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世 界のウチナーンチュ
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かつて琉球王国という独立国だった沖縄は、

中国を中心としたアジア諸国との貿易により

栄えました。琉球の先人達は世界の人々との

交流により、海外の優れた文化を取り入れて

独特の琉球文化をつくり上げてきました。

先人達が織りなした歴史が世界に羽ばたく

ウチナーンチュの礎となっています。

詳しくはP.06へ

世
界

のウ
チナ

ーンチュの日

詳しくはP.10へ

沖縄県では

2016年に10月30日をみんなで祝える

「世界のウチナーンチュの日」

として制定しました。

どんな想いが込められているのでしょうか。

沖縄
に暮らす日系移民の

声

かつて世界中で受け入れられてきた

ウチナーンチュですが現在の沖縄は多くの

外国人が移住している多文化の県となりました。

移民したウチナーンチュの子孫（二世、三世）の

中には沖縄に帰ってきた人達もいます。　

どんな思いで暮らしているのでしょうか。

詳しくはP.02へ

世界
のウチ

ナーンチュ大会っ
て
何
？

沖縄にルーツを持つ

沖縄県系人や沖縄に縁のある人が

世界中から沖縄に集まる一大イベント。

1990年の第1回から

沖縄県や関係機関で組織される

世界のウチナーンチュ大会実行委員会が主催し

おおむね5年に1回のペースで

開催されています。
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世界のウチナーンチュに関わるスポットや

イベント、研修などさまざまなコンテンツから

世界のウチナーンチュについて

学ぶことができます！

4
沖縄移民の歴史

どうして世界中に

ウチナーンチュがいるのでしょうか？

それには移民という歴史が深く関わってきます。

沖縄からの移民の歴史は長く

1899年にハワイに向かった27人が最初です。

その後、中南米、北米、東南アジア等

多くの国に渡りました。

1458年、
尚泰久王が鋳造させ、
首里城正殿前に
かけられた梵鐘

【旧首里城正殿鐘】
（万国津梁の鐘）

万国津梁
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! P.30

へ
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レッツスタディー！
世界のウチナーンチュ

In
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rvie
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column

沖縄の移民
クイズ

Let's Try！

世界にはウチナーンチュ（県系人）が

約42万人いるといわれ

特にハワイや北米、中南米に多くいます。

一方で、近年ではアジアに移住する

ウチナーンチュも増えています。

詳しくはP.20へ

詳しくはP.24へ



What is？

The Worldwide
Uchinanchu Festival

「世界のウチナーンチュ大会」って何？

どんな人が

参加しているの？

ウチナーンチュ
大会の魅力

世界で活躍するウチナーンチュとの幅広い分野におけるウチナーネッ

トワークづくりを目的に開催しています。世界のウチナーンチュと繋

がりたい！という人は誰でも参加することができます。

世界のウチナーネットワークの仲間になりたい！
と思う人であれば、誰でも参加OK！

海外からの参加者は、大会に参加して初めて知る沖縄の歴史や文化、

芸能など本場沖縄の魅力に触れることができます。

また、各国のウチナーンチュとの出会いを通して自らのアイデンティ

ティを確認する人もいます。

各国のウチナーンチュと出会い、沖縄の歴史、
文化、芸能を体感し、アイデンティティを再確認

2006年10月12日～15日

入場者：約32万人

海外：約4,400人（21ヶ国、1地域）

沖縄コンベンションセンター、

宜野湾海浜公園など

第4回
ひろがるチムグクル
つなげるチムチュラサ

2011年10月13日～16日

入場者：約42万人

海外：約5,300人（24ヶ国、3地域）

沖縄セルラースタジアム那覇、

奥武山公園など

第5回
ちゅら島の  魂響け
未来まで

2016年10月27日～30日

入場者：約43万人

海外：約7,300人（27ヶ国、2地域）

沖縄セルラースタジアム那覇、

奥武山公園など

第6回
ウチナーの  躍動・感動
世界へ響け！

1990年8月23日～26日

入場者：約47万人

海外：約2,400人（17ヶ国、1地域）

沖縄コンベンションセンター、

宜野湾海浜公園など

第1回
世界のウチナーンチュが
やってきた！！

1990

1995年11月16日～19日

入場者：約52万人

海外：約3,400人（25ヶ国、2地域）

沖縄コンベンションセンター、

宜野湾海浜公園など

第2回
海を超え、
言葉を超えて

1995

2001年11月1日～4日

入場者：約27万人

海外：約4,000人（22ヶ国、2地域）

沖縄コンベンションセンター、

宜野湾海浜公園など

第3回
未来ーちゅら夢
心にのせて

2001 2006 2011 2016

各分野における「世界のウチナーネットワークの構築」が目的の「世界のウチナーンチュ大会」。現在

は、経済団体や文化芸能団体の派遣交流、沖縄にルーツを持つ若者達の招聘や、県内の若者を海外県人の

暮らす国へ派遣する事業等様々なプログラムが実施されています。第4回大会からは、次世代ネットワーク

の継承を若者自らが掲げ、「世界若者ウチナーンチュ大会」も開催されています。このように沖縄県の国際

交流は世界のウチナーンチュ大会を軸に多分野で展開されています。

これまで、世界のウチナーンチュ同士の絆を深める交流プログラム（パレード、
開会式・閉会式、スポーツ交流イベント）や文化や伝統芸能を体験できるプロ
グラム（各伝統芸能鑑賞会、しまくとぅば語やびら大会）、異文化理解を深める
イベント（レッツスタディーワールドウチナーンチュ、ワールドバザール）など、
様々な取り組みが行われてきました。

世界のウチナーネットワーク（Worldwide Uchina Network）とは
「沖縄に住んでいる人」、「沖縄と血のつながりのある人」、

「沖縄と縁のある人や沖縄とつながりたい人」との幅広いつながりのこと

02 03



2022年、　　第７回
　 世界のウチナーンチュ　 　大会が開催されます！

    コロナ禍のため延期となった第７回世界のウチナー             ンチュ大会が、2022 年下記の日程で開催されます！

第７回大会のシンボルマークは、県内外、海外で活躍し

ているウチナーンチュが故郷沖縄で集い喜び踊る姿が表

現されています。キャッチフレーズは、「今こそ」や仲

間と真の価値を表すシンカの言葉に大会を開催できる喜

びが感じられます。どちらも、人と人との絆や繋がりの

大切さが表現された作品となっています。

テーマソングに
ついて

第７回大会のテーマソングは、県出身アーティストの green note 

coaster（グリーンノートコースター）が歌う「歌らな踊らな（うたらな 

うどぅらな）」です。この曲は、ウチナーンチュ同士が再び会えること

の喜びや絆が表現されており、踊り出したくなるような作品となっ

ています。大会ホームページから無料でダウンロードできますので、

ぜひダウンロードして聴いてみて下さい。

第７回大会に
ついて

コロナ禍で、私たちは人と人との絆や繋がりの大切さに気付かされま

した。今大会では、沖縄に来られる参加者だけでなく、来県が叶わない

国内外ウチナーンチュのみなさんにも各地から参加できるよう、対面

型とオンラインを組み合わせたハイブリッド方式の開催を検討して

います。

また、大会が開催される 2022 年は沖縄県が日本復帰 50周年の節目

の年を迎えるため、そのことを大会参加者と県民が分かち合えるイベ

ントを予定しています。

2022年 10月 30日（日）

2022年 10月 31 日（月）～11月３日（木）

前夜祭

本大会

マスコットキャラクター笠丸

大会では色んなイベントを企画しているよ！

詳しくはホームページやSNSを見てね！

ホームページ Instagram Facebook Twitter

「うちなーのシンカ、今こそ結ぶ世界の輪」

シンボルマークとキャッチフレーズについて
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2016年開催の第6回「世界のウチナーンチュ大会」には

海外、そして県外からも多くの参加者が集いました。 その大会フィナーレにおいて

世界に広がるウチナーネットワークを継承し

発展させていきたいという願いを込めて

10月30日が「世界のウチナーンチュの日」として制定されました。

宣言文（全文）

我々は今日、世界のウチナーンチュのみなさんに伝えたい。

　 我々ウチナーンチュは、持っている。

　 我々ウチナーンチュは、未来を創造する力を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、未来への希望を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、世界へ飛び立つ勇気を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、互いを許し合う寛容の心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、互いを助け合う相互扶助の心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、豊かな伝統文化を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、困難に打ち勝つ不屈の精神を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、先祖への感謝の心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、家族を愛する心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、出会った人を愛する心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、郷土を愛する心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、平和を愛する心を持っている。

