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【 審 査 結 果 】  

 上 原 こ ず え を 主 査 と し 、 主 任 指 導 教 員 の ⽶ ⾕ 匡 史 、 お よ び 副 査 と し て 真 島 ⼀ 郎 、 久 野 量

⼀ 、 逆 井 聡 ⼈ （ 東 京 ⼤ 学 、 外 部 委 員 ） か ら 成 る 審 査 委 員 会 は 、 2024 年 1 ⽉ 22 ⽇ に 上 記 論

⽂ の 審 査 な ら び に ⼝ 述 に よ る 最 終 試 験 を ⾏ な っ た 。 そ の 結 果 、 審 査 委 員 会 は 全 員 ⼀ 致 で 、

申 請 者 に 対 し 博 ⼠ （ 学 術 ） の 学 位 を 授 与 す る の が 適 当 で あ る と の 結 論 に 達 し た 。  

 

【 論 ⽂ の 概 要 】  

本 論 ⽂ は 、 ⽬ 取 真 俊 の ⼩ 説 作 品 を 対 象 と し 、 ケ ア と 環 境 を め ぐ る 修 復 的 想 像 ⼒ の 分 析 を

通 じ て 、 こ れ ま で 抵 抗 の 作 家 と し て 評 価 さ れ て き た ⽬ 取 真 の 作 品 世 界 を 、 抵 抗 と ⽣ 存 の 交

差 す る 複 合 的 な 観 点 か ら 再 評 価 し た も の で あ る 。 ⽬ 取 真 ⽂ 学 を め ぐ る 先 ⾏ 研 究 で は 、 差 別

や 暴 ⼒ が 常 態 化 し た 社 会 を 舞 台 と す る 作 品 群 を 、主 に 権 ⼒ へ の 抵 抗 と い う 観 点 か ら 分 析 し 、

作 中 に 描 か れ る 暴 ⼒ が 、 本 ⼟ の 視 線 で は 不 可 視 化 さ れ が ち な 社 会 構 造 の 暴 ⼒ 性 を 鮮 烈 に 露

呈 さ せ る も の と し て 評 価 す る 傾 向 に あ っ た 。  

 こ れ に 対 し て 本 論 ⽂ は 、 戦 後 沖 縄 に お け る ⽣ が 暴 ⼒ の 被 傷 体 験 と 不 可 分 で あ り 、 ⽬ 取 真

作 品 の 主 要 登 場 ⼈ 物 も 何 ら か の 傷 を 負 う と の 観 点 を 先 ⾏ 研 究 と 共 有 し つ つ も 、 傷 み の 伝 達

不 可 能 性 を 慎 重 に 迂 回 し た 地 平 で 、 傷 つ け ら れ た 他 者 の ⾝ 体 や 記 憶 を 多 ⾯ 的 に 想 像 す る ⽅

途 が 、 ⽂ 学 を 通 じ い か に 開 ⽰ さ れ る か と い う 問 い を 提 起 し た 。 と り わ け 「魂（マブイ）落

と し」に内在す る 沖 縄 の ⽂ 化 的 想 像 ⼒ と 、 ⽣ き延び る 視 点 か ら ⼈間のトラウマ反応に 向 き

あ う臨床的 想 像 ⼒ と の 交 差 に注⽬ し 、語り えぬ記 憶 を ⼈ び と が 想 起 す る過程で 、断⽚化 し

た 傷 と し て の魂を抱え な お し て いく姿を 描 い た ⽬ 取 真 の 作 品 群 を 「魂落と し の ⽂ 学」と み

な し 、 そ れ がセラピーとポストコロニアルの 交 差域へ と 向 か う企て で あ る こ と を明確に 提

⽰ し た 。  

本 論 ⽂ は序章に始ま り 、第 I 部 に第１〜2 章、第 II 部 に第 3〜5 章、 最 後 に 終章の 全 7

章（ 147 ページ） で 構 成 さ れ た 論 ⽂ で あ る 。序章で は 、 差 別 や 暴 ⼒ の ⽇ 常 化 し た 社 会 を ⽣

