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＊

　本書は 、 2009年か ら相次 い で刊行され た 「来た る

べ き人類学 シ リ
ーズ 」全 5巻 の 第 4 巻 で あ る 。 本 シ

リーズ が 目指すの は 「従来 の 人類 学の トピ ッ ク を、

人間探求 とい う観点か ら大胆 に くみか え」る こ とだ

とい う　（本 書そ で よ り）。そ の 中 で、セ ッ ク ス （第

1 巻）、 経済 （第 2 巻）、 宗教 （第 3巻）、 人と動物

（第 5巻〉に続 く本書 の テ
ー

マ は なぜ ア ジ ア で 、 そ

れ は 何 を目指す の か。共編者 に よる 序 「ア ジ ア を疑

い つ つ ア ジ ア を理解す る た め に 」 が 提起す る の は、

「ア ジ ア 」が 自分 たちを規定す る言葉 で あ りなが ら、

同時 に 外部 （西洋）か ら与 えられた性格規定 で ある

こ とに 起因する諸問題
一

ア ジア とは エ キゾ チ ッ ク

な他者なの か、自分たち の こ となの か、そ もそ もア

ジ ア とは何なの か一 で あ る。だが 編者 らい わ く本

書に そ の答えは ない 。 そ れ は読者が 見つ ける しか な

く、本書が 示す の は そ の 材料なの だ とい う （p．iv）。

　 以下 で は、各章 の 内容 を振 り返 り 「材料」 を 拾 い

集めなが ら、編者 らが潔 くも早 々 に 白旗 をあげた課

題 、つ ま りア ジア とい う枠組 み を疑 い つ つ ア ジア を

理解する こ とへ の本書の貢献 とい う点か ら批評を加

えて み た い 。

　本書 は 3 部 10章か ら な る。第 1 部 は 「ア ジ ア の 人

類 学 こ と は じめ 」で あ る 。 第 1 章 「ア ジ ア をみ る

眼」（山田仁史）は、国内外の ア ジ ア研究を豊富に

参照して 生態環境、生 業、言語 と 形質上 の 特徴 と分

布 を簡明に解説する 。 狩猟、採集、牧畜、農耕に加

えて 、海漂民や 陸上 の 漂泊民 の 生業を紹介 し、狩猟

採集人口の 変遷 や 、 言語形質に み る環太平洋に お け

る東部ア ジ ア の位置づ けを示すこ とで 、ア ジア の 歴

史的、空間的 な奥行きと社会的多様性を読者に再認

識 させ る 。 次 にア ジ ア を対象とす る近世以降の 日本

の 人類学的研究 の 系譜 を辿 る 。 明治か ら大戦期の 人
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類学に おけ る 日本起 源論 の 興隆 と、日本が 自らをそ