　 我々ウチナーンチュは、ウチナーンチュであることに誇りを持っている。

　 ウチナーンチュは一つになる。

5年の時を経て、今日、また、

世界中からウチナーンチュが集い、心が一つになった。

ウチナーンチュがウチナーンチュであることを祝おうではないか。

ふたたび世界中からウチナーンチュが集まった今日10月30日を祝い、

「世界のウチナーンチュの日」としようではないか。

今日10月30日を「世界のウチナーンチュの日」とし、

この誇りを我々ウチナーンチュの魂に刻み込もうではないか。

ここに、誇りを持って宣言します。

今日は、「世界のウチナーンチュの日」です。

今日は、めでたい「世界のウチナーンチュの日」です。

おめでとう、世界のウチナーンチュ。いっぺーにふぇーでーびる。

世界のウチナーンチュの日
World  Uchinanchu Day

一般投票の結果、有効投票総数 5,171 票のうち、最多得票数を獲得したロゴマークです。
デザインコンセプトは、中央に地球、その周りを囲むように人を配置しており、世界各国
それぞれの地域で頑張るウチナーンチュを星に見立てています。世界のウチナーンチュ
がつながることで、素晴らしい未来に羽ばたけることを表現しています。

世界のウチナーンチュの日 ロゴマークについて
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南米と沖縄の懸け橋になりたい
ー比嘉アンドレスさん

アルゼンチンで医学部に通っていた比嘉アンド
レスさんは、学費を稼ぐために日本に出稼ぎに
来ました。うーとーとー（墓参り）をかねて沖
縄県を訪れたのをきっかけに、親戚から「名桜
大学で勉強したらどうか？」という話を受け、
2008年に入学することができました。
「卒業したら沖縄に残って南米との懸け橋にな
ろう」と決めたアンドレスさんは、名桜大学初
の南米出身の大学院修了生となったのちに、名
護市の国際交流会館に勤め、現在はWYUAの
一員として働いています。

留学がきっかけで沖縄を好きに
ー伊佐正アンドレスさん

ペルーで小学校から高校まで日系の学校に通っ
ていた伊佐正アンドレスさんは、日本語の勉強
を兼ねて名桜大学へ1年間留学しました。それ
まで沖縄には興味がなかった正さんですが、
沖縄の人たちの温かい歓迎を受けて沖縄に残る
ことを決めました。留学を経て、2010年に入
学した名桜大学では、日本語でのレポートや試
験に大変な苦労をしましたが、努力の甲斐も
あって無事に卒業。現在は名桜大学の国際交流
課で留学生の受入業務を担当しています。

沖縄を好きな人みんなが
心を一つにして祝う日をつくりたい

アンドレスさんと正さんは、沖縄の「慰霊の
日」や「本土復帰の日」の背景には戦争があ
り、お祝いできる気持ちになれないことに気
づきました。離島も含め、島全体で祝う日を
作りたいと思い、「世界のウチナーンチュの
日」の制定を2016年3月に名護市議会に提案
しました。
そこには、「海外にいるウチナーンチュも、沖
縄にいるウチナーンチュも、沖縄が好きな人も
一緒に祝えるように」という思いが込められて
います。

世界のウチナーンチュの日を
歴史の節目に

10月30日を選んだ背景には、「移民関係者だ
けの日ではなく、沖縄に縁のあるみんなが祝え
る日にしたかった」というアンドレスさんと正
さんの思いがあります。おふたりは「今まで頑
張って努力してきた先人達への感謝の気持ち
と、これから生まれてくる子たちや未来への希
望を込めて、『世界のウチナーンチュの日』の
周知に取り組んでいきたい」と、話しています。

【WUN動画】　
世界のウチナーネットワークについて、アニ
メーション動画で紹介。子どもも楽しく学ぶ
ことができます。

【The 6th World Uchinanchu Festhival】　
過去の世界のウチナーンチュ大会の様子を動
画で見ることが出来ます。大会の雰囲気を味
わってみませんか？

世界のウチナーネットワーク WEBサイト
Worldwide Uchina Network

世界中の県人会の活動の紹介や、コ
ラムや動画コンテンツも用意してい
ます。２人のアンドレスさんの「世
界のウチナーンチュの日の宣言」動
画も見られます。

（左頁）写真提供：

ふたりのアンドレスさんに
お話を聞きました

世界のウチナーンチュの日
提案に込めた想い

「世界のウチナーンチュの日」の制定を沖縄県に提案したのは

アルゼンチン日系 3 世の比嘉アンドレスさんと

ペルー日系 3 世の伊佐正アンドレスさんです。

なぜ、「世界のウチナーンチュの日」を提案したのでしょうか？

そこにはおふたりの経験や想いが詰まっていました。

伊佐正アンドレスさん

ペルー日系3世
名桜大学事務職員

ルーツは東村と
スペインのバスク地方

比嘉アンドレスさん

アルゼンチン日系3世
（一社）世界若者ウチナーンチュ連合会（WYUA）

ルーツは名護市東江と
名護市屋部

Interview

The Feelings Contained in 
"The World Wide Uchinanchu Day" Proposal

　　　　 チャンネルで
動画配信中
https://www.youtube.com/channel/
UCDlwmFRFLUKLpyInxS35a4Q/videos
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かつて海を越え、世界中に移り住んだウチナーンチュたちは、言葉・風土・文化が異な

る地で、互いに支え合い親睦を深める中で、県人会を築いてきました。現在、海外の県

人会に加入している人は約42万人と推計され、海外で活動する沖縄県人会は90団体以上

あり、移住100周年を超えた団体もあります。世界に広がる沖縄県人会は、ウチナーン

チュの絆を結び、アイデンティティを継承していく上で大切な役割を果たしています。

ヨーロッパ8団体

アジア16団体

オセアニア4団体

北米56団体

アフリカ1団体

中南米12団体

出典：沖縄県海外沖縄県人会資料（2022年1月時点）

Okinawa Kenjinkai Around The World

世界に広がる県人会 Expanding the Uchina Network into the future
未来に広がるウチナーネットワーク

カルガリーオキナワン クラブ

北カリフォルニア沖縄県人会

オースティン沖縄友の会（在テキサス） ニューヨーク沖縄会

フロリダ州ペンサコーラかりゆしぬ会

チリ沖縄県人会
チリ

ヘルシンキ沖縄県人会
フィンランド

パース沖縄県人会
オーストラリア

メルボルン沖縄県人会
オーストラリア

ジャカルタ沖縄会

在台湾沖縄県人会

インドネシア

ミャンマー沖縄県人会
ミャンマー

フィリピン沖縄県人会連合
フィリピン

深圳沖縄県人会
中国

上海沖縄県人会

サイゴン島んちゅ会（沖縄県人会）

カナリー沖縄県人会
スペイン

ダラスフォートワース沖縄県人会

オハイオ州沖縄友の会
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Okinawa Kenjinkai Around The World

世界に広がる県人会 Expanding the Uchina Network into the future
未来に広がるウチナーネットワーク

1909年に設立された「南加沖縄県人会」が

北米沖縄県人会の前身。会員の親睦を深

め、相互援助、沖縄文化の継承、社会奉仕

に努めています。会員は60歳以上が多いで

すが、近年、沖縄芸能に惹かれて、踊りや

歌、太鼓を習う若者も少しずつ増えてきて

います。毎年、新年会、芸能公演、夏のピ

クニック、敬老会、高校卒業生への奨学金

授与、二世ウィークのパレード参加など、

世代を超えて皆で楽しめるイベントを開催

し、会員や地域社会への文化、教育、親善

活動を行っています。

世界各国 90団体以上ある県人会は

伝統を学んだり、親睦を深めたり、活動内容もさまざま。

その様子を一部、ご紹介します。

北米：北米沖縄県人会

執筆：比嘉千穂（WYUA）

援護部、文化部、スポーツ部、青年部、研

修部などの部会を持ち活動しています。芸

能と食を楽しめる沖縄まつり、市町村対抗

のゲーム・レクリエーションや歌合戦など

が繰り広げられるオキナンピアーダスとい

うスポーツ大会、民謡や舞踊教室の成果を

発表するウチナー演芸会の他、各市町村人

会が主催する催しも多く、毎月沖縄文化に

触れることができます。また沖縄県のウチ

ナーンチュ子弟等留学生受入事業で１年間

沖縄県へ留学した若者や、市町村で研修を

終えた若者のOBOG団体「KIMUTAKA」も

県人会の催しをサポートしています。

南米：ペルー沖縄県人会

1982年に設立。毎年、新年会、サマーピク

ニック、忘年会等を行っています。2009年

から慰霊の日がある6月に、ロンドン沖縄三

線会と「おきなわデー」を実施していま

す。三線会では2005年・2019年に園田青年

会からエイサー指導を受け、エイサー、琉

球舞踊、三線古典音楽の演奏、空手の演武

などを行い、会場にはぶくぶく茶の茶会、

沖縄の食べ物の販売や沖縄の伝統工芸、観

光情報等の展示ブースを設置するなど、沖

縄の認知の向上に取り組んでいます。来場

者数は8,000名以上にもなり、イギリスと沖

縄の相互理解を深めています。

ヨーロッパ：英国沖縄県人会

台湾からみて沖縄は、一番近い位置にある日

本です。先人の時代から琉球と台湾の交流の

歴史は深く、今でも多くのウチナーンチュが

台湾と関わりを持っています。在台湾沖縄県

人会は、1992年にスタートしました。近年は

台湾に進出する沖縄の企業や留学生等も増

え、150名ほどの会員で構成されています。

会員の親睦活動及び情報交換を行い、ウチ

ナーンチュのネットワークを通じ、将来の沖

縄の発展に貢献することを主たる目的として

活動しています。

アジア：在台湾沖縄県人会

（アメリカ カリフォルニア）
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日本全国に広がる沖縄県人会。遠く離れた故郷を思い、心を通わせ、