き る ⼈々を 描く⽬ 取 真 俊 の 作 品 を 、 権 ⼒ へ の〈抵 抗〉の 観 点 か ら 論 じ る 先 ⾏ 研 究 の 問題点

を 指摘し て い る 。 先 ⾏ 論 は 、 ⽬ 取 真 作 品 で 描出さ れ る ⾝ 体 が 、 暴 ⼒ と⾮暴 ⼒ と を横断し な

が ら〈⽣ 存〉す る過程を 論 じ る こ と を困難に し て い る こ と が 問題で あ っ た 。⿊沢⽒は 、 ⽬

取 真 の ⼩ 説 に 描出さ れ た ⾝ 体 の 多 ⾯ 的 な側⾯ を と ら え る た め の 視座と し て ケ ア と 環 境 に着



⽬ す る こ と の必要 性 を こ こ で 提 ⽰ し て い る 。  

第 I 部 「 ⽣ 存──⽣ き の び る た め の魂落と し」で は 、 権 ⼒ へ の 抵 抗 に焦点 化 す る こ れ ま

で の〈抵 抗〉論 を 再検討す る こ と を 通 じ て 、 暴 ⼒ と 傷 を横断す る ケ ア と 環 境 の 想 像 ⼒ に つ

い て の議論 が展開 さ れ 、魂落と し に よ り ⽣ き の び る ⾝ 体 と い う ⽬ 取 真 ⽂ 学 のモチーフが明

ら か に さ れ る 。第 1 章「⾷い破ら れ た 「 ⽇ 常」を ⽣ き る 沖 縄 の少年──「⿂群 記」に お け

る〈⽣ 存〉と し て の 抵 抗」で は 、 1983 年 の ⼩ 説 「⿂群 記」が扱わ れ 、施政権返還直前の

沖 縄 本 島北部 の農村で暮ら す少年 が 、 暴 ⼒ の 常 態 化 す る ⽇ 常 を ⽣ き る こ と を 可 能 に す る ⽅

法と し て 、 暴 ⼒ 的 な情動か ら距離を置くた め の 環 境 的 な 想 像 ⼒ と魂落と し に よ り 「 ⽇ 常」

を ⽣ き る解離的 ⾝ 体 を 描 い て い る こ と が明ら か に さ れ る 。   

第 2 章「テロ、 あ る い は ケ ア と し て の糞便──「 平和通 り と名付け ら れ た街を歩い て」

に お け る依存 す る ⾝ 体 と ケ ア」で は 、 1986 年 の ⼩ 説 「 平和通 り と名付け ら れ た街を歩い

て」が扱わ れ る 。 沖 縄 戦 を ⽣ き の び た⽼婆に よ る皇族⾞両へ の ⼈糞の な す り つ け ⾏為を 描

く本 作 は 、マブイを落と し て ⽣ き る⽼婆のトラウマ⾝ 体 が 、救え な か っ た息⼦を救い な お

そ う と す る ケ ア ⾏動を反復 し て お り 、 そ の意味で 、 本 作 に は 「 ケ ア」の 主題が 通底し て い

る こ と が 指摘さ れ る 。   

次に 、第 II 部 「現場 と 修 復──ひと つ び と つ の 傷 （マブイ） と協働す る た め に」で

は 、個々の 記 憶 の 「語り え な さ」に着⽬ し 戦争記 憶 の継承に つ い て 論 じ て き た こ れ ま で の

読解か ら の転換を 試 み 、 ケ ア と 環 境 に依存 す る ⾝ 体 が ⽣ き る関係性 の広が り に着⽬ し た ⽬

取 真 作 品 の読解を展開 し て い る 。第 3 章「依存 と ケ ア の⽔──「⽔滴」に お け る関係と し

て の 可 傷 性 のネットワーク」で は 、 1997 年 の ⼩ 説 「⽔滴」が 、 「魂落と し」と い う

