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「囗本 づ 中縄」 と い う空 間　51

「日本 ・沖縄」 とい う空間
’

一 「反復帰」論 にお ける 日本側知識人の 影響一

小　松 寛 （早稲田大学社会科学総合学術院助手）

は じめ に

　沖縄 の 日本復帰が 現実味を帯び始め た 1960年

代後半、「反復帰」論
2

とい わ れ る議論が 登場 し

た。新聞記者で ある新川明、川満信一、琉球大学

教授 で ある 岡本恵徳 らがそ の 論者 と して知 られ て

い る。彼 らの 主張 は単 に 日 本 へ の 復帰 に 反対 と い

うだけ で は な く、沖縄 の 独 自性 を基盤 としなが ら、

反 国家 ・反権力 を志 向す る 思想 的営 為で あ っ た。

彼 ら の 主張は沖縄 の 日本復帰 で もな く、沖縄 の 独

立 で もな い 。彼ら が 訴えた こ ととは国家 を否定 し

国家を超 え る こ と にあ っ た。

　「反復帰」 論者 に よ る 国家 を超 える試み と して

提案 され た もの と して 、川満信
一

に よ る 「琉球共

和社会憲 法 C 私 （試 ）案」
3
が あ る。こ こ で 謳 わ

れ た社会とは 、こ の 憲法の 賛同す る ひ とは誰 で も、

国籍 を問 わず、そ の社会の
一

員に なれ る とい うも

の で あっ た 。 こ れ は 「反復帰」論者に よ る 政治制

度 の 提案とも解釈で き る が 、そ の 実現性 に は疑問

が 残る 。例 えば、財 政 に つ い て は 納税 の 義務 はな

く、「財政 は従来の 国家が 発 想 し えな い よ うな方

法 を創造 しな くて は な ら な い 」と さ れ て い る。説

得 力を 持 つ 政体 の 提 案が で きな か っ た と こ ろ に

「反復帰」論 の 限界 が あ っ た
4

。

　 当時そ の 主 張 は 十分 に 理 解 さ れ な か っ た が 、

1990年以 降、国民国家論 な どが盛 ん に な る に つ

れ て 、「反復帰」論 は積極的に評価 され る ように

な る
5
。 また 、2008年に は 「反復帰」論を中心 テー

マ と して取 り上 げた単行本 『反復帰 と反国家』が

出版 された
6
。

　「反復帰」論に おけ る 日本側知識人の 影響 を検討

する必 要性につ い て は こ れ まで に も指摘 され て い

る 。 例 えば、藤澤健一は新川 の 「反復帰」論に影

響 を与えた 3冊 と して 、島尾敏雄 『離島 の 幸福 ・

離島の 不幸』、森秀人 『
’
甘藷伐採期 の 思想一組織な

き前衛たち』、大沢正道 『反国家 と自由の 思想』を

取 り上 げ、そ の 意義を今 日的視点か ら問い 直す必

要性を訴えて い る
t
。 また、ヤ ポ ネシ ア 論 と岡本恵

徳の 思 想の 関係性に つ い て 浜川仁 は批判的に検討

して い る
8

。 しか し、未だそ の 研究は端緒につ い た

ばか りで十分 に進め られ て い る とは 言えない 。

　本論 で は 「反復帰」論者 の 中 で も代表格 と目さ

れ て い る新川 を中心に取 りあげ、彼 の 論考に お け

る 日本側知識人 の 影響に焦点を当て る 、 こ こ で い

う日 本 側知識 人 と は、そ の 出身地 や血 筋 で は な

く （そ れ らも大 きな要素 で はあ る が ）そ の 議 論 の

結論部分が 主 に 日本 へ の 批判 や 提言 とな っ て い る

人 々 を指す。換言す れ ば 日本 を論 じる た め に 沖縄

に言及 し た知識 人たちで あ る。

キ
ー

ワ
ー

ド ：

日本復帰、ヤ ポ ネシ ア論、ア ナ キ ズ ム 、ナ シ ョ ナ リズ ム 、沖縄独立論
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　新川 の 著作 を一瞥す る と、島尾敏雄、谷川 健