支え合う相互扶助の精神で戦前から各地に設立されてきました。最も

古い歴史を持つのは、1924年(大正13)に設立された神奈川県の「川崎

沖縄県人会」です。県人たちが受け継ぎ、披露してきた沖縄民俗

芸能は、神奈川県と川崎市の無形民俗文化財に指定されています。

故郷への思いを胸に、親睦と交流を図るために集い、エイサーや沖

縄舞踊など沖縄の芸能文化をこよなく愛する県人会の活動は、各地

域で沖縄の魅力を発信。世界のウチナーンチュ大会にも多くの国内

県人会が参加しています。かつては、沖縄出身者のみで構成されてい

ましたが、現在では沖縄が好きな方々も会員になっている県人会が

多数あります。沖縄を想う気持ちで結ばれている、そんなウチナー

ネットワークが国内に広がっています。

出典：沖縄県国内沖縄県人会資料（2021年12月時点）

Okinawa Kenjinkai Within Japan

全国で活動する県人会

宮城沖縄県人会
宮城県

岡山県沖縄県人会

熊本県沖縄県人会
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本部・支部（地域別に14支部）・婦人部・青

年部によって毎月のようにさまざまなイベン

トが行われています。若い人たちが当たり前

のように誇らしく沖縄を語ることができるよ

う、青年部で自分たちのルーツである沖縄へ

の研修旅行を実施しています。2018年度よ

り子ども向けの行事も始めました。

沖縄県人会兵庫県本部

1964年に設立。沖縄の魅力を広島の人々に

アピールすることを大切にし、「フラワー

フェスティバル」で沖縄そばやゴーヤチャン

プルーなどの販売を行っています。さらに三

線や沖縄舞踊などの団体の活動も盛んで、毎

年100人以上が参加するトゥシビー（生年祝

い）でその成果を披露しています。

広島沖縄県人会

10の郷友会と亀寿会（老人会）、青年部で

構成されています。加盟世帯数は約200世

帯。主な活動は、角力大会、納涼大会、おき

つる大運動会、おきつる芸能祭、敬老・生年

祝賀会、もちつき大会などです。とりわけ島

相撲とも呼ばれる角力大会は、鶴見では戦前

から行われていて、本土では鶴見でしか見る

ことができない貴重な催しとなっています。

横浜・鶴見沖縄県人会

沖縄のことが大好きな京都市民が結成した

沖縄ファン倶楽部とともに活動を行ってい

ます。毎年5月に琉球国王尚寧王ゆかりの檀

王法林寺で、沖縄の伝統芸能や料理、泡盛

を楽しむ沖縄フェスタを開催し、京都と沖

縄のつながりを深めています。

京都沖縄県人会

沖縄の本土復帰に向けて大きな役割を果たして

きた歴史を持ち、現在は「３つのわ（会員の明

るい輪・楽しい和・交流の環）」をスローガン

に活動を行っています。沖縄芸能フェスティバ

ルなどイベントの開催のほか、40年以上の歴

史を誇る機関誌『月刊おきなわの声』も発行し

ています。近年では都心で「沖縄応援市場」を

開催するなど、沖縄の物産・文化の発信に向け

た取り組みを行っています。

毎年開催の沖縄フェスティバルで沖縄の芸能

や文化を楽しむなど、毎回500人以上が参加

する泡盛を楽しむ集いを中心に、南国沖縄の

食文化や心豊かな生活の紹介など北海道と沖

縄の絆を強める取り組みが行われています。

沖縄に想いを寄せる道産子（北海道人）と一

緒に、三線教室、子どもエイサー、祭り太鼓

などが多数開催されています。

北海道沖縄クラブ

戦後に沖縄県出身の小児科医が沖縄からの留

学生を集め世話をしたことをきっかけに結成

されました。また東日本大震災の際には、今

帰仁村から来た方がエイサーを踊ったことが

きっかけとなり、石巻でエイサー隊が結成さ

れ、現在も活発に活動を行っています。

宮城沖縄県人会

東京沖縄県人会

Okinawa Kenjinkai Within Japan

全国で活動する県人会
1924年に設立された川崎沖縄県人会を皮切りに、全国29ある国内の県人会。それぞれ

に趣向を凝らして、文化の振興や魅力の発信、親睦を深める活動が行われています。

執筆：藤浪海
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1876年（明治9年）～1970年（昭和45年）今帰仁村出身。