「病」を抱え た 戦争体 験 者 の〈⽣ 存〉のプロセスを 描くこ と を 通 じ て 、弱さ を受け⽌め て

⽣ き る た め の関係と し て の 可 傷 性 のネットワークを 描出し て い る こ と に つ い て検討さ れ

る 。具体 的 に は 、 主 ⼈公の 戦争記 憶 が 、 戦 場 で失敗し た ケ ア の や り直し で あ る こ と に着⽬

し 、 そ の 記 憶 を 想 起 す るプロセスを 、 戦 場 お よ び 戦 後 を ⽣ き る な か で断⽚化 し た情動、 す

な わ ち 、 か つ て落と し たマブイを抱え な お す〈⽣ 存〉の あ り ⽅ と し て読み な お し て い る 。

さ ら に 、 こ の章で は 、 主 ⼈公が⾃⾝ の 傷 を抱え な お す過程そ の も の が 、 主 ⼈公の ⾝ 体 を ケ

ア す る周囲の ⼈々と の関係に依存 し て い る こ と に注⽬ し て お り 、関係と し て の 可 傷 性 のネ

ットワークを 描出し て い る こ と も明ら か に さ れ る 。   

第 4 章「マブイを落と せ る浜辺で──「魂込め」に お け る 戦争記 憶 と ケ ア の〈現場〉」

で は 、 2000 年 の ⼩ 説 「魂込め」を扱っ て い る 。 本 作 で は 、 戦争体 験 者 の⽼婆が 、マブイ

を落と し た男性 の た め に 、村の浜辺でマブイグミと呼ばれ る 伝統儀礼を ⾏ う な か で⾃⾝ の

戦争記 憶 を 想 起 す る 。 ⽬ 取 真 作 品 で は 、 戦争記 憶 の 想 起 と い う ⾏為が 、 ⼈間だけ で なく、

⼟ 地 や動植物 、 ⼈間以外 の 「 環 境 的 な も の」に依存 し て 成⽴し て い る こ と を 可 視 化 す る た

め に〈現場〉と い う枠組み が 提 ⽰ さ れ る 。   



第 5 章「マブイの 群 れ と し て ⽣ き るゴゼイ──「 群蝶の⽊」に お け る〈群 ⽣〉す る 記 憶

と 修 復 的 想 像 ⼒」で は 、 2001 年 の ⼩ 説 「 群蝶の⽊」が扱わ れ 、前章で 提 ⽰ さ れ た〈現

場〉が 、 ⾝ 体 の内部 に及ぶも の と し て あ る こ と が検討さ れ る 。具体 的 に は 、 性 暴 ⼒ の 被害

者 と し て 位置付け ら れ て き た元「慰安婦」で あ る 沖 縄⼥性 の語り が 、 記 憶 の⽋⽚を 群 れ の

よ う に 想 起 し て⾃⼰を 修 復 す る〈群 ⽣〉の語り と し て表現さ れ て い る こ と が明ら か に さ れ

る 。   

最 後 に 、 終章で は 、 2004〜2007 年連載の⻑編⼩ 説『眼の奥の森』を 中⼼に 、 そ の 他 の

⽬ 取 真 作 品 に も触れ な が ら 本 研 究 が 提 ⽰ し た読み の ⽅法で あ る 、受傷 者 の〈⽣ 存〉の枠組

み に つ い て検討す る 。具体 的 に は 、『眼の奥の森』に お け る 性 暴 ⼒ 被害者 の ⼩夜⼦の〈⽣

存〉と 、 そ の ⼩夜⼦と の あ いだで依存 と ケ ア の関係を ⽣ き る妹のタミコに注⽬ し 、 「 戦

後」沖 縄 で ⽣ き る様⼦が 多声的 な語り に よ っ て表現さ れ て い る こ と を 、 暴 ⼒ 的 な情動を抱

え な が ら今こ こ を ⽣ き る た め の受傷 者 の〈⽣ 存〉の語り と し て理解す る こ と が 提 起 さ れ

る 。   

  