の 外部 に 定位 しなが らア ジ ア を他者化 した 経緯 と が

軌 を
一

つ に して い た こ とを跡付 け る。こ の 「日本 の

オ リエ ン 1・」と して の ア ジ ア観は乗 り越え られた の

か、と い う問題提起 で 章は 閉 じ ら れ る 。

　第 2 章 は 「フ ィ
ー

ル ドワ
ーク と民族誌」 （片岡樹 ）

で あ る。タイ山地 の キ リス ト教社会 で の フ ィ
ー

ル ド

ワ
ーク の 経験 を主軸 に、事前 に準備 した問 い が調査

地 で は通用 しなか っ た こ と 、 そ こ か ら筆者 自身が西

洋的 キリス ト教観 を 自明視 して い た こ とに気付 く過

程 な ど が描かれ る 。

一・
見、人類 学 の 初心者 に向け た

フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク入門だが、自身が依拠す る 西洋的

前提 へ の 気付 きの 告 白、「ぶ っ つ け本番」 （p．45）で

「地べ た をは い ず りまわ る視点」（p．53）に よる フ ィ
ー

ル ドワ
ーク論は 、 短時間で 仮説検証的な調査 に走り

がち な、評者 を含む近年の 民族誌家の 実践 に対する

「骨太 フ ィ
ール ドワ

ー
カ
ー

官 言」 に も読める 。

　第 ll部 「暮 ら しの 中 の 文化」 は 、 牧畜、 焼畑 、 狩

猟採集、衣食住 な ど の 多様な暮らしを取 り上 げる 。

第 3 章 「牧畜 に み る ア ジ ア ：生業 ・思考 ・国家」 （シ

ン ジ ル ト）は、内陸 ア ジ ア の 牧 畜民 タ タ ル が対象で

あ る。タ タ ル は、周 囲 の ヨ ーロ ッ パ 人 や ア ジ ア の 農

耕文明に とっ て 自己同定に 必要な否定すべ き 「野蛮

な他者」であ っ た。だが 牧畜民は対他的 に の み に 規

定 され る 単な る 枠組 み な ど で は な く、実存 レベ ル で

の 独 自性 があるとい う。 こ の 「牧畜 の エ ー
トス 」と

い うべ き独 自性は西対東 とい っ た二 項対立 を相対化

しうる もの で あ り、そ の 自然 と 人間の 共存 を 善 と す

る観念 に対 して は、近年 で は 自然保護 の 観点か らも

外部か ら肯定的評価 が 寄 せ られ て い る 。

　第 4 章 「ア ジ ア の 焼畑 」（増野 高司）は、タ イ北

部の焼畑 とそれを取 り巻 く社会環境 の 変容 を考察 し

て い る 。 国際社 会で は、焼畑の 「焼 く」行為 が 注 目

され森林破壊 の 主因 とみ なされ て きた 。 だが 著者い

わ く焼畑 の 特徴は 土 地 の 休閑にあり、そ の機能は地

力の 維持回復に も増 して 植生遷 移 に よ る 雑草 の 抑制

にある。近年で は政府 の 換金作 物栽培奨励や土地政

策、国際的な森林保 護 の 機運 の 中 で 焼畑民 の 生存基

盤が脅か さ れ て い る として 、増野は人間 と 自然 を峻

別 し ない ア ジ ア の 自然観 を餅酌 した自然保護 の あ り

方を提言する 。

　第 5章は 「狩猟採集・漁撈」（小野智香子）で あ る 。

北
一
北東ア ジ ア の 狩猟採集 ・漁撈の複合的な実践 を
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取 り上 げ、それ に密接に関わ る海獣や魚類に つ い て