海外移民とウチナーネットワークの基礎を築いたひとり。

平良新助が詠んだこの琉歌から民謡 ひやみかち節 が生まれました。

うたびとぅ仲宗根創さんによる
“ひやみかち節”動画

なな

七  
くる

転び
くる

転でぃひやみかち
う

起きてぃ
わ

我した
く

こ  
ぬ

の  
うちなー

沖縄  
しけー

世界  に
し

知らさ

七転び転んでも「エイ」と言って起きよ
私たちのこの沖縄を世界に知らせよう

平良 新助
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沖縄移民の歴史

　沖縄県の移民は、1899年にハワイに向

かった27人をもって始まります。沖縄県の移

民の送り出しについては、當山久三の尽力に

よるところが大きいと言われています。當山

は、沖縄の人々の貧困や抑圧された状態をどう

にか打開したいと考えていました。その打開策

の一つとして移民の送り出しを進めました。移

民を送り出した背景には、琉球処分後の土地整

理による移動の自由化、金納制による負担増

や、「ソテツ地獄」と呼ばれる大不況等があ

るとされています。

　ハワイ移民に続いて、アメリカ合衆国本土

やメキシコ、フィリピン、ニューカレドニア、

ペルー、カナダへの移民も送り出されるよう

になりました。しかし1908年にアメリカと

日本が「日米紳士協約」を結んだことから、

ハワイと合衆国本土への移民の送り出しに制

限を受けると、ついに1924年には「排日移

民法」が成立し、ハワイと合衆国本土への渡

航は完全に門戸を閉ざされてしまいます。そ

の打開策として出てきたのが、ブラジルをは

じめとする南米への移民でした。

　「モーキティクーヨー（儲けてきてね）」

との期待を受け、たくさんの人々が移民として

海外へ渡りますが、想像以上の厳しい労働環

境に苦労を強いられました。加えて、差別や

偏見も受けさらに厳しい状況におかれました。

それでも、沖縄に暮らす家族のため、またよ

り良い生活を夢見て、皆で助け合い・励まし

合いながら困難を乗り越えてきました。

　海外への移民だけでなく、県外への出稼ぎ

や八重山への炭鉱移民も送り出されました。

また、日本が領土を広げていく中で、台湾や

南洋群島、朝鮮、満州などへも多くの人々が

移住していきました。はじめは単身の男性が

移住しましたが、家族で移住する人々もいま

した。先に移住している男性と写真によるお

見合いと文通で結婚することを決意し、夫の

住む国へ移住する「写真花嫁」として移住す

る女性たちもいたといいます。多くは稼いで

数年後には沖縄に帰ろうと思っていました

が、移住先で家族ができるなど様々な理由で

定住していくこととなります。

戦前と戦後、世界中に旅立った沖縄移民。多くの苦難を乗り越えて

世界中でウチナーンチュが活躍しています。その歴史を少し、紐解いてみましょう。

台湾製糖株式会社の農場。1938年（台湾）

写真提供：読谷村史編集室

戦前移民と、移民を送り出した理由

　1942年から45年にかけて移民の送り出しは

ほとんどなくなりますが、海外へ渡ったウチ

ナーンチュたちはそれぞれの地でさらに厳し

い状況に追い込まれます。

　アメリカでは、強制収容所へ送られていき

ました。ブラジルでは、日本語禁止令が発令

され、日本語を使用しただけで取り締まりの

対象となりました。ペルーでは、排日暴動が

起こり襲撃を受けたり、日系社会の中心的存

在と見られた人たちはアメリカに連行され強

制収容されたりしました。ニューカレドニア

で暮らしていた人々のなかには、強制収容の

ためオーストラリアまで連行され、戦後に

なってもニューカレドニアの家族と再会が果

たせなかった人もいます。また南洋群島でも、

たくさんの人々が地上での戦争に巻き込まれまし

た。移住先から教育を受けるために沖縄の親戚の

元にいた人たちは沖縄戦を経験し、戦後数年経っ

てやっと家族の元へ帰れた人もいました。このよ

うに海外移住者も大変苦労しましたが、沖縄の惨

状を聞いた人びとは沖縄救済活動に取り組み、沖

縄の人々を支えてくれました。

移民の戦争体験

　第二次世界大戦後、ウチナーンチュたちは南

北アメリカを除く移住先から強制的に引き揚げ

させられ、たくさんの人々が沖縄に戻ってきま

した。戦争で荒廃した沖縄は、これにより急激

な人口増加に見舞われます。また、アメリカの

占領下にあった沖縄では、土地の強制接収がな

されるなど、人々は仕事や生活をするのが困難

となっていきます。そのような沖縄から、琉球

政府や民間機関を通じて、または呼び寄せ等を

通じて、再び移住が始まりました。

　戦前・戦後を通じて人々は様々な苦労を強い

られましたがそれも乗り越え、現在では子孫が

現地の社会で活躍し、また沖縄へ想いを寄せて

います。

戦後移民

琉球政府による計画移民により、戦後多くの人がボリビアに

渡った。高く設置した干場に収穫した米を広げる。（ボリビア）

写真提供：読谷村史編集室

フィリピンでは麻栽培に従事した人が多く、

動力機が普及すると製造量が増加した。（フィリピン）

写真提供：読谷村史編集室

参考資料

沖縄県教育委員会（1974）『沖縄県史　第 7巻　各論編６』

高良倉吉（1976）「第 5章・第 2節　ソテツ地獄　4　移民と出稼ぎ」（648―660頁）『沖縄県史　第 1巻　通史』沖縄県教育委員会

飯島真里子（2016）「移動する沖縄女性―ハワイ・フィリピンをめぐって」（209―223頁）『沖縄県史　各論編8　女性史』沖縄県教育委員会

新垣安子（2016）「南米への女性移民―ペルー・ブラジル・アルゼンチンを中心に」（224―238頁）『沖縄県史　各論編8　女性史』沖縄県教育委員会

鳥越晧之（2013）『琉球国の滅亡とハワイ移民』吉川弘文館

比嘉道子（2003）「歴史からみた出稼ぎ・移民」（126―133）『別冊　環６　琉球文化圏とは何か』藤原書店

新天地を求めて多くの人が旅立っていった那覇港。

戦後、南米への移民船の出発式風景。

写真提供：キーストンスタジオ蔵　那覇市歴史博物館

執筆：金城さつき
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【クイズのこたえは最後のページにあります】

沖縄の移民クイズ

に当てはまる  言葉を考えてみよう！

Q.2

Q.1 移民とは　　　　　   や　   　　　　を

するために外国や他の地域に
移り住むことである。

Q.4

沖縄の人が最初に移民した場所は

　　　　　　　　　。

Q.5
戦後で物がなかった時代、

ハワイに移民した日系人たちが

送ってくれた豚の数は　　　　　　頭。

Q.3

沖縄移民の歴史は

約　　　　　　年前に始まった。（2022年時点）

Q.6

そのころの沖縄では

　　　　　　人に一人が移民したと言われている。

Q.8

Q.7

外国に行くときは　　　　　　に乗って

一番遠い国までは2～3ヶ月かかった。

Q.9

Q.10

　　　　　　には

もうひとつの沖縄と呼ばれる街、

コロニアオキナワがある。

ブラジルのカンポグランデ市で

沖縄料理の　　　　　　　　が無形文化財

さらに郷土食として認定されている。

「世界のウチナーンチュ」は

世界に約　　　　　　 人いる。（2016年時点）

1０月３０日は　　　　　　　　　　　　　　　の日。

Let's Try！

（2022年沖縄県調べ）
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沖縄に暮らす日系移民の声　

column

Voices of Japanese immigrants living in Okinawa

大城美香ルシィアンナ

ブラジルのサンパウロ サント・アンドレで1978年に生まれ

ルーツを沖縄県豊見城市に持つ日系ブラジル人３世。

父はレストラン（Bar&Lunch）をファミリーで経営

幼いころはブラジルの現地の小学校に通っていた。

現在沖縄在住。3姉妹を育てるワーキングマザー。

異文化で育ったルシィアンナさんから
ウチナーンチュへのメッセージ
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力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
当
た
り

前
で
は
な
い
こ
と
、
視
野
を
広
げ
て
異
文
化

を
理
解
し
、
多
様
性
を
認
め
、
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
私
た
ち
自
身
も
変
化
し
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

生
ま
れ
育
っ
た
環
境
や
持
っ
て
い
る
文
化

が
違
う
相
手
を
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、

「
自
分
は
自
分
」
、
相
手
と
の
共
通
点
を

み
つ
け
て
喜
び
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
何

よ
り
大
切
だ
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

私
自
身
、
日
本
語
の
発
音
が
お
か
し
い

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
ず
っ
と
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
で
し
た
。
し
か
し
、
ル
ー
ツ
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
人
前
で
話
す
機
会

が
増
え
、
こ
れ
は
「
自
分
の
個
性
」
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
ひ
と

つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
だ
と
思

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
大
変
な
苦

労
も
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
沖
縄
と
い
う

ル
ー
ツ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
本
当
に
誇
り

に
思
っ
て
い
ま
す
。

撮影：PIETRO SCÒZZARI

仲良しだったレストランの常連さんとルシィアンナさん

祖父母の結婚写真ルシィアンナさん三姉妹 家族（真ん中の赤ちゃんがルシィアンナさん）
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撮影：PIETRO SCÒZZARI（ ピエトロ・スコッザリ）

イタリア、ボローニャ生まれ。

約30年、トラベルフォトグラファーとして世界を旅し、

ユニークな視点から、世界の人々の瞬間、暮らしを撮り

続けている。現在は那覇在住。沖縄の行事、暮らしなど

“沖縄”を世界に発信し続けている。

＊こちらで紹介されているお店の多くは、

　P33の書籍「南米レストランの料理人」でも

　取り上げられています

高校進学を機に単身沖縄へ
生まれ育ったブラジルの料理を提供

両親が仕事でブラジルに渡

り、ブラジルで生まれ育ち

ましたが、中学校卒業時に

日本の高校に進学すること

を決めました。祖母の家が沖縄にあったため、

中学３年生の頃にひとりで沖縄に渡りました。

親元を離れ25年の時を経て、沖縄に戻った両親

と共に長年の夢だったブラジルの家庭料理も提

供する小さなカフェをオープンさせました。お

店の名前であるベイジャフローとは、ポルトガ

ル語でハチドリという意味です。『ハチドリが

花の蜜に吸い寄せられるように、たくさんのお

客様に立ち寄ってほしい』そんな意味をカフェ

の名前に込めました。（取材：島袋桃緋）

From Latin America
 to Okinawa, 
One World!

故郷の味を提供して29年
仕事と子育てに奮闘する日系三世

1987年、店主のパティー

さんが高校を卒業したころ

ペルーの治安が悪化したた

め、祖父母の故郷である沖

縄へ家族で移住しました。故郷の味を提供する

ペルー料理の店は、営業をはじめてもう29年に

なります。二人の小学生の母親として日々仕事

と子育てに追われて、今ではペルーで暮らした

年数よりも、沖縄で暮らした年数の方が長くな

りましたが、生まれ育った国の言葉も大切に思

い、家庭では子どもたちにスペイン語を教えて

います。（取材：仲間周）

 「父のコーヒー」と「母の味」
両親の大切な財産を活かす食堂を

山下明生さん
（名護市・ブラジル食堂）

目差パトリシアさん
（沖縄市・Salsa）

浦崎涼子さん（中央）
（読谷村・Cafe Beija-flor）

海外の味を沖縄につなぐ
世界のウチナーンチュ
県内には、海外の味を沖縄に届けている

世界のウチナーンチュ達が数多くいます。

その一部を、世界のウチナーンチュの

ひとりであるピエトロさんと一緒に

ご紹介します。

故
郷
が
３
つ
あ
る
の
は

と
て
も
幸
せ
な
こ
と

「
両
親
と
一
緒
に
」

が
夢
で
し
た
。

大
切
な
故
郷
の

魅
力
を
伝
え
た
い
。

鹿児島の沖永良部出身で、

昭和初期にブラジルに渡っ

た父と、 自由移民としてブ

ラジルに渡った母と7歳の

頃に家族で沖縄に移住しました。母の故郷である

名護に住み、そばと弁当を出す店を開いたとき、

“日本人においしいコーヒーを飲ませたい”という

想いから、父の移民先で働いていたコーヒー農園

で習得した焙煎技術を活かしブラジルコーヒーを

出すようになりました。両親が残してくれた「大

切な財産」であるこの店では、「母の味」ともい

えるブラジル料理をメニューに取り入れていま

す。ポルトガル語は話せず、ブラジルでの記憶も

ほとんど残っていませんが、サッカーの試合は日

本もブラジルも本気で応援します！
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1989年にペルーから沖縄へ
周りの勧めでお店をオープン