【 審 査 の 概 要及び 評 価 】  

 試 験席上 で は 、冒頭で 学 位 申 請 者 に よ っ て 本 論 ⽂ の 概 要 が 説明さ れ た 。続い て 、各審 査

委 員 よ り 本 論 ⽂ を 評 価 で き る 点 と し て 、次の 点 が挙げら れ た 。  

 本 論 ⽂ は 、 ⽬ 取 真 俊 の 作 品読解に あ た っ て 、 ケ ア と 環 境 を め ぐ る ⼈間の 修 復 的 想 像 ⼒ に

着眼し な が ら 、既往の ⽬ 取 真 研 究 を斬新な 視座か ら 説得的 に深め よ う と し た労作 で あ る 。

と り わ け 、 抵 抗 の 概念を め ぐ るポストコロニアル批評 の定型的 な 当為の議論 を周到に 回避

す る 試 み を 通 じ て 、 暴 ⼒ の 被害者 が 外 部 か ら過剰な倫理的 負荷を 負 わ さ れ る こ と なく、⾃

ら の ⼒ で 傷 を 修 復 し て ⽣ き延び て いくた め の柔軟な 想 像 ⼒ の 可 能 性 を 、 作 品読解か ら 説得

的 に剔出し え た 点 は き わ め て⾼く評 価 さ れ る 。  

 新た な読解の⼿法を明晰に 開 ⽰ す る た め に 、 本 論 ⽂ は ⽬ 取 真 の 主 要 作 品 を丹念な筆致 で

章ごと に 分 析 し 、 登 場 ⼈ 物 の ⾝ 体表現や ⼈間と動植物 と の 存在論 的 な連関を き め細かく省

察し た 。 主張が 先乗り す る危う さ は そ う し た 論 述 に⾒いださ れ ず 、 も っぱらテクストの内

部 に とどま っ て省察す る姿勢が 論 ⽂ 全 体 を ⼀貫し て い る 点 も 、 ⽂ 学 研 究 の着実な 成 果 と し

て 評 価 に値す る 。   

質疑応答で は次の 点 が質問 と し て 提 起 さ れ 、⿊沢⽒か ら の 回答が あ っ た 。  

１）個別 の 作 品 を扱う章ごと の 論 述 に 、読み⼿へ の 説得⼒ と し て い まだ幾分 の濃淡が窺え

る の で は な い か と い う 指摘に 対 し て は 、 本 論 ⽂ の 主題で も あ る ケ ア と 環 境 に つ い て は そ の

こ と⾃体 を わ か り や すく議論 で き る 作 品 と し て の 「⽔滴」や 「魂込め」に つ い て の 作 品 論

が確か に理解し や す い で あろう と し な が ら 、 し か し 、 他 の 作 品 論 を 通 じ て 、 戦争記 憶 を い

か に継承す る か と い う具体 的 論 点 を つ なぎ合 わ せ な が ら ケ ア と 環 境 を め ぐ る よ り 複雑なプ

ロセスを探ろう と し た と の 説明が あ っ た 。  



２）著者 が独⾃に 呈 ⽰ す る 概念の規定に や や曖昧さ が ⽣ じ て い る の で は な い か と い う 指摘

に 対 し て は 、例えば本 論 ⽂ で 提 ⽰ さ れ る 「 沖 縄 的 な も の」と の表現が意味す る も の を明⽰

的 に議論 す る た め に 、 作 家 ⽬ 取 真 俊 が 作 家 と し て活動を始め た 1980 年代の 社 会 を含め 、

沖 縄近現代史 に関す る議論 を今後 の 研 究 に活か し た い と の 回答が あ っ た 。  

３） 主 体 の同⼀ 性 をひと た び判断停⽌す る⽴論 で は 、現実の 沖 縄現代史 と の関わ り か ら み

た圧倒的 な 「加害者」の責任 が 後退し かねな い の で は な い か と い う 指摘に 対 し て は 、責任

の 問題を 構 想 し かねて き た こ と を認め つ つ 、 傷 つ け た 者 も ま た 傷 つ い た 者 で あ る 、 と い う

