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事していた。琉球列島の民事手引を編集したのは人類学

者のジョージ・マードックだが、戦後になって、カーと

一緒に来沖して琉球列島学術調査の企画にも加わってい

る。20 世紀中葉の日米関係を演出した人々へと探究の

窓口が自ずと開かれる。カーの軌跡を追う理由の一つで

ある。

数の少ない日本研究者が対日戦に総動員されたことを

鑑みれば、このような人脈をもったのはカーに限らない

だろう。けれども、接触や社交を具体的に示す資料が誰

にでもあるわけではない。書類を捨てられない性分だっ

たというカーは領収書や履修学生の採点表まで残してい

る。膨大な個人文書は、フーバー研究所、琉球大学図書

館、沖縄県公文書館、そして台北市 228 紀念館に分散

して保管されているが、これらを組み合わせると、時期

によっては週単位で彼と彼の周囲の人々の動きを再構成

することが可能だ。

目下わたしが取り組んでいるのはこの作業である。カ

ーの経歴を縦糸にして、彼が関係を持った人々の活動を

そこに織り込む。この布地によって、米国と日本の戦争

を挟んで激変する東アジア史の一面を描いてみたい。琉

球大学図書館長に宛てた書簡には、不要なら破棄して構

わない私的な文書類だが、将来、沖縄占領史研究がなさ

れる際に有用かも知れないので寄贈すると記されている。

生前とくに後半生は不遇であったカーが、自己の生きた

証を後世に託したとも受け取れるこの言葉が私を後押し

する。

高名な米国人学者ばかりではない。カーが出会った日

本の友人、台湾時代の教え子や同僚、沖縄調査の協力者

などについても様々な記録が残されている。興味深い一

例をあげよう。敗戦後、日本人が引き揚げた台湾で、沖

縄人だけは帰郷が許されなかった。一部は難民化したが、

互助組織の活躍で自活していた。その様子を伝える米国

側資料として知られる報告書があるが、各地のカー文書

を横断的に読み解くと、それは、在台沖縄人指導者が戦

前の台北人脈を通じて副領事カーに託したものであるこ

とが判明する。

この経緯を確認するために同僚の渡辺美季氏の紹介で

川平朝清氏と会った。沖縄放送界の立役者として知られ

るが、旧制台北高校在学中にはカーの授業に臨席し、敗

戦直後の台北で再会、カーとは終生の親交があり、

Formosa Betrayed の共訳者でもある。さらに、川平

氏の紹介で、同じく台湾生まれ沖縄人実業家の長嶺爲泰

氏を知る。奇妙な縁に驚いたのは、彼がボリビア帰りだ

ったことだ。1954 年春、琉球政府による計画移民の一

次隊として当地に渡っている。この計画は、琉球列島米

国民政府が用意した調査報告Okinawans in Latin 

America（Pacific Science Board, 1954）に依拠し

たものだが、カー文書を組み合わせると、その調査案は

彼がフーバー研究所で策定したものとわかった。カーに

よって開かれる探究の窓口がここにもある。

琉球史を通してのみカーを知っていた私は、３年前に

初めて 228 紀念館を訪ねたとき、台湾で知られている

同一人物があまりに違うのに驚いた。向こうでは、彼は

何よりもまず台北副領事であり、良くも悪くも 228 事

件の目撃者だった。沖縄と台湾でそれぞれ一方の横顔だ

けを見ているのは、国境に影響される私たちの視野の問

題であろう。正面から彼を見据えることで、東アジアへ

の米国の関与を本来の連続として理解することができる。

国境内で歴史を語りがちな私たちの傾向はまた、川平氏

や長嶺氏が生きた台湾と沖縄（さらにボリビア）の連続

をも見えづらいものにしている。カー文書の研究が面白

い理由は、このような視野の狭さを自覚させられ、それ

を克服する探究に自然に誘われるところにあると思う。
写真４　1992 年 8 月、このパスポートの更新を待たずにカーは他界

した（沖縄県公文書館 GHK5A01015）。

歴史学の分野での災害史研究を先導してきた北原糸子

氏が、東日本大震災をふまえ、今までの研究成果に新た