故郷ペルーの治安悪化が進

む1989年、祖父母のルー

ツである沖縄に家族で移住

しました。

ペルーにいる頃から、日曜日は家族で食事する

習慣があったので、沖縄でも日曜日は特別で少

し豪華なペルー料理を食べて家族で過ごしてい

ました。母の料理は美味しいと評判で、注文を

受けることもよくあり、周りから｢レストランを

やってはどう?｣と勧められ、TiTiCaCaをオープ

ンしました。家具、食器などは日系人の友人達

の協力で集めることができました。お店の名前

は、ボリビア出身の父とペルー出身の母、ボリ

ビアとペルーの間にあるチチカカ湖からつけま

した。（取材：金城千尋）

アルゼンチンをルーツに、家族で生み出すヤンバルの味

旧与那城村出身の父と、平

安座島出身の祖母から生ま

れた母と、高校までアルゼ

ンチンで暮らしていたミリ

アンさんは、1989 年に沖縄に移住してきました。

全ては積み重ねと信じて、「その日にできる事

をきちんとやる」ことがモットーです。”いいも

の”とは高いものではなく“体に良いもの”と、食

材は作り手の顔がわかる無添加のものを中心に

選んでいます。2018年6月にオープンしたお店は

「やればできる」ということを伝える場所だそ

うです。アルゼンチンにルーツを持つ母を誇り

に思う息子の夢沙矢さんが料理に興味を持った

きっかけは母のミリアンさんです。メニューに

は沖縄の家庭料理以外にもアルゼンチンのエン

パナーダも並んでいます。

海洋博覧会を機にアルゼンチンから移住
「故郷と関係あることを」と食堂をオープン

南米の味と文化を伝えるのは
アルゼンチン出身のギタリスト

東村出身の登代子さんは 8

歳の時、すでにアルゼンチ

ンに移住していた祖父の呼

び寄せにより家族で移住し

ました。沖縄に戻るきっかけとなったのは、母

が海洋博覧会（1975 年７月―1976 年１月）を見

学しようと一人で沖縄を訪れたことでした。こ

の頃アルゼンチンでは経済状況や治安が悪化し

ていたため、登代子さんと兄、弟の３人で、母

親とともに沖縄に移り住むことを決めます。

2008 年にアルゼンチン移民 100 周年記念が行

われるため、アルゼンチンを3週間程訪れたとき、

「アルゼンチンに関係があることをしたい」と思

い、沖縄に戻るとスペイン語で「細い路地」と

いう意味のカミニートという名前のお店を開き

ました。（取材：桜井有子）

シルビオさんはアルゼンチ

ンに生まれ、12歳でギタリ

ストとしてプロデビューし

ました。

1970年代にアルゼンチンが軍事政権となり学生

運動者や音楽家などが弾圧されたため、ヨー

ロッパ、ボリビア、ペルーなどで活動し、帰国

した直後に捕まってしまいます。約40数年前

「安全だ」と紹介され沖縄へ亡命しました。ユ

ウコさんは神奈川県で生まれ育ちました。学生

時代に鶴見沖縄県人会で三線を習い、その後来

沖しシルビオさんと出会いました。シルビオさ

んは、アルゼンチン人としての誇りを大切に

し、本場のアルゼンチンの文化を伝えたい、そ

して南米の人たちが何かあった時に屋根（支

え）になるような場所を作りたいと1982年にお

店をオープンしました。（取材：新里聡）

諸見里登代子さん
（浦添市・Caminito）

比嘉ミリアンさん（中央）
（名護市・ヤンバル食堂）

シルビオ・モレノさん
ユウコ・リンダ・モレノさん

（那覇市・ペーニャAMANCAY）

比嘉ファミリーのジョバナさん
（沖縄市・TitiCaCa）

日
系
人
の
友
人
た
ち
の
協
力
が
あ
っ
て

お
店
を
オ
ー
プ
ン
で
き
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
移
民

1
0
0
周
年
記
念
で
し
た
。

南
米
の
人
々
の

支
え
に
な
り
た
い
。

「
エ
ン
パ
ナ
ー
ダ
」
も

あ
り
ま
す
よ
。
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當山久三銅像

當山紀念館

1935 年 5 月に、海外移民からの
寄付金で建設された當山久三の
紀念館。戦前は移民教育の施設
として利用されていたこともあ
ります。現在は海外・世界のウ
チナーンチュの資料が見れます。
【住所】金武町字金武1番地
【電話】  098-968-6262（金武町役場企画課）
【開館時間】9:00～16:00
【休館日】土・日・祝日・慰霊の日・年末年始
【入館料】  なし

中部・北部
まわりルート

01
當山久三銅像→當山紀念館→
金武小学校→勝連城址→
うるま市民芸術劇場

南部まわり
ルート

02
謝花昇 銅像→
南風原文化センター→
沖縄県立公文書館→那覇港

1882 年に創立した金武小学校。
1925 年には、海外移民からの寄付
で沖縄で最初の鉄筋コンクリート造
の校舎が建てられました。老朽化に
より 1984 年に新校舎に建て替えと
なりましたが、現在も旧校舎のデザ
インを引き継いでいます。

金武小学校

夢と希望を抱き移民者が出発したの
は「那覇港」でした。当時は多くの
家族や友人が駆け付け「モーキティ
クーヨー（儲けてこいよー）」とい
う言葉と共に、出発する人を見送り
ました。

那覇港

戦後間もない1948年9月27日、ホ
ワイトビーチに550頭の真っ白な
豚がアメリカから到着しました。
ハワイ移民を中心に、戦禍で沖縄
の豚が失われたことを憂いて送っ
たのです。そのモニュメントが、
うるま市民芸術劇場敷地内（入場
自由）にあります。

うるま市民芸術劇場敷地内
【住所】うるま市字仲嶺175

海から豚がやってきた
モニュメント

金武町役場裏にある沖縄移民の父
と称された當山久三の銅像。移民
団がハワイへ出発する前に有名な
「いざ行かん　吾等の家は　五大
州」の歌を詠み、1903 年、金武村
の青年45名を率いて旅立ちました。

謝花昇 銅像

参政権など政治上のウチナーン
チュの権利を求めた謝花昇（1865
～ 1908）。當山久三らと政治結社
「沖縄倶楽部」を組織し、沖縄の民
権運動を起こしました。この政治
活動は後の沖縄移民に大きく影響
を与えました。
【住所】八重瀬町東風平 1014

南風原文化センター

ハワイ、北米、ペルー、ブラジル、
アルゼンチン、ボリビア移民の様子
を伝える展示コーナーがあります。
南風原の先輩とその子孫たちである
2世・3世が世界中にいることを知っ
てもらうために常設展示しています。
【住所】南風原町字喜屋武 257
【電話】098-889-7391（閲覧室）
【開館時間】9:00 ～ 18:00　【入館料】あり
【休館日】水・年末年始

沖縄県の歴史に関する貴重な資料
がある沖縄県公文書館。沖縄移民・
世界のウチナーンチュ関連の資料
も多く所蔵しています。
【住所】南風原町字新川 148 番地の 3
【電話】098-888-3871（閲覧室）
【開館時間】9:00~17:00
【休館日】月・国民の休日・
　　　　　年末年始・慰霊の日　
【入館料】なし

うるま市

金武町

八重瀬町

いつでも見れます！

那覇市

南風原町行ってみよう
Let's Study！ 一緒に行こう

旧校舎は
海外からの送金で
建てられたよ

勝連城址から

ホワイトビーチが

一望できるよ

写真提供：キーストンスタジオ蔵　那覇市歴史博物館

沖縄県公文書館

見て楽しむ！
ウチナーンチュスポット

Let's Study！
沖縄県内では「世界のウチナーンチュ」に関わるスポットやイベント、事業がいくつもあるんです。

ぜひ、行って、見て、参加して、「世界のウチナーンチュ」について理解を深めてくださいね。

沖縄移民・世界のウチナー
ンチュに

まつわる場所を訪れてみよ
う！

資料がデジタル化

されているので、

データをHPから

取得することもできます。
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毎年10月～12月の期間で、県内の多くの市町村において、移
民の歴史やウチナーネットワークに関するパネル展を開催し
ています。実施時期等は各市町村へお問い合わせください。

2021 年度実施市町村
那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、国頭村、東村、
恩納村、金武町、嘉手納町、北谷町、西原町、南風原町、八重瀬町

金武町は、町出身の當山久三が第 1 回ハワイ移民を送り出したことから「沖縄移民発祥の地」として広く知
られています。その歴史や功績を後世へ継承するため、初の移民団が出発した 12 月 5 日を金武町移民の日
として制定し移民関連パネル展などを開催。パネル展では、町の移民の歴史や国際交流を知ることができます。
同日は當山久三記念館周辺がイルミネーションでライトアップされます。

