敬意と、追悼の意を表します。
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〈追悼文〉

野村先生の思い出

あいクリニック神田

鬼頭　諭

野村先生のご命日が1月25日、間もなく1年が経とうとしています。当あいク
リニック神田とは特別深いご縁を頂き、当院開院2年目の2004年から非常勤医
師として関わって下さいました。従いまして野村先生の当院でのご勤務歴はあい
クリニック神田の歴史とほぼ重なることになります。周知の通り先生は心理臨床
にことのほか深い理解と造詣をお持ちでしたから、当院のカウンセラーの指導の
みならず個々のケースでの精神療法的なアプローチには特別深いものがありまし
た。先生逝去の報に接した担当患者皆さんから「野村先生は全部分かってくれて
いる素晴らしい先生だった」と異口同音に聞かれた言葉がその証左だったと思い
ます。私自身で言えば、野村先生は頼れる先輩医師というだけでなく10年来の

“音楽仲間”でもありました。先生から「一緒に聞きに行こうよ」とさる世界的
に有名なピアニストの演奏会にお誘いがあったことが始まりでした。以来数多く
の演奏会にご一緒する機会に恵まれ、そのなかで先生が10代の頃からクラシッ
ク音楽に親しんでこられていたこと、ウィーンに何度も足を運ぶほどのクラシッ
ク通であることを知りました。ですから先生が亡くなられたことは私にとっては
特別な友人を失ったことでもあったのです。先生とは年末大晦日、東京文化会館
のベートーヴェン弦楽四重奏曲演奏会に行くことが毎年恒例のようになってもい
ました。今年はどうしようか大変迷いましたが、追悼の思い已まず、会場に足を
運びました。もちろん先生はもうおられないのですが、「今日もクリニックで仕
事してたの？」とほほ笑む先生の温顔とあの少しハスキーな声を思い浮かべなが
ら、一緒にいるつもりになって聴いていました。語りだせば尽きせぬ思い出が湧
き上がってきます。その思いを胸に、この拙い追悼文を閉じたいと思います。　
合掌　
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〈追悼文〉

野村先生のこと

あいクリニック神田

西松能子

野村先生が今年の1月25日に逝かれたことは皆様の記憶に昨日のように刻ま
れていることでしょう。医師の常として計ったように旬日をたがわず旅立ち、わ
たくし共のクリニックの当時4人だった常勤医は今では2人になりました。大学
を退官されるにあたり、野村先生らしい押しつけがましくない声音で「いやーい
ろんなお誘いはあるけど、ここで働こうと思っているんだよ、それに先生は学位
指導医だからさ」と苦笑いしながら話されたのは、つい2年あまり前のことでし
た。退官され、クリニックで働いてくださるようになるとまもなくコロナ禍にな
り、私も院長である鬼頭先生も手弁当で働いているのも見た野村先生は「僕だけ
もらうわけにはいかない」と言い出しました。そして、クリニックの他の先生方
にも状況をお話しされ、医師が全員協力してくださることになったのです。その
年、クリニックのスタッフは例年と変わらない給与を得ることができました。野
村先生は一見穏やかで淡々と静かに仕事をされる先生でした。「いやー先生みた
いに体力ないからねー」などと言い、医者というより文化人のような立ち居振る
舞いが印象的でしたが、九州人らしい内に秘めた意志を感じたことでした。一緒
に常勤として働き始めると間もなく、なによりその広い人脈に驚かされました。
誰に対しても、私どもになさってくださったと同じように「その時その人が必要
とする大事なこと」をされていたからこその人脈だろうと改めて思いいたります。
人脈の中には、医師のみならず著明な心理療法家の先生方もおいででした。

「あー、東大の大学院時代からの知り合い」だったり、「勉強会の仲間」だったり、
「府中（刑務所）からの知り合い」だったり・・・その先生方と長く厚誼を保つ
には、どのようにひっそりと「その時その人が必要とする大事なこと」をされて
いたのでしょうか。当院の心理スタッフは全員野村先生のファンでした。心理士
の勉強会にもそれこそ手弁当で参加し、なにくれと面倒を見てくれていました。

私のいま1つの仕事場の大学でも、何かの折に「野村先生が亡くなられたの
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で・・」と申しましたら、大学の同僚が「え、あの野村先生、いやテニスにおい
でないから・・え、昨年まではテニスにおいでていろいろ話してくださって」と
涙ぐみ、いかに野村先生に世話になったかを話しだしたのです。亡くなられた
後、野村先生のことを話すたびに、様々な異なる場でその影響する力に驚かされ
ました。わたくしどもには多くの野村先生の著書が残されています。最晩年の生
産性こそがなさりたかったことだろうと大事な宝物として大事にしていきたいと
思っています。
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〈追悼文〉