一、吉本隆明、大江健三郎 の 名前 をすぐに 見つ け

る こ とが で きる 。 今回 は特に そ の 中で も強 く影響

を与えた と思 わ れ る 島尾敏雄と、島尾が提唱 した

ヤポネ シ ア論 に つ い て論 じる。す なわち、日本国

の 相対 化 を図 っ た とい われ る ヤ ポ ネ シ ア 論が、「反

復帰」 論 で は どの ように 受容 されたか を言説分析

を通 じて検討す る こ と が本論 の 目的 の ひ とつ で あ

る。そ の 意味で 、本論は 「空間 を相対 化す る 試 み 」

が、認 識 の 上 で 、言 い 換 えれば ア イデ ン テ イ テ イ

か らどの よう に 行われた の か を検討す る もの で あ

る
9
。

　「反復帰」論は 日本 とい う国家へ の ・再編入 に際

し て 、沖縄 と国家 との 関係性に つ い て 、同時代に

な さ れ た良質な議論で ある。また 、日本側 に お い

て も復帰 を 目前 に した 沖縄 を H 本の 中で ど の よ う

に位置づ ける べ きか とい う問 い に対する答え を模

索 した 時期と も重 な る 。 こ の よ うな議論 に 対 して

強 い 影響 を与 えた の が 、ヤ ポ ネ シ ア論だ っ た の で

あ る。ヤ ポ ネ シ ア 論 は 1960年代の 初 め か ら沖縄

と 日 本 との 関係 に つ い て 、文化論の視点か ら取 り

組 ん で きた。

　本来 で あ れ ば新川 以 外に も岡本や 川満に よ る ヤ

ポ ネ シ ア 論 の 受容とそ の 比較、考察 し な くて は な

らな い が、紙数 の 関係 もあ り本論で は扱わ な い 。

しか し、本論に 入 る 前 に ひ とつ だけ議論を紹介 し

て お く。島尾 と新川 、岡本、川満に よ る座談会
lo

に お い て 、新川 と 川満 は ヤ ポ ネ シ ア 論 の 意義につ

い て 議論 して い る 。 ヤ ポ ネ シ ア 論 は あ くまで 相対

化 の た め の 視点 で あ る とい う新川 と、同時 に 新 た

な文化 の 創造 もなされ な くて は な らない と い う川

満の 議論は す れ 違う。 そ の 背景 に は多良間島出身

の 川満に は確固 た る 共同体 の 記憶が あ り、そ の 言

葉 （方言）を表現す る道標と して ヤポネ シ ア論が

あ っ た 。 しか し幼少期に沖縄島か ら石垣島に移転

した新川 に とっ て は、川満の よ うな確固た る共同

体 が ない ，，それ ゆ え に、ヤ ポ ネ シ ア論は画
一

的日

本 を相 対化す る 視点 と して 受容され、文化創造の

指針に は な っ て は い なか っ た 、 こ こ に 「反復帰」

論者間 の 違い が 垣 間見える 。

　また 、本論で は 新川の 論考に大 きく影響を与え

た と思 わ れ る もうひ とつ の 議論、ア ナ キ ズ ム に つ

い て も考察する。そ こ で 「反復帰」論 の 大 きな特

徴 で あ る 「ネイ シ ョ ン に 根 ざしなが らス テ イ トを

否定 す る 」 とい う主 張が ど の よ う に 形 成 され て

い っ た の か を見 て い く。

　最後 に 、まとめ として 「凵本
・
沖縄 」 とい う空

間認識 、そ して 北東 ア ジ ア 認識 ま で を射 程 に い れ

なが ら議論を行い た い 。沖縄 は 太平洋の 要石 と し

て 、朝鮮戦争、ベ トナ ム戦争、湾岸戦争、イ ラ ク

戦争 と常に戦争の 最前線に あっ た 。 さ ら に は 米軍

兵に よ る事件は後を絶た な い
。 こ れ を目取真俊 は

「戦後ゼ ロ 年」 と表現 する
ll

。 北東 ア ジ ア 地域 に

は冷戦構造 が い ま だ存続 し、緊張が 解 けな い 。 そ

れ ゆえ に、北東 ア ジ ア にお い て 平和 を築 くた め の

学知 の 蓄積が必要 と され て い る の で あれば、そ の

辺 境で ある 沖縄
L2

の 経験、す な わ ち 日本 へ 再 び

包摂 さ れ る とい う 1972年 の 日本 復帰に つ い て な

さ れ た 、国家と ネ イ シ ョ ン を 巡 る 議論 は 北東 ア ジ

ァ とい う枠組み を 考 え る 上 で も決 して 無意味 で は

ない で あ ろ う。

1．「反復 帰」 論 とは

　（1）誕 生 の 背景

　沖縄 は 、日本 の 国際社会 へ の 復帰 をもた ら した

サ ン フ ラ ン シ ス コ 講和条約に よ っ て 、日本か ら切

り離 され、米軍 の 統治下 に 置か れ る こ とが明確

に な っ た 。こ の よ うな流 れ を受け、1951年に は、

沖縄社 会大衆党 （社大 党）、沖縄 人民党 （1973年

に 日本共産党 に合流〉らが組織 した 日本復帰促 進

期成会が結成 され た。さらに 社大党 の 青年部を中

心 と した 日本復帰促進青年同志 会と と も に署名

活動を展開 し、 当時の有権者 の 72．1％ にあた る 19

万 9000人の署名を集めた
13
。

　沖縄 の 日本復帰が実際 の 政治課題 となる の は佐

藤栄作内閣が発足 して か らで ある 。 67年の 佐藤 ・
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ジ ョ ン ソ ン 共 同声明 に よっ て 米 国 による沖縄 支配