県内市町村における
ウチナーネットワーク啓発パネル展

金武町移民の日 パネル展

県内のほとんどの市町村で、「市町村史 移民編」の中に移民の歴史が含まれ

ています。「市町村史 移民編」は地域の図書館などに置いてありますが、読

谷村史編集室によって2018年3月に発行された「写真で見る読谷村の移民・

出稼ぎ世界のユンタンザンチュ」のようにWeb上に情報開示している市町村

もあります。ぜひチェックしてみてくださいね。

あなたのまちの「移民の歴史」を
市町村史でみてみよう！

當山久三が沖縄初の海外移

民をハワイに送り出してか

ら100周年を記念した「金

武町移民百周年事業」の一

環として、石碑がハワイに

移送されました。
【住所】94-587 Ukee St,Waipahu,HI

ハワイ沖縄センター
當山久三 石碑（ハワイ州）

写真提供：比嘉柊太郎

海外にも
あるよ

県外にも

あるよ

日本人の海外移住の歴史、そして

移住者とその子孫である日系人に

ついて、広く一般の方々に理解を

深めてもらうことを目的として開

設されました。

JICA 横浜 海外移住資料館

世界のウチナーンチュと繋がる
オンラインイベント

番外編

番外編

横浜で見る移住の歴史から日系人の現在

行ってみよう
Let's Study！

■ YUNTAKU LIVE
ハワイ沖縄連合会では 2020 年 4 月から YouTube 上で “YUNTAKU 
LIVE”を開催し、今まで50回にわたり放送。プログラムとしてハワイの
県系子孫、文化的なイベントの紹介、歴史的講話、そして沖縄や南アメリ
カのアーティストについての特集など、沖縄に関する幅広い話題を提
供。このイベントでは、直接会うことができない今だからこそ世界各国
に“チムグクル”の気持ちを届け、人々を繋げるべく取り組んでいます。

主催　Hawaii United Okinawa Association（ハワイ沖縄連合会）

主催　県立中部農林高校

■ イチャリバチョーデー　繋がろうウチナーンチュの輪
県立中部農林高校の生徒が県内の企業や団体と共に、世界のウ
チナーンチュに“沖縄”を届けるオンラインイベントを2021年10
月、11月に開催。コロナ禍で多くの国において沖縄県人会活動が
できていない現状を知った生徒達は、琉球舞踊や音楽ユニット
の歌と演奏に合わせて手話で歌詞を表現するパフォーマンスを
世界のウチナーンチュに届けました。

WUBでは、世界のウチナーンチュの日に世界中のウチナー
ンチュが家族、親戚、友人と集まり、豚肉料理を食べて同
じ体験を共有することでウチナーンチュの一体感の醸成を
図り、広くこの日を知ってもらうことを目的に、2021 年
10 月 30日から 11 月 6日を「世界のウチナーンチュウイー
ク」を開催しました。「ウチナーンチュの日は世界中で豚肉
を囲む日にしよう」と呼びかけ、県内や国内外で感謝祭が
実施されました。

主催　沖縄県　運営　UNC（UNCの詳細はP38）

主催　WUBネットワーク（WUBの詳細はP39）

■ World Youth Uchina Shinka Online

■ 世界のウチナーンチュウィーク（ウチナーンチュの感謝祭）

沖縄に縁のある海外の若者や、海外に興味のある若者がオンラインで繋がるイベン
ト。2020 年沖縄県主催事業の一貫としてスタート。現在はウチナーネットワークコ
ンシェルジュ（UNC）や各国の若者団体と連携し、オキナワコミュニティーや海外文
化の紹介、参加者同士のゆんたくタイムなどを設ける等、2～ 3ヶ月に一回開催。

どんなに離れた場所でも繋がれる、オンラインだからこそできた取り組み

をご紹介。気になるイベントがあれば、インターネット上でキーワード検

索してみてください。アーカイブ動画があれば、過去のイベントの様子も

見ることができます。

【住所】 神奈川県 横浜市中区新港 2-3-1
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ハワイ生まれの沖縄系二世

で、第２次世界大戦では米

軍の通訳兵として沖縄へ赴

き、多くの住民の命を救っ

た比嘉太郎の著。戦後の沖

縄救済運動を中心にまとめ

られています。

読んでみよう
Let's Study！ 沖縄移民を知る本 10選

世界のウチナーンチュに思いを馳せる

ぜひ一読してほしい、移民たちの思いや歴史に触れること

のできる関連書籍をご紹介します。

『移民は生きる』
ニューカレドニアで自分のルー

ツを求めて苦悩する二世たちに

寄り添い、その歩みを記した一

冊。2018年度文化庁映画大賞

を受賞した映画『まぶいぐみ～

ニューカレドニア引き裂かれた

移民史～』の原作本。

『空白の移民史 ―ニューカレドニアと沖縄―』

第二次世界大戦中におけるアメリカでの日系人の強制収容と、その

保証を求めて戦った県系女性メアリー・ツカモトの克明な体験記。

『アメリカを動かした日系女性
    ―第2次世界大戦中の強制収容と日系人のたたかい―』

沖縄から「満州一般開拓団」として中国東北

部にわたった人々の現地での生活、苦難の逃

避行などを当事者への聞き書きを軸に丹念に

掘り起こした貴重な記録。

沖縄県立図書館が企画した「沖

縄を知るための 10冊（移民編）」

で紹介された本は同図書館で借

りられるほか、県内の各図書館

に置いてあるものもあります！

沖縄県婦人連合会創立30周

年を記念して出版された。南

米移民として海を渡った女性

たちによる貴重な体験記。

沖縄県婦人連合会編（1979）

沖縄県婦人連合会

『沖縄移民女性史』

やんばるの屋部村、眉屋一

門の150年を通し、名も無き

人々の生き様、歩みから近

代沖縄の姿を描き出した。

上野英信が沖縄からメキシ

コまで10年の取材を通して

書き上げた記録文学。

沖縄・広島・山口を中心に、日本移民の社会的歴史的

背景を、豊富な統計資料をもとに分析し、移民史研究

に大きな影響を与えた学術書。

上野英信（1984）潮出版社

（復刊2014、海鳥社）

『眉屋私記』

沖縄の作家たちが、シベリア、ハワ

イ、台湾、インドネシアなどの海外

を舞台に描いた小説群を紹介。埋も

れた作品を通して県系人の海外体験

を知ることができます。

仲程昌徳（2017）ボーダーインク

『もう一つの沖縄文学』

比嘉太郎編著（1974） 日米時報社 三木健（2017）シネマ沖縄

1984年から2年間にわたり、

世界24カ国300人以上の県系

人が登場した新聞の連載記事

をまとめたもの。

『世界のウチナーンチュ』（1・2・3）
第二次世界大戦により、

甚大な被害を受け食糧難

となった沖縄に、ハワイ

の県系人らが決死の覚悟

で550頭の豚を船で送り

届けたという史実に基づ

く児童向け図書。

『海からぶたがやってきた！』

琉球新報社編集局編著

（1986） ひるぎ社

下嶋哲郎（1995）くもん出版

『日本移民の地理学的研究―沖縄・広島・山口』

県内出版社からのオススメ新刊

『沖縄と「満州」
    ―「満州一般開拓団」の記録』

沖縄女性史を考える会編著（2013）明石書店
メアリー・ツカモト・エリザベス・ピンカートン著、宇久眞雄、

垣花豊順、與儀憲徳、赤嶺健治、島袋善光訳（2001）琉球新報社

沖縄県立図書館「沖縄本ナビゲーション2018年度版」 

沖縄の移民を知るための10冊 町田宗博（琉球大学名誉教授）選

【沖縄県立図書館】

2019年「レッツスタディー！ウ

チナネットワーク事業」出前講

座実践者の國場さん。國場さん

は、地元であるうるま市と彼女

が愛する豚を繋ぐ歴史を地元の

子どもたちに伝えました。

石川友紀（1997）榕樹書林

　

沖縄県立図書館では2016年より、所蔵資料から移民一世の名前

や渡航日、出身地域などを探す調査・相談サービスを実施してい

ます。ご自身のルーツ探しのヒントがもらえるかもしれません。

沖縄県系移民一世ルーツ調査 ルーツ探しのヒントがここに？！

1

3

6 7

4 5

8

9

10

2

アルゼンチン・ブラジル・ペ

ルーから沖縄にやってきて、

故郷の味を届けるレストラン

を開いた二世・三世たちの奮

闘を描くドキュメンタリー。

自分の居場所やアイデンティ

ティーに悩みながらも、積極

的に前へ進もうとする姿に胸

が熱くなります。

映画「まぶいぐみ」の原作「空白の移民史」の著者である三木健

さんは映画上映会のスピーチで「沖縄系の人たちは、半世紀余の

空白を埋めるように、新たな橋を架け、新しい歴史をつくったの

です。これこそが『まぶいぐみ』なのです」と語りました。上映

後、参加者からは「ニューカレドニアにもウチナーンチュがいた

んだ」という驚きの声や「家族の絆をもう一度見直すきっかけに

なった」という声が聞かれました。

空白の移民史「まぶいぐみ」上映会にて

『南米レストランの料理人 
　  海を越えて沖縄へ日系家族のかたいつながり』

漢那朝子（2021）ボーダーインク
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「世界のウチナーンチュ」の一員として
プログラムに参加してみよう
世界のウチナーンチュに関連した様々な研修を沖縄県が開催してい