な論稿を加えて震災全体を展望できるように整理した著

作である。

序章「メディアが捉えた震災」では、１節「震災地東

京の状況―上空と地上から」で氏が近年発掘・紹介して

きた宮内庁宮内公文書館所蔵の航空写真、東京都復興記

念館所蔵の写真などを紹介しながら震災と直後の避難の

概況を示し、２節では非文字資料研究センターの展示で

も紹介された萱原白洞「東都大震災過眼録」を避難民の

描写やその背景に注目しながら紹介する。３節は震災の

翌月に発行された 5 つの女性雑誌の特集号の内容紹介で、

雑誌の性格の相違のほか、震災自体やその報じられ方の

多様性が示される。

第１章「関東大震災の救護と復興計画」では 1 節で震

災直後の臨時震災救護事務局の設置経緯をたどり、2 節

で同局情報部が発行した活版刷りの震災彙報を紹介し、

3 節では同局発行の『震災被害状況並救護施設概要』の

内容の一部を紹介する。4 節は復興計画と題され、渋沢

栄一の協調会副会長、帝都復興審議会委員としての参画

に注目しながら後藤新平の社会政策・復興構想とその当

面の帰結を描く。

第２章「震災地の罹災者・東京―救護の力」では 1 節

で市による罹災者数や避難場所の把握状況を追い、2 節

では東京都復興記念館所蔵の避難者カードの作成経緯と、

そのうち 3800 枚の分析結果を示し、3 節では東京での

医療救護の過程を幅広く展望する。

第 3 章「バラック設置から閉鎖まで」では、1 節で『都

市資料集成』第 6 巻別冊として東京都公文書館が翻刻刊

行した報告書を主な材料に東京市のバラックを、2 節は

三井文庫所蔵資料を用いて三井のバラックを、3 節では

協調会のバラックを、それぞれ入居者の状況に注目しな

がら扱う。4 ～６節では主に都公文書館の所蔵文書によ

りバラックの廃止過程を描く。

第 4 章「地方へのがれる避難民」は、北海道、弘前市、

秋田県、宮城県、新潟県、福島県、栃木県、群馬県、山

梨県、長野県、長野市、埼玉県、

愛知県、滋賀県、京都府、奈良県

などの行政史料を丹念に分析した

成果であり、救護班の派遣、救援

物資送付、そして避難者の救護と

彼らの希望調査、11 月 15 日の

避難者調査などをたどる。

第５章「震災義捐金を活かす」

では１節で震災以前の義捐金のありかた、２節では前章

と同様な史料を用いながら地方庁による義捐金、３節で

は大震災善後会、新聞社や諸団体の義捐金を扱い、４節

では閣議決定によって義捐金が罹災救助基金と同等の扱

いを受けたと指摘する。

終章「帝都復興計画の行方」では、１節で臨時議会で

の復興予算が削減経緯と都市計画官僚や社会局官僚が復

興計画立案に果たした役割、2 節では山本内閣総辞職後

の復興への取り組みを扱い、3 節では後藤新平日記から

震災直後の朝鮮人問題の情報入手と政友会による復興予

算削減への感想を紹介する。

それぞれ、長年の非文字、文字両分野の史料調査に裏

付けられた叙述がなされており、現在の震災研究の第一

線を示す成果である。以上のようにかなり多様な内容を

含んでいながら、本書の冒頭では「本書は関東大震災の

震災地東京の避難民の動きを追ったものである」とされ

る。しっかりとした調査に基づく第 2 ～４章の内容を示

すには適切だが、本全体の性格規定としては、やや違和

感が残る。しかし、都市計画とか行政担当者の方を向き

がちな震災研究のなかで著者の視点は一貫して一般の被

災者に向けられており、その点で正しい表現であるとい

えよう。本書を読んで改めて震災そのもの、それをめぐ

る史料、そして研究課題の多様さを確認させられるが、

震災への関心が深まっている好機に氏の良質の研究成果

が入手しやすい形でまとめられたのは、これからの研究

の発展のためにも、多くの人々の震災への理解を深める

上でも何よりである。

北原糸子著『関東大震災の社会史』（朝日選書）
（東京大学大学院人文社会系研究科　准教授　鈴木 淳）
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