出会い直し，尋ねそこねを，重ねながら

予備学校講師

大島保彦

今から四十年ほど前、野村俊明さんは、私を研究会に誘って下さいました。た
しか、野村さんが学部（哲学）を卒業して大学院（教育心理学）へと進学されて
しばらくした頃。私が学部（哲学）を卒業して大学院（比較文学比較文学）へ進
学して間もない頃だと思われます。当時、埼玉大学教授（教育心理学）だった足
立自朗さんが御自宅（など）でなさっていた小規模の読書会（勉強会）へのお誘
いでした。ほんの数人の勉強会に、その後、私は十年くらい参加することになる
のですが、野村さんは、ほどなくして参加しなくなります。

野村さんが読書会に参加しなくなった状況は、やがて、御著書『刑務所の精神
科医』を拝読しているうちに、何となく推測できそうな気がしました。しかし、
尋ねそびれてしまいました。

野村さんが私を読書会に誘って下さった理由は、今回、この文章を書き始めて
ようやく、少し思い当たってきました。ようやく、です。学部から大学院へ進学
するにあたり、迷走状態にあった私を見守っていて下さったのですね。おそらく
は、迷走の先輩として。

それから、三十年くらいの間、奇妙なことに、御茶ノ水の坂道の中ほど、車道
を挟んであちらの歩道とこちらの歩道という感じで、野村さんとすれ違うことが、
何度もありました。野村さんは、やや羞恥を含む仄かな笑みを浮かべていらっ
しゃる。私もぎこちなく笑みを浮かべて会釈するのみ。立ち止まって会話する雰
囲気ではありませんでした。

そして、十年ほど前、野村さんは、コンタクトを取るべく、私の出講先の駿台
予備学校へ連絡を下さいます。「大学で学生たちに話をしてみませんか？」と。

いろいろな調整をして頂き、私の予定も考慮して下さって、医療倫理学の授業
で話をする機会を頂戴することになりました。私にしてみれば、教室内にいる学
生の3割くらいは、すでに教えたことのある学生たち。他の学生たちも、ぜひと
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も言葉をかけておきたい医学生たち。彼ら彼女らが大学入学以前に抱いていた思
いをもう一度思い起こすきっかけとなるような話をするのが私の立場と思い、今
日に至ります。

私の講義の回には、野村さんも教室内にいらして、ときには、掛け合いのよう
に話が進むこともありました。それが、掛け替えのない時であったことを、今に
なって思い知ることになります。今回もまた、野村さんは、私に機会を与えて下
さりながら、去られてしまいました。

野村さんは、御自分のことを強く出すことの少ない方でしたが、それでも色々
なことをお伝え下さったように思います。受け止めます。思い起こし直します。
そして、伝えていきます。

ありがとうございました。
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〈追悼文〉

野村俊明先生を偲んで

日本医科大学物理学教室

藤崎弘士

野村先生とは本学の教養のキャンパスが新丸子にあったときから現在の武蔵境
に移転するまでの10年以上、同僚としてお付き合いさせていただいたが、いわ
ゆる「上司」という感じは微塵もなく、常に気さくでチャーミングな先生であら
れた。こんなに早く亡くなられるとは想像もしていなかったが、先生から受けた
ご指導やご恩を思い出し、記録に留めるためにこの原稿をしたためている。

着任されたときは教授会ではほぼ満場一致で選任されたという話を、物理学教
室の香川教授（当時）から聞いた。日医大の OB ではあるが、東大文学部の哲学
科を出ているという異色の経歴の持ち主とお聞きして、いろいろなところを転々
としてきた自分との共通項があるのではないかと勝手に親近感をもっていた。当
時の日記（ブログ）を見返すと2009年11月5日に「野村先生と今後の方針につ
いて」とある。私が本学に着任したのは2009年10月であるので、これは相当早
い時期から野村先生から指導を受けていたようだ。細かいことにさりげなく気を
配られる先生のこと、40歳近くまでポスドクをやっていた私のことを、すぐに
馴染めるだろうかと心配されて、早めに声を掛けてくださったのだろう。特に医
学部という、私にとって「異質な」世界とどのように付き合っていくかというこ
とに関して、話していただいたと記憶している。私のブログでの登場回数はとて
も多い。いつも気軽に声を掛けていただき、またこちらからも声をお掛けして、
相談に乗っていただいていた。

2014年に私は本学1年生の担任になったが、その際に非常に重たい問題が発生
したことがあった。医学に詳しくはないが、自分ではノイローゼになりかけてい
るのではと思うような状況だった。野村先生はそのとき基礎科学の主任でいろい
ろと相談する機会があり、精神面で本当に助けていただいた。野村先生は拘置所
や医療刑務所で働かれていたこともあり、「もっとひどいケースを扱ったことが
あるから大丈夫」と言われてだいぶ気が楽になったことを思い出す。

日本医科大学基礎科学紀要　第51号（2022）



（93）

また2016年1月21日のブログには薬理学の鈴木秀典教授とお会いするという
記述がある。これは野村先生から形成外科の小川令先生のやっていることが「物
理的」なので、何か共同でできるかもしれない、そこでその当時研究部長の鈴木
先生に聞いてみたら、というお誘いがあったことと記憶している。私はあまり後
先を考えないタイプなので、軽く考えてこの話に乗ってしまい、その後小川先生
ともお話しすることとなった。そうこうしているうちに、あれよあれよという間
に小川先生の AMED プロジェクト（メカノバイオロジー）に加えていただくと
いう僥倖に巡り合うことができた。これに関しては野村先生なくては全く考えら
れないことであり、また私の研究の幅を広げていただいたということでも感謝す
ることしきりである。