ます。体験者の思いに触れて一歩踏み出してみよう！

■ ウチナージュニアスタディー事業（UJS）
県内の中高生が、世界各国のウチナーンチュ子弟たちと生活を共にしながら沖縄の歴史や文化を学びます。
ウチナーンチュとしての絆を深め、将来のウチナーネットワークを担う人材を育成します。
対象：県内の中学生・高校生、海外県系子弟の中学生・高校生県外県系子弟の高校生

■ 海邦養秀ネットワーク構築事業
県内の若者を対象とし、海外の県人会でのホームステイや現地県系人との交流を通して、将来の世界の
ウチナーネットワークを担う人材を育成します。
対象：県内の高校生・大学生

2019年2月沖縄県高校生海外雄
飛プログラムでハワイへ渡航。
そこで初めて世界のウチナーン
チュに触れる。その経験から同
年夏に開催されたウチナージュ
ニアスタディー事業に参加。

プログラムでは海外から来た世界のウチナー

ンチュの同世代の若者が、幼い頃から琉球舞

踊を習っていたり、三線を演奏したりするの

をみて、沖縄に対する熱い思いを何度も感じ、

沖縄をもっと大切にしていこうと思いまし

た。海外参加者のひとりは期間中に親戚が見

つかり、私も胸が熱くなりました。沖縄移民

史は学べば学ぶほど沖縄が持つ魅力について

考えることができると思います。それを当事

者である世界のウチナーンチュの若者ととも

に学ぶことができるのが、この研修の最大の

魅力です。沖縄が大好きなひとはぜひ参加し

て、一緒に世界のウチナーネットワークの輪

を広げていきましょう！

いつかUJSのメンバーと
沖縄版ニーセーター
ツアーをやりたいです

Real voice
比嘉柊太郎

2018 年海邦養秀ネットワーク構
築事業に参加、その後名桜大学学
生サミット学生代表を務めた。卒
業後、モザンビークの日本大使館
に勤務した後、沖縄に戻る。

　沖縄県の事業「海邦養秀ネットワーク構築

事業」は、県内の学生が外国の県人会の方々

とのホームステイや交流を通じて、国際的な

人材育成、現地若者との絆の強化、現地県人

会の活性化、ネットワークの構築を目的とし、

私もここ数年引率者として携わっています。

　海外に住む県系人一人ひとりにストーリー

があり、家族や親戚、友達同士のコミュニ

ティーの中にヒストリーがあり、県人会では

苦楽を共に支え合った同志としての繋がりを

肌で感じられる経験となりました。

　バンクーバーでは、京都出身の父と沖縄出

身の母を持つカナダ生まれの 2 世と、そのご

家族と出会いました。国籍はカナダ、顔は日

本人の彼が日本へ行った際、日本人顔なのに

日本語がうまく話せず、周りから変な目で見

られたのをよく覚えていると仰っていました。

外見から日本人として見られる自分と、外国

人として育った自分との違いに悩む２世や３

世の方々には、私達が想像もできない葛藤が

あったのだろうと思います。

　アルゼンチンでは「沖留会」という若者グ

ループと行動を共にしました。現地で生まれ

育った彼らは、母国語のスペイン語と英語と

若干の日本語が入り交じり、生活スタイルは

アルゼンチン人そのもの。

　しかし、彼らといると沖縄を思う心、文化・

歴史への尊敬、そして「ウチナーンチュ」と

いうアイデンティティを随所で感じるので

す。方言を知っていて、三線が上手に弾けて、

威風堂々とエイサーを踊る姿などを見ている

と、私が沖縄に住んでいても出来ないことを

地球の裏側にいる県系人が体現していること

に驚き、感動しました。

Olá! しゅうへいです。アメリカ・ロサンゼル

スの空港に到着した時、「めんそーれー！」

と温かく迎えられ涙がぽろぽろこぼれ、世界

のウチナーンチュの温かさに感動しました。

現地のウチナーグチクラスで、83 歳の方の

「生まり島ぬ言葉忘ねー、国ん忘ゆん（生ま

れた島の言葉を忘れたら、その国のことも忘

れる）」という言葉を聞き、私も沖縄に生ま

れたのだから、ウチナーグチは話せるように

なろう！と心に誓いました。ウチナーンチュ

が持つパワーの可能性は無限大だと信じてい

ます。世界中にいるウチナーンチュは、いつ

でもあなたを待っています！

モザンビークに飛び出す
きっかけになりました。

Real voice
比嘉修平

■ ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業
県系の移住者子弟やアジアの優秀な人物を受入れ、県内大学での修学や、伝統芸能の習得、企業研修等を
行います。沖縄で学び、県民と交流を深めることで、沖縄との架け橋になる人材を育成します。
受入国：海外県人会のある国及び中国・台湾

参加してみよう
Let's Study！

遠い異国のウチナーンチュ、
沖縄に住んでいる人よりウチナーンチュかも！？

■ World Youth Uchinanchu Meeting（WYUM）
海外派遣・交流事業に関わった方や留学した方、県内在住の海外出身者の方等が集い、グループワークの
形式でウチナーネットワークについて議論します。
対象：世界のウチナーネットワークに 関心のある10代～40代の方

引率者の声
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参加してみよう
Let's Study！

World Youth Uchinanchu Association
WYUA

Wordwide Uchinanchu Business
WUB

県系の移住者子弟やアジアの優秀な人物を受入れ、県内大学での修学や、伝統芸能の習得、企業研修等

を行います。沖縄で学び、県民と交流を深めることで、沖縄との架け橋になる人材を育成します。

県内の教員や移民に関心がある方を
対象に、ウチナーネットワークにつ
いて理解を深め、移民の歴史、県系
人の移住地での生活・文化について
学び、伝える指導者の養成を目的に
した講座を開催しています。講座で
は、実践的な授業計画の他、意見交
換を行うふりかえり会を実施し、指
導者同士のネットワークづくりにも
取り組んでいます。

沖縄とボリビアの畜産の同異を
学びながら、コロニアに戻った
ら勉強したことを活かしたいで
す。これからもコロニアにある
沖縄由来の文化や日本語が受け
継がれて欲しいです。

指導者養成講座

レッツスタディー！ウチナーネットワーク事業

ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業

【主催】名桜大学国際交流センター 
　　　　世界ウチナーンチュ学生サミット実行委員会

【主催】沖縄県　【運営】 WYUA

【問合せ先】Mail:info@wyua.okinawa
　　　　　 WEB: wyua.okinawa

【問合せ先】Mail:wubokinawa0@gmail.com 
　　　　　 WEB:wubokinawa

「第5回世界のウチナーンチュ大会」に向けて、2011

年に世界若者ウチナーンチュ連合会：WYUA（ユア）

の前身となる「若者・学生事務局」を結成し、大会期

間中に WYUA を発足。戦前戦後の沖縄を支えてき

た海外の沖縄県系のネットワークや、沖縄県内の青

年ネットワークを最大限に生かし、若者の挑戦を通

して、文化・芸能・歴史の継承や青年活動など地域

社会の発展に貢献することを目的として活動中。

名桜大学で開催される学生による世界のウチナーン

チュのためのイベントです。世界各国から来沖して

いる研修生、留学生、県内の世界のウチナーンチュ

に関わる人たちが集い、ディスカッションや文化紹

介を通して交流し、連携の輪を広げます。2021年は

オンラインにて開催しました。

世界ウチナーンチュビジネスアソシエーション沖

縄支部（省略：WUB沖縄）は、世界各地のウチ

ナーンチュのビジネスマンが連携し、国際的ビジ

ネスネットワークの構築と会員相互のビジネス活

動の促進を図ることを目的として設立された非営

利団体です。2ヶ月に1度、会員を対象に定例会を

持ち、外部講師を招いた講演会も行うなど親睦を

深めています。また、10月は世界のウチナーン

チュの日関連イベントとして「WUB沖縄 アジア会

議」を行っています。

次世代討論会

World Youth
Uchinanchu Meeting（WYUM） World Uchinanchu Students Summit

世界ウチナーンチュ学生サミット

世界のウチナーネットワークに関心のある若者や

県の交流事業の経験者等が集い、ネットワークの

継承と発展を図るために今後どう取り組んでいく

べきかをテーマに議論します。

また、次世代のウチナーネットワークを担う人材

育成を目的にイベントの企画運営に携わる若手メ

ンバーを県内や国内外から募集し、2020年はオン

ラインイベントの開催、2021 年はオンラインツ

アーの企画を行いました。

ファンキョンソン
沖縄と韓国の歴史を紹介できる
ガイドになりたいと思います。

仲宗根ルシアミカエラ
おばあさんが作った、
ちゃんぷるーがすきです。

新門マルティン
アルゼンチンで沖縄の文化を
次の世代にひろめたいです。

安富祖末吉アレハンドロ
沖縄の音楽は、とてもきれいで
大切なモノなので、
みんなでやりましょう！

ボリビア　サンタクルス州コロニア・オキナワ
二人の研修生に聞いてみました 過去の研修者の声

沖縄での生活や勉強を通して、
コロニアで継承されている沖縄
文化の意味を理解することがで
きました。将来はボリビアでグ
ランドスタッフとして活躍した
いです。

中村麻衣
沖縄国際大学
科目等履修：日本語

眞榮城海人
琉球大学
科目等履修：畜産・日本語

2021年度
研修生

2019年度
研修生

県内の学校や教育団体、市町村での
イベントなど幅広く出張講座をして
います！世界のウチナーネットワー
クから歴史、地理、国際理解、異文
化交流、多様性など、さまざまな学
びのプログラムを提供しています。