か ら 日本 へ の 返 還が公 式 に 確 認 され 、69年 の 佐

藤 ・ニ ク ソ ン に よる 日米共同宣 言 で 沖縄 の 「核抜

き、本土 並み 、72年 返還」が 発表 され た 。 ア メ

リカはベ トナ ム 戦争の 行 き詰 ま りに直面 し、沖縄

支配よ りも在沖米軍基 地 の確保 に 重点 を置 い て い

た 。 日本 も沖縄返還 を悲願 と しなが ら も、必ず し

も冷戦構造下 に ある 北 東ア ジ ア か らの 米軍 の 撤退

を望 ん で い たわけで はなか っ た 。 在沖米軍 は残す

とい う、両者の 思惑が
一

致 した結果 と して の 沖縄

返還で あっ た
14

。

　一方、1950年代半ば の 米軍に よ る 強制 的 土地

接収 を契機 と して 「島ぐる み 闘争」と呼ばれ た沖

縄 の 民衆運動は 高まり、そ の 後の 復帰運動へ と発

展 して い く。 復帰運動 の 大 きな 目的の 1 つ と し

て 、戦争反対 ・平和 の 要求が あ っ た。沖縄 返還 に

言 及 した 67年 の 佐藤 ・ジ ョ ン ソ ン 共同声明 で は、

日 米安保 お よび在沖米軍基地の 重要性 も確認され

て い た。沖縄 県祖 国復帰協議会 （復帰協）は、そ

の 声明 に 強 く抗議 し、基地 の 撤去なくして復帰は

な い とい う方針 を明確 に打ち出す 。 69 年の 佐藤 ・

ニ ク ソ ン に よ る 目米共同声明で 謳われた「核抜 き、

本 土 なみ 、72 年返還」 も実質的内容は核 つ き の

み な らず 自衛隊配備に よ る 軍拡で ある として 、復

帰協 は 抗 議声 明お よ び抗議集会を行 っ て い る
15
。

　 こ の ように、期待 され た復帰 と現実の 復帰の 差

異が あ らわ に な っ て きた時期に現れた の が 「反復

帰」論で あ る。そ もそ も 「反復帰」論 とい う言葉

が 初 め て メ デ ィ ア で 用 い られ た の は 、1970年 「新

沖縄文学』 18号 の 「特集 「反復帰』論」お よび

19号の 「特集 　続
・
反復帰論」で ある

16
。 なお、

／8号 の 執筆者 は 知念栄喜、大城立裕、珊瑚太郎 （牧

港篤三 ）、新川明 、仲宗根勇で あ り、19号の執筆

者は 大江健三郎、池沢聡 （岡本恵徳）、比屋根照夫、

谷川健
一

で あ っ た。

（2 ）「反復帰」 論 の 目 的

新川 に とっ て 日本 復帰 とは、「日米 の 権力者に

「日本 ・沖縄」 とい う空 間 53

よ っ て設け られ た」「不条理な レール」であっ た
17
。

そ して復帰運動は 日本国憲法の持 つ 平和主義とい

うユ ート ピア へ の幻想か ら始ま っ て お り、日本に

復帰すれ ばすべ て が よくな り 「とに か く日本に 復

帰すれば憲法に よ っ て 人権は守 られ、生活は保障

され る 。 すべ て は よ くなる の だ」 とい う幻想を沖

縄 の 人 々 が抱 い て い る とした 。 すなわち 、 復帰運

動 と は その 虚妄か ら出発して お り、素朴な 日本ナ

シ ョ ナ リズ ム を煽 り立 て る もの で あ っ た
18
。さら

にそれ は基地の永続化 を図る 日米両政府の 意図 に

一致する ばか りか 、補完する作用 も持 っ て い た、

と指摘 した
19

。

　 こ の よ うな沖縄 の 日本志向は 、新川に よ れば明

治以 来沖縄人 の 精神 史 （思 想史）の 内面に綿 々 と

続 く 「負荷」 で あ り、日本とい う国家へ 組み 込 ま

れ る こ と は 、沖縄 の 個性 を没する こ とに 他ならな

か っ た
20e

　「反復帰 」論 の 目的 と は 、単に 復帰 に 反対する

の み で はな い 。 沖縄 人が 日本人 に対 して 持つ とさ

れ る 「異 質感」、も しくは 自ら を 「異族」 と して

認識 する こ と が求め ら れ る 。 こ の 歴 史的 ・地理的

経験 か ら由来する 「異質感」は、科学的 に 沖縄 人

と日本人 の 間 に 違い が ある か どうかが問題 で はな

く、本人が国家もしくは 日本をどの よ うに 意識す

るか の みが問題 とな る
21

。 自ら を 「異質感」「異族」

と して 認識する こ と に よ っ て 、国家 ＝国民 へ の 同

一
化 を拒み 、国家と して の 日本を相対化 し否定す

る こ とが で きる、と い うもの で あ っ た。そ の 意味

で 、「反復帰」論 と は 国家 へ の 合
一

化をあ くまで

拒 否 し続け る精神志向、 と位置づ けて い た
22
。

　 こ れ らを端的 に表現すれ ば、ネイ シ ョ ン に根 ざ

して ス テ イ トを否定する こ とに そ の 目的があ っ た

と い える だ ろ う。 こ の こ とは他の 「反復帰 」論者

にも共通す る 。 前述 の 通 り、 新川は個人 の持 つ 日

本へ の 「異 質感」 もしくは 「異族」と して の 沖縄

人 に根ざ しなが ら国家へ 抵抗すべ きで ある と説い

た。岡本 は個 人 と共 同体 の 関係性に 着目 し、 個人

を中心 とした共 同体 を抵抗 の 拠点に据えた 。 川満
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は 言語 （方言）が 共有 され て い る村落共同体か ら、

国家 と して の 日本へ 抵抗すべ きで ある と説い た
23

。

　 （3 ）沖縄独立論との 差異

　 1970年前 後に 同 じ く沖縄の 日本復帰 に た い し

て 反対 して い た グル
ー

プ として 、後に琉球独立 党

に合流す る 「沖縄人 の 沖縄 を作る会」が存在する 。

そ の メ ン バ ー
として は、当間重 剛元琉球政府主 席

や元琉球政府文化財保護委員長で あっ た 山里永吉

らが 知 られ て い る 。 「反復帰」論と ほ ぼ 同時期に

山里永吉 らに よ っ て提唱 され て い た こ の 「沖縄独

立論 」 と、「反復帰」論は明確に 区別 され る もの

で あ り
24
、そ の 理由と して 2 点指摘で きる 。

　 1点 目と して 「沖縄独立論」は沖縄 の 保守派、

財界人 に よ っ て 支持 され 、 ア メ リカ 占領下 におけ

る既得権益 の 守旧が 主 な目的で あ っ た点であ る 。

1969年 10月 10 日 、沖縄 タ イ ム ス に掲載 された「沖

縄 人の 沖縄を作る 会」結成 ・総決起大会の 広告 に

よ れば、そ の メ ン バ ー
として 、煙草会社や飲料 メー

カー
の 社 長 の 名前が記 され て い る 。 また、設立主

旨で は 、現在 の 沖縄経済は有史以来の繁栄を遂げ

て い る と 言 い 、現在 の 政治経済体制は 20年後に

沖縄 に 「楽土」 を建設 で きる、とい う楽観的にす

ぎる現状認識が ある
25

。

　2点 目は琉 球王 国へ の 評価で ある 。 山里 は そ の

著書 「沖縄 人 の 沖縄
一

日本は祖国 に非ず一』 にお

い て 沖縄 が独 立す べ き理由と して 、 琉球王 国 の 歴

史が い か に誇 り高 き もの か を何度 も繰 り返 す
26

。

こ れに対 して 日本 に 対す る 「異質感」が 沖縄人 を

規定す る の と考 える新 川は、琉球王国の 歴史を積

極的に評価 した こ とはな い
。 新川は また 、山里 ら

による運動を 「退行的な独立 論発想の 琉球 ナシ ョ

ナ リズ ム」 と し厳 しく批判 して い る
27

。

　以上 、「反復帰」論が 誕生 した 背景 と そ の 内容

に関する特徴を駆け足なが ら概観 した 。 次章 で は、

こ の 「反復帰」論に影響を与えた と言 われ て い る

ヤポ ネ シ ア論に つ い て 見て い きた い e

2．ヤポネシ ア論 とは

　 （1） ヤポネシア論の意図

　 島尾敏雄 は 1917年、福島出身 の 両親 の 元 に、

横浜で 生まれた 。 28歳の ときに終戦 を迎 えたが 、

8 月 13日に特攻命令を受け て い た 。 翌 年、奄 美

出身 の 大平 ミ ホ と 結 婚 し、38歳 で奄美 大 島 に転

居 して い る 。 そ して 1958年、41歳の 時 に鹿児 島

県立図書館奄美分館長 に就任 した 。

　「ヤポ ネシア 」 とい う言葉 は島尾 の 造語で ある 。

初 出 は 1961年 『世 界教養全集』21 巻 の 月報 15

号 に掲載 された 「ヤポネ シ ア の 根 っ こ」だ とされ

て い る
28

。 奄美 で の経験 を基 に意図され て い た の

は、大陸 に従属す る日本で はな く、南島の 島 々 の

つ らな りと して 日本を捉 え る こ とで あ っ た 。

　 もち ろ ん根深 くささっ た大陸か ら の 刺激と貸与

を無視 して は 日本 に つ い て どん な こ とも考えに く

い に ちが い な い が 、で もそ の 方ばか りを向い て い

た の で は、い つ もどん づ ま りの 吹きだ ま りの 実験

場所 とい う受身の 感 じか らぬけられない 思い が し

は じめた こ とだ。そ の こ ととか らみ 合 っ て 、地図

帳 の 上 の 日本 は い つ も大陸の 末端 の と こ ろ で しか

と らえ られな い よ うだ。もとは大陸に 附属 して い

たが残念な こ とに、あい だ の 陸地が陥没 して ほ ん

の わず か ばか り離れ て しま っ た と で もい い た げ

に 1

（中略）

　ひとつ の 試 み は地 図帳の 中の 日本 の 位置 をそれ

らの 島 々 の 主題 に して調節 して み る こ とだ 。 おそ

ら くは三 つ の 弓 な りの花か ざりで 組み 合わ され た

ヤポ ネシ ア の すがたが は っ きりあら われ て くる だ

ろ う。（中略）そ して 日本 の 、南太平洋 の 島 々 の

ひ とつ の グル ープ と して の 面を考える こ とは、か

た くし こ っ て し まっ た肩の ぐりぐりをもみ ほ ぐ し

て くれ る に ちが い な い
29

、

　「三 つ の 弓な りの 花か ざり」 とは 南西諸島、日

本列島、千島列 島を指 して い る が 、こ こ で 着 目す
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べ きは、まる で地図をひ っ く り返すか の よ うな文