は、年齢や 形状に応 じ て細分化され た豊富な語彙が

存在す る こ とな どを紹介して い る 。

　第 6章 「衣食住 ： イ ン ドの 事例か ら」 （松川恭子）

は、イ ン ドの 多様な衣 ・食 ・住を、環境的要因と文

化的要因に 注 目して紹介する。たとえば食で は、気

候風土 の 違 い と伝統医学に お ける エ ネル ギーバ ラ ン

ス
、 浄／不浄の 考えとカー

ス ト制度な ど の 諸要素の

組み合わ せ に よ っ て多様性が生 まれ る 。 こ うして イ

ン ドで は自然、神、他の 人 間とを切 り結 ぶ 関係 が、

日常的な衣食住の 関係の 中で具体化され る 。

　第皿部 「変わ りゆ くア ジ ア」は、ア ジ ア の モ ノ、

人 、イ メ ージ の 移動 と流 通、展 開が 主題 で あ る 。 第

7 章 「モ ノ か ら見た ア ジ ア 文化」（角南聡
一

郎）は、

墓標、狛犬、そ して招き猫 や お札 などの 招福 ・僻邪

造形 な ど の モ ノ に着 目し、それ らの 来歴 や ア ジア各

地 で の 形態 や解釈 の 共通性 と差異に つ い て 豊富な事

例を紹介 して い る。

　第 8 章は 「ア ジ ア をつ なぐ親族 ・ネ ッ トワ
ー

ク」

（新井和広）で ある 。 南ア ラ ビ ア の ハ ドラ マ ウ ト地

方 は 産業や農地に乏 しく、余剰人 口 を継続的に排出

す る こ とで 社 会を維持 して きた 。 19世紀以降、東南

ア ジ ア で 増加した、ハ ドラ マ ウ ト出身 の 移民 （ハ ド

ラ ミ
ー
）は、婚姻 を通 して ホ ス ト社 会 と同化 し宗教

的尊敬を浴しなが ら親族関係を軸に ネ ッ トワーク を

広げた。新井は従来ハ ドラ ミーに とっ て移民とは 国

家間で は な く、 世界各地 の 親族や同郷者の 間に形成

さ れ た広範な コ ミ ュ ニ テ ィ 内の 移動で あ る と指摘 し

て 、「越境」「デ ィ ア ス ポ ラ 」を近代的な領域国家成

立以降 の 現象であると歴史化す る 。

　第 9章 「観光が つ な ぐア ジ ア 」 （高 山陽子）は近

年の 中国で 興 隆す る 共産党 ゆ か りの 地 を巡 る 「革命

観 光 （紅色旅 游）」と、そ こ で 販売され る、か つ て

の プ ロ パ ガ ン ダ ・ポ ス ターな どを加工 、商品化 し た

トラ ン プ な ど の 土 産物に 注 目 し、社会 主 義へ の ノ ス

タ ル ジーと 、 近代産業化が 同時進行す る現状 を紹介

し て い る。

　第10章は 「ア ジ ァ の 外部 の ア ジ ア ： ヨ
ーロ ッ パ に

お ける チ ベ ッ ト仏教の ひ ろ が り」（久保田滋 子）で

ある。か つ て チ ベ ッ トは ヨ
ーロ ッ パ 人 に と っ て 「キ

リス ト教 の 及 ばない 野 蛮な地」だ っ たが、大衆小説

の 映画化 などによっ て 「理想郷 シ ャ ン グリラ」の イ

メ
ー

ジが劇 的 に 広 まる。の ちに こ れ が ダ ラ イ ラ マ 亡
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命に よ っ て 難民化した約 8万人の チベ ッ ト僧が欧米

各地 で 受け入 れ られ る素地 となっ た。久保田 は2007

年の ハ ン ブ ル グ で の 仏教の 祭典 「ザ ・ダ ライラマ 」

を子細 に 観察 し た後で 、繰 り返 し発信 さ れ る 、 平

和 、 非暴力 、 人権、環境 、 心身の 健康、伝統保持 の

メ ッ セ ージ が 、 西洋が追求 してや まな い 価値にほか

な らない こ と を看取 して い る 。

　以上各論 考を評者な りに要約した 。 各章の議論の

粗密 に は偏 りがあ る ように 思 え、章題 と本文、序章

の要約との対応 が 読み とりに くい 部分 もあ っ た （第

9 章）。 他方で 、 本書が生態環境、生業、宗教な ど

の 点で多様な地域や民族社 会 とともに、ア ジア の 外

部 に 拡大、流通する ア ジ ア 的要素の 事例も広 く扱う

こ とで ア ジァ を多面的 に捉えようとする点、随所に

現在 の ア ジ ア の 胎動を知る手掛か りを提示 し て い る

点は評価 した い
。 た とえば各章を通読 して気付 くの

は、一方で は グ ロ ーバ ル 化 に反 して 、あ る い は グ

ロ ーバ ル 化す れば こ そ プ レ ゼ ン ス を増す近代国家の

存在で ある。国境 を越 えた人 の 移動は、今 日で は送

り出し受 け入れ双方の 国家の 移民政策や 送金 シ ス テ

ム の 影響を受けずに い られな い
。 現 にイ ン ド洋沿岸

部で の ハ ドラ ミーの移動は、近代領域国家の成立 と

とも に終息 した （第 8 章）。 各国政府の 政策は、「も

の 」を従来 の 歴史的な文脈か ら切 り離 し、新 たな意

味を創出する （第 9 章）。 また多 くの 事例は国家 の

近代化や経済自由化 による生活 の 変化 を伝 えて い た

（第 3 、 4 、 5 、6 章 な ど〉。 他方で い くつ か の 事例

は、国家 を介 さずに 環境保 護、伝統、人権 とい っ た

グ ロ ーバ ル な指針 とロ ーカ ル な実践が 結びつ く、ま

たはそ の萌芽的状況を捉えて い た （第 3 、 4 章）。

　だが序章で掲げられ た 「ア ジ ァ を疑い つ つ ア ジ ァ

を理解する」と い う課 題 へ の 貢献 とい う点 で は 物足

りなさを覚える 。 実の と こ ろ評者 は本書を手 に した

時 に
一種の 緊張感を覚えた。評者の 予測 で は、本書

の 主眼は ア ジ ア な る枠組み の 再考 、
つ まり 「ア ジ ア

を疑 う」こ とに あり、「日本の オ リエ ン ト」 と して

の ア ジ ア 観 の 克服 （第 1 章）と い っ た 問題意識 を 中

核 に 議論が展開さ れ る もの と半ば勝手に 身構え、 勝

手 に 期待 したの だ。

　蓋を 開 け て み る と、た し か に い くつ か の 論考 は ア

ジア とそ うで は な い もの との 問の 、時に緊張 をは ら

ん だ接触域に お け る、ア ジ ア 的枠組み の 可変性 や 拡

大 の 契機 に つ い て 論 じて い た （た とえ ば 第 3 、 10

N 工工
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章）。 だが 少な か らぬ 論考は、「ア ジア を疑 う」プ ロ