出前講座

2019年10月与那国島久部良小学校にて出前講座様々な国の民族衣装で世界に触れました

フォトランゲージなど実践的な内容
が使用できる教材や、世界のウチ
ナーンチュに関する動画が収められ
たDVD、掲示物から生まれる話題
をコンセプトのバトンポスターま
で、幅広い用途に合わせた教材が作
成されています。

世界のウチナーンチュ教材

グループでまとめた意見を発表する様子
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WUN WEB Instagram Facebook ハイサイアンドレス

世界中にいる世界のウチナーンチュに

あなたの声を届けよう！

１.世界のウチナーンチュに聞いてみたいこと

２.世界のウチナーンチュと一緒にやってみたいこと

　沖縄県の事業「海邦養秀ネットワーク構築

事業」は、県内の学生が外国の県人会の方々

とのホームステイや交流を通じて、国際的な

人材育成、現地若者との絆の強化、現地県人

会の活性化、ネットワークの構築を目的とし、

私もここ数年引率者として携わっています。

　海外に住む県系人一人ひとりにストーリー

があり、家族や親戚、友達同士のコミュニ

ティーの中にヒストリーがあり、県人会では

苦楽を共に支え合った同志としての繋がりを

肌で感じられる経験となりました。

　バンクーバーでは、京都出身の父と沖縄出

身の母を持つカナダ生まれの 2 世と、そのご

家族と出会いました。国籍はカナダ、顔は日

本人の彼が日本へ行った際、日本人顔なのに

日本語がうまく話せず、周りから変な目で見

られたのをよく覚えていると仰っていました。

外見から日本人として見られる自分と、外国

人として育った自分との違いに悩む２世や３

世の方々には、私達が想像もできない葛藤が

あったのだろうと思います。

　アルゼンチンでは「沖留会」という若者グ

ループと行動を共にしました。現地で生まれ

育った彼らは、母国語のスペイン語と英語と

若干の日本語が入り交じり、生活スタイルは

アルゼンチン人そのもの。

　しかし、彼らといると沖縄を思う心、文化・

歴史への尊敬、そして「ウチナーンチュ」と

いうアイデンティティを随所で感じるので

す。方言を知っていて、三線が上手に弾けて、

威風堂々とエイサーを踊る姿などを見ている

と、私が沖縄に住んでいても出来ないことを

地球の裏側にいる県系人が体現していること

に驚き、感動しました。

Let's Try！
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参加してみよう
Let's Study！

ウチナーネットワークコンシェルジュ、略してUNC（ゆーえぬしー）は、国内外に広がるウチナー

ネットワークを次世代へ安定的に継承するプラットフォームとして、SNS交流やイベントを活発

に行い、県外・海外を含めたウチナーンチュと県民が交流を深められるよう取り組んでいます。

ウチナーンチュ子弟等留学生のほか、
ウチナーネットワークの担い手となる
人材育成に取り組みます。

【住所】浦添市前田1143-1 JICA沖縄センター内 1階

【電話】070-3801-8670

【E-mail】info1@wun.jp

【沖縄県委託事業】次世代ウチナーネットワーク継承基盤構築事業

【連携協力】独立行政法人国際協力機構（JICA）沖縄センター

Uchina Network Concierge
～世界のウチナーンチュとつながれる場所～

■ UNC 5つの機能

人材育成

各国のイベント情報を、
WEB・SNS などで多言語での発信をして
います。

沖縄県在住者同士や海外ウチナーンチュと
の交流イベントを、対面やオンラインで定
期的に開催しています。

ウチナーネットワークに関するお問い合わ
せや相談を受け付けています。また、沖縄
県立図書館が実施しているルーツ調査・相
続サービス の多言語サポートを行います。

移民に関する人物、文書、モノの
情報収集やお問い合わせ対応をしています。

情報発信

交流企画

相談窓口

歴史継承

スタッフ集合写真

YouTube配信番組「ハイサイ アンドレス」

UNC 内の写真

ウチナーンチュ子弟等留学生が
出演したイベント
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　本書は、2020年２月に発行した「レッツスタディー！世界のウチナーンチュ

知って、伝える、はじめの一冊」の改訂版です。

　初版を発行した 2020 年以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に

より、国と国との往来が制限され、人々が直接会って交流することが困難になり

ましたが、それによりオンライン上の交流が飛躍的に増えました。時間や距離を

気にせず今いる場所から遠く離れた相手と気軽にやり取りできる新しい交流の

かたちとして定着しつつあります。

　なお、2022年 10月には、オンラインを含めたハイブリッド方式での「第７回世界

のウチナーンチュ大会」が開催される予定であり、本書はオンラインを活用した取

組や第７回世界のウチナーンチュ大会などの新しい情報を追加しております。

　かつて海を越えて世界各地に雄飛したウチナーンチュは、数々の困難を乗り

越え、それぞれの地で生活の基盤を築いてきました。そのような中でも母県沖縄

への思いは強く、チムグクル（真心）やユイマール（助け合い）の精神が現在も受

け継がれています。

　戦前の送金や戦後の救援物資の送付、そして 2019 年首里城焼失の際には国

内外県人会等からの激励や寄附等、沖縄が苦しい時に世界のウチナーンチュは

母県沖縄へ温かい手を差し伸べて下さいました。

　急速に変化する社会情勢の中で、自他の文化を大切にするウチナーンチュの

姿勢は、国際社会において重要な資質であると考えております。

　本書を通して、沖縄の移民の歴史や世界のウチナーネットワークへの理解を

深め、その継承と発展に何が必要か共に考えていただければ幸甚に存じます。

沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課

おわりに

▪制作協力（あいうえお順） ▪資料・情報提供（あいうえお順）

▪編集／デザイン
セソコマサユキ

小野真弓

安富祖末吉アレハンドロ

新垣誠

伊佐正アンドレス

大城美香ルシィアンナ

奥山春那

喜久里瑛

金城さつき

金城千尋

國場麻梨江

桜井有子

島袋桃緋

新里聡

仲宗根ルシアミカエラ

仲間周

中村麻衣

新門マルティン

PIETRO SCÒZZARI 

比嘉アンドレス

比嘉柊太郎

比嘉修平

比嘉千穂

藤浪海

眞榮城海人

三木健

Uchina Network Concierge

うるま市民芸術劇場

英国沖縄県人会

沖縄県

沖縄県人会兵庫県本部

沖縄県立図書館

沖縄県公文書館

沖縄市役所

Café Beija-flor

株式会社シネマ沖縄

caminito

京都沖縄県人会

金武町役場

金武町史編纂室

コザインターナショナルプラザ

Salsa

JICA横浜 海外移住資料館

世界若者ウチナーンチュ連合会

台湾在住沖縄県人会

TiTiCaCa

東京沖縄県人会

那覇市歴史博物館

南風原文化センター

ハワイ沖縄センター

レッツスタディー！
世 界のウチナーンチュ

▪制作　沖縄NGOセンター
玉城直美

吉田知津子

新膳朋子

仲村明

奥山有希

佐々木綾菜

外山岩郎

ハワイ沖縄連合会

広島沖縄県人会

ひやみかち移民桜の会

ペーニャAMANCAY

ペルー沖縄県人会

ブラジル食堂

ボーダーインク

北米沖縄県人会

北海道沖縄クラブ

宮城沖縄県人会

名桜大学国際交流センター

八重瀬町役場

八重瀬町具志頭歴史民俗資料館

ヤンバル食堂

横浜・鶴見沖縄県人会

与那国町立久部良小学校

読谷村史編集室

若狭公民館

WUB沖縄

One Okinawa

※この教材のPDFデータはWUN（P9に掲載）のウェブサイトからダウンロードすることができます。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL（098）866-2479
FAX（098）866-2960
E-mail：aa082400@pref.okinawa.lg. jp

沖縄県文化観光スポーツ部
交流推進課

NPO法人 沖縄NGOセンター
沖縄県宜野湾市宜野湾3-23-52　TEL：098-892-4758
Mail：onc@oki-ngo.org　HP：www.oki-ngo.org
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