学者 らしい ダイナ ミ ッ ク な認識 の 転換を行 っ て い

る点で あ る 。 こ れによ り、中国に よ る 日本 へ の 圧

倒 的 な存在感 もしくは影響力を相対化 しようとし

て い る 。

　 また、60年 代 後半 の ヤ ポネ シ ア 論 に関す る論

稿 で は、日本 は 「東北」「中央 日本」「琉球弧」の

三 つ の 部分で構 成 され て い る 。

　私は近 ご ろ、自分の 国で ある 日本 とい う国を、

三 つ の 部分 か ら成 立 し て い る の で は な い か と思

え て 仕方が な い 。そ れ は北 の 方か ら言 う と、東

北 と中央 日本 と琉 球弧 の 三 つ の 部 分、なお か つ

つ づ め て 言 うと、日本 の 歴 史 の 展 開 とそ の と ら

え られ方 は、おお よそ 中央 目本 だけ を 目の なか

に 据え置 くこ と に よ っ て 、その こ と に疑 い を持

た ず、そ れ を基盤 と し て お こ な われ て 来た の で

は な か っ た か
30

。

　 こ こ で は 日本の 性質を単純な もの で はな く、「東

北 」、「中央日本」、「琉球弧」に色分けする こ とに

よ り日本の 複雑性を描 き出そ うとして い る 。 島尾

に よ れば、そ の 複雑性、つ ま り 「東北」と 「琉球弧」

を隠 して い る の が 「中央 円本」な の で ある 。 そ こ

に は 、東北出身の 両親 とい う血筋 と奄美 で の 経 験

が反映され て い る の は想像に難 くな い 。

　 さ ら には 、奄美の 本土 に対する コ ン プ レ ッ ク ス

を払拭 し、日本に 置 い て 正 当な位置づ けを行 い 、

「励 ましを送る 」こ とが 、ヤ ポネ シ ア論 を唱 える

動機 の ひ とつ で あ っ た 。 それ ゆ え に 沖縄 に て 多く

の 人 々 の 共感 を呼び、受容され た
31
。さら に 「中

央」 と 「東北」「琉球弧」 の 支配
一

被支配構造 へ

の 認識 は 1970年ご ろ に顕著 に な っ た と岡本は指

摘 した
32

。

　以 上 が ヤ ポ ネシ ア 論 の 概要で ある。次節で は、

ヤポ ネシ ア 論を日本側知識人、特に 新川 の 論稿 に

引用 され て い る論者が どの ように 受容 して きたか

を整理 して い く。

「日本
・
沖縄 」とい う空 間 55

　 （2）ヤポネシア論の展 開 と批判

　沖縄 の 日本復帰が現 実味を帯 びた 1960年代 後

半、日本側知識人は沖縄 が 日本 に再 び組み込 まれ

る とい う事態 に際 して 、そ の 意義を探 るべ く論稿

を発表 した 。 そ の 際 に援 用 された の は、比較的早

い 段 階か ら日本 と 琉球弧 の 関係に言及 して い た島

尾 で あ っ た 。

　 1969年、吉本隆明 は 「異族の 論理」を発表する 。

論 の 冒頭 、吉 本は い わゆ る沖縄 返還問題 の 本 を読

みあ さるが、そ こ に興 味はわかず、そ こ で 島尾敏

雄 の 文 章が懐 か しくな り、沖縄 問題 とは日本人 の

起源 、日本文化 の 起源 と はなにか、そ して 琉球
・

沖縄 の 日本における 占め る場所 を探 る方が現状 に

対 して 切実で ある、と述 べ る
SS

。 そ して 沖縄 の 特

性 を縄 文的 で ある と規定 し、それに よ り天皐制に

よっ て 成立 して きた 日本 の 歴史 を相対 化で きると

論 じた。

　琉球
・
沖縄 の 存在 理 由を、弥生 式文化 の 成立

以前 の 縄文 的、あ る い はそ れ以前 の 古層 をあ ら

ゆ る意 味で 保存 して い る とい うと こ ろ に もと め

た い とか んが えて きた 。 そ して こ れ が可 能なこ

とが 立証 されれ ば 、弥生式文化 ＝稲作農耕社会

＝そ の 支配 者 と して の 天皇 （制）勢力 ＝そ の 支

配す るく国家〉 と して の 統一部族国家 、 とい っ た

本土 の 天皇制国家 の 優位性 を誇示する の に役立 っ

て きた連鎖式な等式を、寸断する こ とが で きる と

みな して きた の で ある 。 い うまで もな く、 こ の こ

とは弥生式文化 の 成立期か ら古墳時代 に か けて 、

統
一

的な部族 国家 を成立させ た大和王権を中心 と

した本 土 の 歴 史を、琉球 ・沖縄 の 存在の 重み に よ っ

て 相対 化する こ とを意味 して い る 。 （中略）琉球 ・

沖縄 は現状 の ままで も地獄 、本土復帰 して も、米

軍基地 を と りは らっ て も、地獄 に きま っ て い る 。

ただ、本 土 の 弥生 式以後の 国家の 歴史的 な根拠 を 、

みずか らの 存在理 由に よ っ て根底か ら覆えしえた

とき、は じめて い くば くか の 曙光が琉球 ・沖縄 を

お とずれる に す ぎな い
y

。
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　上記の 文章か らわか る よ うに、吉本に とっ て沖