またこれは雑務的なことではあるが、2018年ごろに武蔵境での教育の ICT
（Information	and	Communication	Technology）化を進めるにあたり野村先生に
調査を命じられたことがあった。これはコロナ禍の現在では必須のことであり、
日医大も当時から ICT 化を推進していたが、当時はそんなに切迫感がなく、学
内の e-learning のシステムなどもほとんど使われていなかったように思う。しか
し、私はこの頃から AI（人工知能）に興味をもつようになっており、現在 AI
に関連する教育や研究をするようになっているので、ここでの体験はいいきっか
けとなった。

2019年に教授に昇進するにあたり、野村先生にはその数年前に推薦のお声か
けをいただき、こちらも了承したのだが、その当時私は研究のアクティビティが
落ちていた。野村先生は文句が出ない状態で申請したいということで、なんとか
論文を書いてから申請書を作成し、野村先生に納得していただけた。私の不明を
恥じるばかりだが、野村先生は物事を進めるときは非常に慎重であるということ
を知った。また面接その他の指導も非常に細やかなものであった。初めて教授会
に参加したときには野村先生の横に座らせていただいた。

以上のように野村先生には基礎科学での教育や研究に関して、支援や助力をし
ていただいたが、よくよく考えてみると、野村先生がどういう研究をやられてい
る先生なのかということ（もちろん心理学の教授であり、学生相談室の室長だと
いうことは知っていたが）をよく知らなかった。2020年の2月の教授会の帰り
に野村先生から「高齢受刑者の現状と支援」という先生の書いた別刷を渡された。
これは受刑者が高齢化する、もしくは高齢の受刑者を収監すると、認知症などの
問題が現れて、そのケアをするべきなのか、処罰を与え続けるべきなのかという
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問題が生じるという話で、世界的にも大きな問題になっていることを知った。こ
ういう問題を初めて知ることが目から鱗であったのと同時に、このようなことを
研究し、実際に拘置所などで働いている野村先生ならではのテーマであり、自分
にあった研究をするというのはこういうことかと会得した。

野村先生は2020年3月で退職されたが、そのころ私の母の直腸がんが見つかり、
それを永山病院で手術してもらうときにも、お忙しい時期にも関わらず永山病院
と連絡をとってくださった。そのころはコロナ禍が始まって非常事態宣言などが
出ており、当時私は武蔵境校舎の互助会である新和会の会長であったが、送迎会
を開けなかったことが悔やまれる。

2020年の4月からは武蔵境校舎も完全にコロナ対応となり、どのように講義や
実習を行うかということでみなてんやわんやであった。野村先生とも会うことも
なくなり、コロナが落ち着いたころに飲み会とかをやりたいものだとこちらでは
話し合っていた。またその頃、ちょうど野村先生に相談したいこともあり、個人
的にでも会いたいものだと考えていたが、その頃に野村先生が膵臓がんにかから
れたという知らせを受けた。医学に詳しくない私ではあるが、膵臓がんの予後が
悪いということは知っていたので、早めにお会いしたほうがいいという気がした。

図1	野村先生のお見送り（2020年3月31日）
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そこでコロナの波の合間の2021年3月23日に吉祥寺の中華料理屋でお会いする
ことになった。野村先生は帽子をかぶって来られたが、思ったより元気そうに見
え、以前のように楽しく雑談することができた。

それからしばらくして2021年の8月ごろに野村先生から著書「刑務所の精神
科医」を送りたいから住所を教えてくれと連絡があった。その本は以前にいただ
いた別刷で垣間見ることのできた、野村先生のこれまでの精神医学における研究
や臨床の現場のことが臨場感をもって書かれており、先生のこれまでの総まとめ
の本と受け止めた。専門向けの本ではないので、ぜひこれはいろんな人に読んで
もらいたい本である。また野村先生の哲学や思想が折に触れて出てくるところが
私には頷けるものがあった。その後、感想をメールし、それに対するお返事メー
ルには「在職中お世話になった方々に献呈しました。私の仕事の一つのまとめで
す」とあった。

年が明けて2022年1月末に野村先生が永眠されたことを知った。無論残念で
はあったが、やはりという気持ちもあった。せめてものご恩返しにということで、
この紀要で追悼特集を組むことを中村先生や吉川先生と決めた。集まった原稿を
拝見すると、やはりいかに野村先生が気配りの人か、ということが感じられる。
ただし、気配りをするためには日頃のコミュニケーションが欠かせないわけで
あり、何気ない雑談がその元になっていたのだな、ということにも気づかされる。

（現在のコロナ禍でそのような何気ないコミュニケーションの重要性が富みに増
しているように思う。）野村先生とは電車などで一緒になると、お互い最近見た
映画のことなどを話し合ったことを思い出す。

その他にも野村先生に助けていただいたり、お世話になったことは多い。野村
先生どうもありがとうございました。合掌。
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