セ ス は軽 々 と飛 び 越 えて 、ア ジ ア の
一

部 と して の 対

象社 会 の 様態を、い ささか拍子抜けす る率直さで描

い て い た。こ の 「ア ジ ア を疑 う」 こ とへ の 身構えの

差 は何に 起因する の だろ うか。

　考えて み れ ば、評者が緊張感 と呼 ぶ こ の 感覚は、

日本 が 「H 本 の オ リエ ン ト」 と して ア ジ ア を ま な ざ

し植民地化 した経緯や、同時期 の ア カ デ ミ ズ ム で進

行 した、東洋史 とは別個 に 日本 「国史」 の 分野を成

立 させ た過程、そ して 山 出 が指摘する ように 日本民

族学の成立 と初期の 実践 も こ れと軌を
一

つ に して い

た と い う事実 （第 1 章）、そ こ に ヨ ーロ ッ パ が 自己

と他者 を弁別 してオリエ ン トを生 み 出 し世界 を認識

して い っ た 経緯 を重ね合 わ せ る 時 に覚える、後ろ め

た さ と自省をは らん だ緊張で あ る。こ の 感覚は 評者

もそ うだが 、か つ て 日本が植民地化した東ア ジア や

東南 ア ジ ア の 諸地 域 を研究対 象とす る 場合 に 特 に 身

に つ まされ る類の もの か もし れ ない 、，そ うで あ る な

ら ば 、 本書 の 対象地域 や テ ーマ の 広 範さ を鑑 み れ

ば 、ア ジ ア とい う枠組み を歴 史的に問う時に覚え る

こ の 緊張感 に程度 の 差がある の は無理 か らぬ こ とと

もい える 。 こ の 事実が ア ジ ア の 、 と りわ け 日本 と の

関係性 をめ ぐる 歴 史的経験 の 多様性を再認識 させ て

くれ る の だ。

　だがそれ ゆ え に こ そ翻 っ て 欲 をい えば、こ の 途方

もなく広範 で多様 な範域が、あ る 局面 で は「ア ジ ア 」

な る 名で 呼ば れ捉 え られ て い る と い う事実 に つ い

て 、お そ ら く 「ア ジ ア の 人類学」の 主題 をお い て は

集結 しえなか っ た で あ ろ う多彩な著者らの 間で横断

的か つ 対話的 な議論が なか っ た こ とは惜 しまれ る 。

「ア ジ ア を疑 う」 こ とが、日本 の 植民地化 を経験 し

た 諸地域で と りわけ緊張を喚起す る 問 い な ら ば、そ

うで は な い 諸地域 に おい て、ア ジ ア なる枠組みが今

日い か な る 意味をもち、い かな る 疑 い 方が あ りえ る

の か 、著者たちに尋ねて み た い と こ ろ で あ る 。 今 日

の ア ジ ア諸国 、 諸地域 の 経済成長 や 国際社会 で の プ

レ ゼ ン ス は、植民 地 化 の 歴 史や、オ リ エ ン タ リ ズ ム

的 二 項対立 を過去 の もの に見 せ かけ る の に ト分なほ

どに増強して い る。だが こ れ らの 問題や対立図式は

評者が思 うと こ ろ 、まだ解消 されたわけ で も、きち

ん と乗り越え られ たわけで もな い の だ 。

　だが 上述 の 瑕疵は 、本書を特徴 づ ける、対象社会

の 入 々 の 生 に つ い て の 瑞 々 しい 記述 や 、あ る い は さ

評

らに、失われ ゆ く伝統的生活様式 へ の 郷愁や、西洋

と は異な る ア ジ ア独自の 自然観へ の 素直な賛意 の 表

明 （第 4 章）を完全 に台無 し にする だ ろ うか 。 本書

の い くつ か の 論考に対し て 、他者表象をめ ぐる本質

化や 「差異 の 植民地化」 の 問題、非西洋を称揚する

オ ク シデ ン タリズ ム を指摘す る こ と は容易に 思 い つ

く。 だ が そ の 次 の 瞬間 に は こ ん な疑 問が 浮か ぶ の

だ ， 身近な モ ノ の 来歴 や （第 7 章）、熊肉 ハ ン バ ー

グ の 美味し さ （第 5 章）、思 い が けない 地 で の 日本

の 神話 と よ く似 た 神話 と の 遭遇 （第 2 章）な ど、本

書 は小 さな発見 に満 ちて い た 。 評者 と て 、 「ア ジ ア

を疑 う」 こ とは
一 日．保留 に して 、そ うした発見 に小

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1　 　1 　　1 　　 1　 　N　 　1 　　 へ　　 x