縄の 日本に お ける存在理由は 、縄文的文化 の 遺制

を持 ち、「異族 」 として 日本に 存在 し、弥生式文

化を端緒 とする 天皇制 を相対化する ときに初め て

満た され る の で ある。少な くとも吉本に と っ て は

沖縄に おける 施政権や米軍基地の 存在は大 した問

題で はな か っ た 。

　1970年、谷川健
一

も「〈 ヤ ポ ネシ ア 〉 とは 何か」

に お い て 、こ れ まで の 日本を相対化する視点とし

て ヤポ ネシ ア をと りあげた。単
一

的で粗雑 な日本

で は な く、複合的で 精密な ヤ ポ ネシ ア を想定 し、

支配者に よっ て 形成された直線的な日本の 歴史を

解 きほ ぐす必 要性 を訴えた 。

　ヤ ポネ シ ア は 、日本脱出も日本埋 没 をも拒否す

る 第三 の 道 と して 登場する 。 日本にあっ て しか も

イ ン タ
ー

ナ シ ョ ナ ル な視点をと る こ とが可 能なの

は、外国直輸人 の 思想 を手段 とする こ とに よ っ て

で はな い 。ナ シ ョ ナ ル なもの の 中に ナ シ ョ ナリズ

ム を破裂 させ る因子を発見する こ とで ある 。 そ れ

は どうして 可 能か。日本列島社会に対する 認識を、

同質均等 の 歴 史空間 で あ る 凵本か ら、異質不均等

の 歴 史空 間 で あるヤポ ネ シ ア へ と転換 させ る こ と

に よっ て 、つ ま り 「日本」をヤ ポ ネ シ ア化する こ

と で 、それは可能な の だ
35
。

　谷 川 の 言 う 「イ ン タ
ー

ナ シ ョ ナ ル な視点」を日

本 内 に お い て 見出そ うとする とき、そ の 足が か り

とな っ た の が ヤポネ シ ア論で ある と捉え ら れ て い

る。また、本論稿は ヤ ポ ネ シ ア 論が 広く知 ら れ る

よ うに な っ た契機の
一

つ で もあ っ た 。

　 しか し、谷川 は 1987年、島尾敏雄追悼特集に

お い て 、ヤポ ネ シ ア論に対 し批判 を加え る 。 そ れ

は、「ヤポ ネ シ ア に無権力社会の 幻を夢み る私 の

志 向」を明 らか に した上 で 、「日本列島の 中央部

を占め る倭人 の 権力社会を抜 きに した場合の ヤポ

ネ シ ァ論は、歴 史社会の 形成 の 動因を考慮に 入 れ

ない こ とに よっ て、静的なモ デ ル として 甘 ん じな

けれ ばならない 」
36

とい うもの で あ っ た 。

　以上 、吉本と谷川に つ い て ヤ ポネシ ア 論が どの

よ うに受け入れ られ た か を見て きた 。 両者に共通

する こ とは、現実 の 日本社会を相対化する梃子 の

支点 と して琉球弧 を捉え る視点をヤ ポネシ ア論か

ら取 り入れ た こ と、そ して 天 皇制や権力 とい っ た

国家論 に引き付け て 議論され て い た こ とで ある 。

　 また 、ヤ ポ ネシ ア論に直接言及 され て は い な い

が、大江健三 郎につ い て も同様の 傾 向が 見て 取れ

る 。 『沖縄 ノ ート』で は 「沖縄 の 先駆的な知識 人

に つ い て も…決 して 日本 の 『中華思想』的感覚に

の み こ まれず、天皇制国家の ピ ラ ミ ッ ドを支える

中央指向性に た い して も、したたか な相対主 義 の

自由を放棄す る こ との なか っ た面だま し い が 実在

す る こ と を、僕 は見 出 さぬ わ け に ゆ か な か っ た」

と あ る
37
。や は りこ こ で も沖縄 を基点 と して 日 本

を相 対化 しようとす る 試 み が見 ら れ る。

　それ で は、ヤポ ネ シ ア論 とそ の 周辺 の議論は ど

の よ うに新川 の 「反復帰」 に 影響 を与 えた の だ ろ

うか 。

3．「反復帰」 論へ の ヤ ポネシ ア論の影響

　 （1）「反復帰」 論にお けるヤポネ シ ア 論

　新川 が 1970 年に 発 表 した論稿 に お い て 、島尾

敏雄と ヤ ポ ネ シ ア 論 に 関 して 次 の ように 記 し て い

る 。 「た とえば 「ヤポ ネシ ア 』と それ に かか わ る 『琉

球弧』に つ い て つ ぎの よ うに （「ヤ ポネ シ ア の 根 っ

こ」 ＝引用者注）島尾が書 くの を読 む とき、わた

しは 深 い 衝動に か らだ の 内側か ら強 くつ き動 か さ

れ て しまうの をどうす る こ ともで きな い 」
38
。

　ま た 、新川 は 2000年 に 刊行 さ れ た私 史的評論

集 「沖縄　統合 と 反逆』 で 自身の 「反復帰」論 に

おけ る 「ヤ ポ ネ シ ア1 論の 影響を以下 の よ うに 回

顧 して い る 。

　私の い わ ゆ る 「反復帰」論は 、こ の あとさらに

島尾 の 「ヤ ポ ネシ ア 」論 の 「衝 迫」に よ っ て 結実

に 向 か うこ と に な る 。 こ こ に 至 る 道 程で 、60 年
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代に お ける島尾 との 「出会 い 」 と、以後持 続的 に

発信され る 「黙示」 こ そが そ の 基盤 をつ くる最大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　x
の 力とな っ た こ とは動 し難 い 。 それゆえ に、私 の