視 点 を 重 視 し な が ら 、責任 の 問題を今後 よ り具体 的 な 視 点 と し て考え て い き た い と の返答

が あ っ た 。  

４） ⼈間精神の 「統合」性 を め ぐ っ て臨床的 想 像 ⼒ と ⽂ 学 的 想 像 ⼒ の あ いだに は 究極的 に

懸隔が ⽣ じ かねな い の で は な い か と い う 指摘に 対 し て は 、 あくま で統合 す る こ と は 不 可 能

で あ り な が ら 、断⽚化 し た ⾝ 体 の苦し み を い か に し て ⽣ き延び る こ と が で き る の か と い う

問題へ の答え と し て 、統合 す る の で も断⽚化 す る の で も なく群 れ と し て⾃⼰が 存在し う る

分 有・群 ⽣ の 想 像 ⼒ が ⽬ 取 真 作 品 で 提 ⽰ さ れ て い る 、 と の返答が あ っ た 。  

５） 暴 ⼒ の 主題下で ケ ア と 環 境 に着⽬ す る 場 合 、 ⽬ 取 真 ⽂ 学 は 世 界 ⽂ 学 の な か で い か な る

位置づけ を帯び う る か と い う 問 い に 対 し て は 、 ⽬ 取 真⾃⾝ がラテンアメリカ⽂ 学 か ら着想

を得た 作 品 も 多 い と⾔及し て い る こ と に触れ つ つ 、 暴 ⼒ が ⽇ 常 化 し た 社 会 を前提 と し な が

ら そ の 中 でどう い う 物語を 描 い て いくか を議論 で き る よ う な 世 界 ⽂ 学 へ も 視 点 を広げて議

論 を展開 し て い き た い と の返答が あ っ た 。  

６）例外状態 に置か れ た ⼈間の危機に迫る う え で ⽂ 学 、フィクションに固有 の ⼒ を い か に

考え るべき か 、 なぜフィクションで な け ればな ら な い の か 、 と い う 問 い に 対 し て は 、 作 家

⽬ 取 真⾃⾝ が 沖 縄 戦 の 「⾮体 験 者」で あ り⾃分⾃⾝ の経験 と し て語れ な い と い う条件が あ

り な が ら も 、同時に 、 沖 縄 戦 体 験 者 と と も に ⽣ き て き た と い う経験 を持ち 、 ⽬ 取 真 作 品 を

読むこ と で し か感じ 取 れ な い 戦 後 の ⼈間の ⾝ 体 性 が あ っ た と 説明し つ つ 、 なぜ⽬ 取 真 が こ

う し た表現を使う の か を近現代史 に触れ ず に 提 ⽰ し て し ま っ た こ と が 問題だっ た と⾔及し

た 。  

７） ⽂ 学 研 究 と い えども 、 ⽬ 取 真⾃⾝ が ⽣ き る現実の 沖 縄 社 会 ま た は 沖 縄現代史 の 研 究 成

果 を さ ら に摂取 し て いく余地 は な い か と い う 問 い に つ い て は 、具体 的 な歴史 の⾔説 を今後 、

⽂ 学 を読む中 で い か に 導⼊し て い け る か が課題で あ る と の返答が あ っ た 。  

審 査 員 か ら の質問 に 対 す る⿊沢⽒の応答は逐⼀明確で あ り 、 ま た 、今後 の課題と し て残

さ れ た 点 を精確に認識し て い る こ と を確認で き た 。 審 査 委 員 の ⽰ し た 上 記 の若⼲の 問題点

は 、⿊沢⽒が 提出し た 博 ⼠ 論 ⽂ の卓越性 に即し た⽔準で の懸念で あ り 、 本 論 ⽂ の 学 術 的 価

値そ れ⾃体 を い さ さ か も損ねる も の で は な い 。  

 以上 の 博 ⼠ 論 ⽂ の 評 価 お よ び 最 終 試 験 で の質疑応答の内容か ら 、審 査 委 員 は 全 員 ⼀ 致 で 、

学 位 申 請 者 が 博 ⼠ （ 学 術 ） の 学 位 を 授 与 す る にふさ わ し い と の 結 論 に 達 し た 。  