さ く心を躍 らせ た で は な い か 。ア ジ ア を疑 わ ず に
h　 　1 　 　h 　 　1

理 解する こ とは 本当 に不当で 不可能 なの だ ろ うか、

と 。

　眼前 の 対象を、それ 自体見慣れ た 感の ある既存 の

問題枠組 み に は め こ む こ と に 対 して 繰 り返 し逡巡 と

違和感 を覚え る 評者 自身の 姿を少し突き放 して 見た

時 に、気付 い た こ とがあ る 。 か つ て リサ ール の 小説

の 混血 の 主人公イバ ル ラ は、 ヨ
ー

ロ ッ パ 滞在か ら帰

還 した マ ニ ラ で 通 りかか っ た 植物園 に 、ヨ
ーロ ッ パ

の 植物園 の 光景を図 らずも重 ね て しま う ［リサ
ー

ル 1986 ：47］。リサール に な らい 、こ の 「望遠鏡 を

さか さま に 覗 い た よ うに」眼前の もの を当 り前 の も

の と して 体験する こ とが で きな くな る ような、二 重

写 しの ヴ ィ ジ ョ ン を否応な し に 生 み 出すもの を ア ン

ダ
ー

ソ ン は 「比較 の 亡霊」と呼ん だ ［ア ン ダ ー
ソ ン

2005： 3 −4コ。 比較の 亡霊に取 り憑か れ たイバ ル ラ

に 自身を重ね る ア ン ダ
ー

ソ ン に 、評者は さ ら に 自ら

を重ね て い た の だ。

　人類学を実践 して い る と、こ の 比較 の 亡霊 に しば

し ば 出 くわ す。「ア ジ ア とい う枠 組 み を疑 う」 と い

う課題 もまた、忘却の か なたか ら繰 り返 し甦 る亡霊

に似て い る。こ れ に取 り憑かれ て 、眼前 で 起 きて い

る こ とや そ の 記 述 の 面 白み へ の 感受性 を鈍 らせ た く

はない 。 だ がそれ は 、決して 解決済み で はな い 課題

で もあ る 。比 較の 亡霊 は手強 い 。それを克服す るに

は、とこ とん比較 を し続 け る よ りほ か に、今の とこ

ろ 評者 に は方法が思 い 浮 かばな い 。 本書を契機に 、

著者 た ち と 読 者を巻 き込 ん で 、一
元的で は な い はず

の ア ジ ア の 疑い 方 と理解 に 向け た 議論 が さ ら に 展 開

し て い くこ とを期待す る。
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＊

　本 書 は、ア メ リ カ に よ る 核 実験 に 曝 された マ ー

シ ャ ル諸島共和国を フ ィ
ール ドに して 、現地 の 「ふ

つ うの 生活者」 （p．xxi ）の 放射能被害との つ きあい

方を、フ ク シ マ 原発被害後の 世界に向け て 描 い た民

族誌で ある 。 以下 、 各章の 内容を見よう（…は中略。

また 不 明な点は評者が 著者に 問合せ た 点を了 とされ

た い ）。

　「は じめに
一

マ
ーシ ャ ル か らフ ク シ マ へ の 伝言」

で 、著者 は核兵器 開発 に おけ る事故 と原発事故 に お

ける被害は、被害者 の 視点か らは重 なる 状況 を踏 ま

え、両者 を 「被 ば く」 と記す。まさ に そ うした地域

が 、マ
ー

シ ャ ル 諸 島共和国 の 核実験被害 を受 けた ロ

ン ゲ ラ ッ プ共 1司体で あ る。

　1914年か ら日本の 植民地 で あっ た マ ーシ ャ ル諸島

は 、1947年か ら ア メ リ カ に よ る 国連信託統治領 と な

る 。 1954年ア メ リ カ に よ る ビ キ ニ 環礁 の 水爆実験が

行わ れ 、東に 180km 離れ た ロ ン ゲ ラ ッ プ共同体 の

メ ン バ ー86人 が 直接被害 に 遭 い 、実験後 に 移住 した

子孫 と と もに 「放射能避難民」となっ た 。 1986年に

は マ