s　　x　　　i　　　N　　N 　　　 1　　　s　　　N　　　1　　N　　　N 　　　s　　 N 　　　h 　　　N 　　 h 　　　h

「反復帰」の 母体は、島尾敏雄 で あ る、と言 い 切 っ

て もよい の で ある （傍点筆者）
39

。

　実体的な国家 と し て の 「日本」 と自らの 生存域

との 緊張 した 関係性の 中で、切迫 し た状況に 立た

され て 危機意識 をつ の らせ て い る 人 に とっ て の 「ヤ

ポ ネシ ア 」論は、新 し い 国家論ある い は国家観 を

触発させ る起爆剤 とな り、そ こ か ら 「独立 」論を

含む多様な議論 を生 み 出 して い くこ とに な る
4G

。

　 また、新 川は島尾 に よる著作の うち、特に 「「沖

縄』の 意味す る もの 」 （『離 1島の 幸福 ・離島の 不 幸』

1960年刊行に所収 ）、「滑稽 な場所か ら」お よ び 「ヤ

ポ ネ シ ア の 根 っ こ 」 （共 に 「非超 現実主義的 な超

現 実主義の 覚書』 1963年刊行 に所収 ）の 3 つ を

と りあげ、そ の 意義を以下 の ように 述 べ て い る 。

　「『沖縄』 の 意味する もの」で は、沖縄 の 持 つ 文

化的 な良 さ は 歴 史上 、日本に よ っ て 隠 され て お り、

そ の 苦難 の 歴 史 を持つ 南島の 人 々 こ そ 、日 本 の 怠

慢 に 匕首をつ きつ け る権利 が あ る と い う内容 で あ

る 。 そ の 意義を新川 は 「日本 とい う国 と沖縄 との

関係性 を考え る に 際 して の 、私 （たち）に 欠け て

い る視点 を 示唆する もの」で あ る とした
41
。「滑稽

な場所か ら1 は 日本共産党系の雑誌で あ る 『新 日

本文学』に 作 品 を載せ る よ う頼 まれ た島尾が社会

主義 リア リズ ム と い う枠組み の 中で書か ざ る を得

な い こ と に 対 す る 違和 感を表明 し た もの で あ る。

新川 に と っ て は 「社会主義の イ デ オ ロ ギ
ー

に 立 っ

た文学活動を して い た 自ら の 思 想の 硬 さ を、大阪

経験 の 中 で ほ ぐ しつ つ あ っ た 私 に、（中 略 ）自己

変革をうながす 「黙示』 で あ っ た」とい う
4Z
。

　 そ して 「ヤ ポ ネ シ ア の 根 っ こ」に つ い て は 「島

尾の 『ヤ ポネ シ ア 論』が そ れ ぞ れ の 問 題 意識に添 っ

て そ の 思考を刺激 し、想像 力 を 喚起す る多面的で

柔軟な概念で ある こ と を開示す る 」 と 新川 は位置

づ け て い る
43

。

「H 本 ・沖縄」 とい う空 間 57

（2） ヤポネシア論にお ける国家論

　 こ こ であ げ られ て い る 3 つ の エ ッ セ イの うち、

ヤ ポネ シ ア 論 に関す る の は 「『沖縄』 の 意味する

もの 」と 「ヤ ポネシ ア の 根 っ こ」で あ り、ヤ ポ ネ

シ ア 論初期 の 作品 で ある
“

。

　新川 の 「反復帰」論 にお い て中核 と なる論稿持非

国民』の 思想 と論理」 にお い て は、前述 の 吉本 や

谷川 の 論稿 も引用 され て い るに も関わ らず 、島尾

へ の 評価が格段 に 高 い 。 そ の 理由 と して 考 えられ

る の は、吉本や谷川 の 論稿が 日本 と い う国家論を

中心 に 据 え、日本 を相対化す る梃子 と して 琉球 ・

沖縄 を捉えて い るの に対 して 、島尾 の ヤポネシ ア

論 は国家論、と りわ け権力構造
15

へ の 考 察 は見

ら れ な い か ら で ある 。こ の 傾 向 は特に 1960年代

初期 に明自で ある。こ の こ とを谷川 は権力社 会 の

不 在で ある と言い
46
、岡本 はヤポ ネ シ ア 論 におけ

る 「国家論の 欠如」で ある と述 べ て い る
47

。

　ヤ ポ ネシ ア 論と国家論の 関係に つ い て は、現在

で も多様な解釈が な され て い る。円仲康博 はヤポ

ネ シ ア とい う文学的な言葉は時 と場合 に よっ て 政

治的 な概念 とな っ て 受けられ る と指摘する 。国境

を持つ 国民国家とい う概念 を解 きほ ぐす ヤポネ シ

ア 論自体は 「反」国家論で はな く 「非」 国家論で

ある、とい うの で あ る
48
。

　さ ら に、田仲は島尾が沖縄 をユ
ー

トピア と して

捉 えて い た 事実を踏 まえつ つ 、以下 の ように語る 。

「（ヤ ポ ネシ ア 論に よ っ て） 自らを語 る 言葉 を与え

られ た と錯覚 し た彼 らを理解するため に は、同化

と異化 の 間を揺れ る時代 の 振 り子 が復帰前 後 の 沖

縄 で は 同化の 方法に大 きく振れ て い た情況 を理解

しなけれ ば な らな い 」
4V

。

　大 陸文化 の 影響を強 く受けた、弥生文化中心 の

凵 本 を、「琉球弧」「東北」「中央」 とい う複合的

なヤポネシ ア として 読み替え、琉球 ・沖縄 の 人 々

の コ ン プ レ ッ ク ス の 払拭 を意図 され た島尾の ヤ ポ

ネ シ ア論は、「反復帰 」論に お い て は 沖縄 の 独 自

性を打 ち出 し、日本 か らの 自立 を主張する た め の

理 論的支え とな っ た。それ は 、吉 本や谷川 ら に く
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らべ て 、島尾 の ヤポ ネシア 論が 「国家論」の 色合

い が希薄 なため可能 とな っ た 。

　以上が論稿それ 自体か ら読 み取 れる論理的展 開

で ある が 、新川 と島尾、谷川 それぞれ と の 個 人的

か か わ り方の 違 い か らもヤポ ネシ ア 論 が重用 され

て い る 可 能性 も指摘 して お く。新 川は島尾 とは奄

美分館長時代か ら死去 直前 ま で 交 流が あ っ た
5°

。

それ に対 し谷川 か らは、「反復 帰」論 は実際 に沖

縄が 日本に復帰 した場合 に はなん ら意味 を持た な

くな る 、と指摘 さ れ 「反復帰」論を単な る 政治的

状況論と して捉 え られ た こ と に落E！1し た、と語 っ

て い る
51G

　 こ こ まで 見て きた よ うに、「非」国家論で あ る

ヤ ポ ネシ ァ論 を、「反復帰」論者は国家論と して

読み 取 り、 さ ら に ヤ ポネシ ア論に 国家論的影響 を

与えた 。 そ の こ とは ヤ ポ ネシ ア論に よ っ て 日本 へ

の 包摂 を志向 した奄美で の受容 と比較 し た場合 、

顕著 と な る
52

。 国家論 へ の 読み 替えは 「国家 と し

て の 日本」に抵抗する ため に 新川 に と っ て 必要な

作業で あっ た。

　 「国家 と して の 日本」へ の 抵抗に 関 して は、新

川 の 八 重山経験 に も着 日しな くて はならない 、新

川 は 1964年、労働組合運動が 原因となり八 重 山

支局勤務 とな る，， 33 歳の ときで あ っ た ，8 歳 か

ら 15歳ま で をす ご し た八 重 山 で新川は島 々 をま

わ り、 そ の 歴史と人 々 の 生活を克明に記 した ル ポ ル

タージ ュ を 「沖縄 タ イム ス』紙上 に連載する 。 約 1

年間 で 4 回 の 連載は 1978年に 『新南島風十 記』
「’3

と して まとめ ら れ た 。 そ の 「あとが き」に は東京

中心に日本を考える こ とや那覇 を中心に沖縄 を考

える の で は な く、島々 に生 きる 人 々 の 生 きざまを

捉 え共有す る こ と こ そが重要 で あ り、そ の 考え方

の 素地 は島尾 と の 出会 い に よ っ て 生 まれた と 回想

して い る
51

。

　 新川 の論考に お い て 八重 山 の経験 が重 要 な役割

を果 た して い る こ とが分 かるが、こ こ で留 意すべ

きは、新川 の 「反復帰 」論 で 表象 される沖縄 は、

首里 と八重 山 の 対立構造 、も しくは重層的 な沖縄

像とい うよ りは、多様 で は ない 画
一

的な沖縄が 屹

立 して い る こ とで ある。こ れ は 国家 と い う大きな

力に抵抗する ため に 、内部構造 を捨象 し、シ ン プ

ル で 明確な沖縄を提示する 必 要があ っ た ため と 考

えられる 。

4． 「反復帰」論と ア ナキズ ム

　（1）アナキズ ム の 導入

　新川明 の 「反復帰」論へ 思想的影響 を与えた議

論で 、ヤ ポネシ ァ 論 とともに重要 な もの として ア

ナ キ ズ ム が ある。新 川は ア ナキズ ム 、と りわ け大

沢正 道 に よる著書 『反 国家 と自由 の 思想』 （1970

年） との 出会 い を次 の ように表して い る 。

　島尾敏雄との 出会 い に よ っ て 最初 の 目の 鱗 を削

ぎ落とされ た私は、そ の 後 「ヤポ ネ シ ア」論の 洗

礼 を受ける中で さ らに 目を洗われ 、最後に残 っ て

い た 鱗が 大沢の こ の 著作 （『反 国家 と自由の 思想』

一引 用者注） に よ っ て 洗 い 流 された と形容 す れ

ば、私が 「反復帰」 ＝ 「反 国家」 に 到 達 した軌 跡

をも っ とも的確か つ 端的 に あ らわす こ とに な るだ

　
x
　 Ftrt

う つ　。

　大杉栄全集の 編者で もある大沢は本書の 中 で 、

1960年代に ア ナキ ズ ム は復活 した と述 べ て い る。

ま た、今 日 に お ける イ デ オ ロ ギー構築の 課題 の ひ

とつ と し て 、ア ナ キ ズ ム で もな くマ ル ク ス 主義で

もな い 、まっ た く新 しい 理 論が 必要で ある、と し

て い る
5G

。

　新川は 『反国家 と自由の 思想」の 最後の 2 ペ ー

ジ よ り、 国家の 説明 として 、「た ん に 被攴配者階

級を支配 し 、 抑圧 する た め の 実体的な政治機構で

ある に と ど まら」ず 「そ れ は実体的な抑圧機構で

ある と 同時に、人間 の 存在全体に意味づ けと方向

づ け を付 与する価 値体系で あ り、人 間 の 思考や情

緒 、行動 の すべ て を規制する存在様式で さえある」

とい う部分 を引用 して い る
57
。そ して 、個 々 は国

家に よ る強制 を受 けつ つ 、さら に個 々 が補強する
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て い る
5S
。こ の 部分は新川 の 「反復帰」論 に お け

る 国家認識 の核心 と言え る と こ ろ で ある 。

　 （2 ） 1960 年代の ア ナキズ ム 論

　 ア ナ キ ズ ム の影響 を受けた背景として は、い わ

ゆ る既成左派政党 へ の 反発 と し て 、 ア ナ キ ズ ム が

再び見直され た こ とが ある で あろ う。 大沢は 「左

か らの トロ ッ キ ズ ム 、 ア ナ キ ズ ム 、 無党無派左翼

等 々 が 、「革命的保守主義』（い わ ゆる既成左翼 の

こ と一
引用者注）の 保守性 に反逆 した学生 、詩 人、

文学者 らイ ン テ リゲ ン チ ャ に 浸 透 しつ つ ある」 と

当時 を評 して い る
59

。

　 また、い わゆ る新左翼 に批 判的 な立 場 の 論 者

も、ア ナキズ ム の 影響 を指摘 して い る 。 例 えば、

「新左翼 」 を 自称 して い る 団体の 思想や 行動 は基

本的に ア ナ キ ズ ム の 変形 な い しは修正 に す ぎな

い
6°
、と い っ た もの や 、70 年 闘争 を進 め る 中で

重 要な こ とは現代 トロ ツ キ ズ ム 、現代無政 府主

義 ともい うべ き思 想 の 集団に対す る 理 論闘 争で

ある
6］
、とい っ た内容で ある 。

　新川は「か つ て 自 らを呪縛 した マ ル キ シ ズ ム も、

沖縄 人民党＝日本共産党の 教条主義に対す る 反発

か ら疎 ま し くな り、さ りとて 反 日共系諸党派の 思

想に も違和感が あ っ て 同調で きない 。一
種の 思想

的な飢渇状況 にあ っ た私は、『ア ナ キズ ム 思想史」

（大沢正 道著、現代思想社刊、ig62年一
引用者注）

の 著者 に よ る前記著作 （「反国 家と 自由 の 思 想』

の こ と一引用 者注）は十天 の 慈雨の ごと きもの で

あ っ た」
62

と回顧 して い る 。

　以 上 の 議論 をまとめ る と、民族性に依拠 して 国

家を否定する とい う 「反復帰」論 の 特徴は 、沖縄

の 特異性を称賛した ヤポ ネシ ア 論と、国家の 否定

を志 向 し続け た ア ナ キ ズ ム 、60年代 に 高まりを

見 せ た こ の 両者に 、沖縄帰属議論が媒介とな り奇

妙な融合を果 た した結果 の 産物、とい える の で は

ない だ ろ うか。ナ シ ョ ナ リス トで ア ナ キ ス トと い

う思想家 と して新川 は理解 され よ う
鶻
。

「日本 ・沖縄」 とい う空 間 59

おわ りに

ヤ ポネシ ア論と北 東アジ ア、「反復帰 」 論 と

北東ア ジ ア

　島尾 の ヤ ポ ネシ ア 論 は、大陸 と 中央 日本 の 強 い

影響か ら逃れ 、日本 を南島と東北 と い う要素 か ら

見つ め なお し、日本 を相対化 しよ うとす る試み で

あ っ た 。 しか し、ヤポ ネシ ア の 地 図上 には、千 島

列 島 を取 り込んだに も関 わらず、ア イ ヌ へ の 言及

はほ とん どなか っ た、さら に島尾 の 幻想す る 共同

体 は国家 を超 える こ と もなか っ た、とい う指摘が

あ る
li｛

。 つ ま り、日本 の 相 対化 を図 っ たヤポ ネ シ

ア 論 の 範囲は戦 後 の 凵本国 を大 き く超 える こ とは

なか っ た 。 そ の 背景 と して 、島尾が奄美 に移住 し

た翌年に 書 かれた以下 の 文章を見 て みた い 。

　 し か し私 は 日本国を の が れ る こ とを為 し得 な

い 。とする と私たち に は同 じ国家の 中 に お い て 多

彩な要素で 混交 しぶ つ か り摩擦 し合 う興 奮 を経験

する こ とは、遂 に で きない の だ ろ うか 。 もち ろ ん

私 は朝鮮 や台湾 や南 洋群 島 を考え なか っ たわけ で

はな い c かつ て それ らはみ の りの 少 な い 私 の 精神

に活力を ラえた。しか しそれ らと血 を通わせ る こ

とは遂 に な し得なか っ た の だ。私 の 視点は次第 に

南 西諸 島に しぼ られ て 行 っ た ，（中略）

　わた しはそ こ （南西諸 島
一

引用者 注）をかけが

えの な い 大事な場所 と思 っ て い たか ら、敗戦 直後

ア メ リ カ に よ っ て為 された分離 に 私 の 内部 は どれ

ほ ど傷つ い たか。や は りH 本列島は北 方の千島列

島 と南方の 南西諸島に よる けん引が なければち ぢ

か ま りくぐま っ た不共者に な っ て しまう。だか ら

そ の 部分が 本土 か ら切 り離 されれ ばそこ か ら血が

した た り貧血 し て 行 くこ とは 当然 と言わなけれ ば

な ら な い 。

　そ の 故に辛 うじて 奄美列島の 部分が もどっ て 来

た だ けで も体内に ぐっ と熱い 血 潮が 還流 して くる

の を感 じた の だ
65

。
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　領土 を身体的な比喩を用い て 表現する こ とは珍