ーシ ャ ル 共和国 と して 独立 をする も、ア メ リカ

と 自由連合協 定を締結 し、ア メ リ カ か らの 核実験損

害基 金な どの 補 償金 で 国家財 政 を回 して きた 。 現

＊ 九 州 大学 大学 院 人間 環境学 研 究院

　E−mail ： shuuji ＠lit、kytlshu−u 、ac．jp
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在 ロ ン ゲ ラ ッ プ共 同体 の 約 2，000人 が被 害共 同体 と

な っ て い る が、こ の 構 成 員 の 多 くは ロ ン ゲ ラ ッ プ

諸島か ら数百 km 離れ た メ ジ ャ ト島、基地 の イバ イ

島、 首都 マ ジ ュ ロ 、 ア メ リカ な ど に暮らす 。 2004年

か らは新自由連合協定下 で 核実験損害基金は打ち切

られ る も、今 も国家予算 の 6 割が ア メ リカ か ら もた

らされて い る 。

　そ うした中 で リ
ー

ダ
ー

層 （村長、国会議員、村 会

議員、土地管理者）で は な く、ふ つ うの 生活者を対

象に、第
一

は 「ア メ リ カ の核実験に よ っ て受けた ロ

ン ゲ ラ ッ プ共同体の そ の 後の 著 しい 混乱を、ア メ リ

カ の 問題 と して 描 き」（pp．xv
−
xvi ）、 第二 は 「共 同

体が、それで も生活圏 を再生 しようと
…

補償金要求

とは異な る、別の 論理 で コ ミ ュ ニ テ ィ を再建する 」

（p．xvi ）力を描 くの が 本書の 目的で ある 。

　「第
一

章　安全 保障の 不平等性」で は放射能被害

を追う。 1954年 3 月朝、広島の 原爆 の
一

千倍 の 水爆

ブ ラ ボ
ー

が ビ キ ニ 環礁 に投 下 。 「七色に光 る異様 な

空 を眺め…しば らくす る と爆音 …す さまじい 爆風 」

（p．2 ）。 「夕刻に な る と子供たちを中心 に して 下 痢、

吐 き気、頭痛とい っ た苦痛を訴え…翌 日 に な る と、

食欲不振、眩暈、嘔吐、下痢 を起 こ し た」（p．3 ）。

だが被ば く者へ の治療は なかっ た一方 「検査は徹底

し て行わ れ た 。 軍事基地 に収容され た 直後に、ア メ

リ カ原子力委員会 と 国防省 の 合同医療 チ ー
ム が ア メ

リカ 本土か ら派遣 され、被ば く者か ら血液 と尿 の 採

取」 （p．7 ）。 3 ヶ 月後人び とは無人島 に 移 された。

　実験か ら 3 年後、こ の 原子力委員会 は一
部表土 を

入れ替 え、実質上 の 安全 宣言 を出 し帰島を促す。こ

う し て 1957年251名 が 帰 島 した が 、残留放射能 に よ

る 内部被ば くで、体調不良は10年近 く続 い た。こ う

して 1960年被ば く者と子孫で信託統治領政府高等裁

判所 に 提 訴。 領外 へ の 司法権 は な く却下 され る も

1966年ア メ リカ か ら見舞金が支払 わ れ 、 人 び と は経

済的 に は 豊か に な っ た 。 こ うした背景 に は ア メ リ

カ の 国家安 全保 障 の 歴 史があ っ た 。 第 二 次世界大

戦後、核 実 験場 に ビ キ ニ 環礁 が 決 まる と、1946年

居 住者 は他 の 環礁 に 強 制移住 され 「さなが ら核実

験 シ ョ
ー」（p．18）の よ うに行わ れ た 。

こ うし て ミ

ク ロ ネ シ ア を軍事利用可能な国連信託統治領 と し、

1954年に投下 さ れ た水爆が ブ ラ ボ ーで あっ た 。 1980

年マ ーシ ャ ル は ア メ リ カ と自由連合協定の 仮調 印を

行 っ た が 、 こ れ は 「引 き続 き軍事的 に利用す るが、
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