し くない が 、こ の よ うな強烈な描写をどの よ うに

考え れ ば よ い の だ ろ うか 。

　こ の 文章に つ い て は、島尾が 胸の 痛み を伴 っ て 、

大東亜共栄圏へ の 夢想 とそ の 挫折を明か し、南島

へ の 志向は島尾自身の 根 っ こ で ある 「異郷」へ 抜

け出た い 、とい う解釈 もある
66

。

　 しか しこ こ に は、か つ て の 大東亜共栄 圏の 範囲、

朝鮮や台湾や南洋群島へ の 憧れが あ り、敗戦 と 同

時に南西諸島が ア メ リカ に 占領 され た こ とへ の 痛

み が あっ た こ とは見逃せ な い 。

　島尾は 1945年の 敗戦、1972年の 沖縄 の 日本 復

帰 とい う国境 の 再編に 際 して 、日 本 を相対 化 し、

多様 で 複雑 な 日本 を表す とい う目的 の た め に 琉球

弧 の 特色 に 意味 を見 出 し た。こ う し て 生 ま れ た ヤ

ポ ネシ ア 論そ の もの は、北東 ア ジア まで 拡張 す る

要素は持ちえな い 。

　ヤ ポ ネシ ア論は沖縄 で もっ とも受容 された。し

か し、ヤ ポ ネシ ア論に触発 された議論 の 1 つ で あ

る 「反復帰」論は 民族性を高 らか に 謳 い なが ら国

家そ の もの を否定す る と い う結 論 を もた ら し た。

また 、興味深 い こ と に 「反復帰」 論は 「沖縄 」 の

範囲 を明確 に して い な い 。 それ ゆ え に 「反復帰」

論を他の ア ジ ア 地域まで つ なげ て 考 え る こ とが で

きる、とい う捉え方 もある。例えば、仲里は 「反

復帰」論に沖縄 と ア ジ ア との 共通 の 深層 として 、

植民地主義の 記憶 を見出す
ti7
，， こ の よ うな読み 方

が 可能 とな る の は 、「反復帰」論に お い て 「沖縄」

が 単な る 地理的概念と して語 られ な か っ た か らで

あろ う。 北東 ア ジ ア とい う空間を考 える うえで 、

こ の こ とは ひ とつ の 指針 と して捉える こ と も可能

で はな い だ ろ うか 。

　 そ の 際 に 問題 とな る の は、「反復帰 」論が つ い

に は 代替 的な政治 的共 1司体 を提示 で きなか っ た こ

と に あ る 。北東 ア ジ ア を巡 る 思想 の 志向性 と して 、

民族性 に 基づ きなが ら、国家 を否定す る の で はな

く国家 を超 え地域 に 関与する あ り方を求め な くて

は な ら な い だ ろ う。

　北 東ア ジ ア に存在する ネ イ シ ョ ン の ひ と つ で あ

る沖縄 で な さ れ た 、民族性 に依拠 し な が ら 国家 の

持 つ 暴力性を看破 し た 思 想が 持つ 意味を考え る こ

とは決 し て無意味で は な い
。 「祖国復帰」「民族 の

再統
一

」 が声高 に 訴え ら れ た 状 況下 で 生 まれ た 思

想 は 、ナ シ ョ ナ リ ス テ ィ ッ ク な 言論が い ま だ に散

見さ れ る こ の 地域 だ か ら こ そ、民族と 国家を 分 け

て考え、国家あ りきで は な い 議論 の 方向性 を 立 て

る 重要性 を鮮や か に 際 疏た せ る 。
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ル 概念の 導入に よ り実 空 間 の 読

　み 換 え を試 み た 論 考 と して 柑 本英雄 「リ
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　 PP．12〜170

12　多賀秀敏 に よ れ ば認識 上北 東 ア ジ ア に 台湾は 含 まれ な

　い 。「北東ア ジ ア の 国際 関 係 」 厂北 東 ア ジ ア 事典 』 国際
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　縄
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．・書 房　1981年
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　新川 明 「沖縄の 思想的 課題 とは何か」沖縄研 究 会編 『物
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沖縄解放 へ の 視角3 田畑 書 房　1970年

　pp．27〜33や 新川 明 「非国民 の 思想 と論理 」谷 川健
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17 　新 川 明 1新 版 　反 国 家 の 兇 区』 社 会評 論社 　1996年

　p．303。なお、初版は 1971年に現 代評論社 か ら 出版 され

　 て い る 。

18　新川 明
一
非国 民の 思 想 と論理 」谷 川 健一編 ：沖縄 の

　思想 』木耳社　1970年　p．10。
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　 目 本 で の 経 験 も大 き く影 響 して い る。新 川 明 ・小 熊 英

　「 「沖縄 現代 史 と く 反復 帰論 〉 」 （イ ン タ ビ ュ
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　Communicalion』47 号 NTT 出版 2004年 p．133。
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．17）　pp ．10〜ll。

22　新 川 明 　前掲書 （注番号 17）　pp ．304 〜305。

23　新 川、岡本、川満 に よ る 論考の 比 較 は拙稿 「1反復帰1
　論 の 社 会 単位一抵 抗 す る沖 縄 の 基本 構造
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　 る 紙 幅 は な い が、下 記 は 結 論 部 分 の 表 で あ る。こ の 表
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　　　　　　　　　　　　　　　．
抵 抗 の 拠 点 とな る r沖縄」 ’

主 な 抵抗 対象一
　　　最小 単位 規範．

新川 個 人

　　　尸

異 質 性 （異 族） に 根

付 く 自己 認 識　　　　尸

国家

天 皇制

岡本 個 人 を 中心 と した 共

同体

共同 体的意識 国家

天 皇制

lll満 村 落共 同体 「共 生」 へ の 志向 国家
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24 「沖縄 独立論」 と 「反復 帰 」 論、両 者 と も復 帰 に 反対
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．
卜字路

一 『祖 国 復 帰』 と 仮 復 帰 』
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　 わ れ は H 本 復帰 を 急 が な い 」 『沖縄 タ イム ス 』　1969年
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　 1990年 p．11。
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．
』 平凡社 1961 年 pp ．4 〜6。
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32 前掲書　岡本　pp ．146〜147。
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34　同 上 　pp．201 〜　202。
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　読 書 新聞』1970年 1 月 1 凵）。
36 谷 川 健一

「鎮魂 と贖罪」「文 学 界』 1月号 文 藝 春秋

　 1987イト　pp 、304 〜305ロ
37 大 江 健三 郎 「沖縄 ノ

ー
ト」 岩 波書 店　1970年　p220 。

　なお 、新川 は 大 江 と の 問 は長 年 に わた る 親交 が あ る が、
　 そ の 評 価 に つ い て は 「沖縄 なん て 鏡で もな ん で もな い わ

　け だ し、沖縄 を その よ うに み られ る の は 何か こ そ ば ゆい

　み た い な 感 じが 強か っ た 」 と語 っ て い る、新 川 明 　前掲

　書 （注 番号 20） p．133「、
38　新川　前掲論文 （注番号 18） p．41。
39　新川　前掲書 （注 as　F，．27） p．99，、
40　新川　蔚掲 書 〔注 番号 27）　p．117、1
41 新川　前掲 書 （注 番号 27） p．86，
42　新川　前掲 岩： （注 番号 27）　p．98。
43　新 川　前掲 書 （注番 号 27）　p ．ll6。
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　 日本 文学 』 1956年 の 7 月 弓
．
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　上地 闘争
．
に 関 す る 現 地 リ ポ

ー
ト を 掲載 して い る、，しか

　 し、復 帰 へ 懐 疑 的 に な る と 同 時 に、復 帰 を推 進 して い
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　場 所 」 で 明 らか に され た 社 会主義 リ ア リ ズム へ の 疑 問
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Plotting the Space of Japan and  Okinawa: The lmpact of Japanese

   lntellectual Thought on  the Anti-Reversion Debate  in Okinawa

KOMATSUHiroshi  ( Research  Associate, Faculty of  SociaL Sciences,Waseda University)

    The  aim  of  this  essay  is to consider  the

impact of Japanese intellectual thought  on  the
"anti-reversion

 debate" in Okinawa. The  anti-

reversion  debate not  only  opposed  the  reversion

of Okinawa  to Japan, but also  rejected  the idea

of  Okinawan  independence. This is because the

anti-reversion  debate was  an  ideological endeav-

or  that refused  a  state  model  based on  national

identity.

    The  essay  proceeds  by  analyzing  two

strains  of  thought  considered  to have exerted

substantial  influence on  the  anti-reversion  de-

batei Shimao Toshio's 
'Yaponesia'

 writings,  and

Japanese anarchism  of the 1960s.I discuss how

these influences from mainland  Japan were  actu-

ally received,  in particular by Arakawa Akira,

commonly  regarded  to be the central  figure of

the anti-reversion  debate,

    Finally, I show  how  these  two  ideologies

infiuenced the anti-reversion  debate, concluding

that while  Shimao's Yaponesia writings  provided

a positive appraisal  of  national  identity, anar-

ehism  contributed  to a  rejection  of the state.

Furthermore, I highlight the  potential value  of

considering  the anti-reversion  debate in future

discussions on  Northeast .Asia.


