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世界はいまグローバル化の時代にあると言われています。しかし，グローバル化は
最近はじまったことではありません。16世紀の大航海・大移動・大交易のころから，

地球世界は地域ごとに分業化し，世界システムとして統合されてきました。教科書で「世
界の一体化」と言っているのはこれです。地球はあたかも一つの身体のように動き反応
するようになるけれども，頭と手と内臓と足は，それぞれ働きを分担して，パーツとし
ての特徴をはっきりさせているのです。本書では第 I部で各パーツたる各地域世界の特
質を，宗教・政治・文化を有機的な関連に注目しながら述べ，第 II 部で帝国主義時代
以後，今日にいたる現代社会の特徴をふまえて，植民地，世界戦争，高度の科学技術，
民主主義の展開を述べます。世界史は，21世紀をになう次世代の日本人の常識をつくる
重要な科目です。『現代の世界史』は，それにふさわしい教科書として制作しました。

近藤和彦
 （こんどう　かずひこ）

東京大学名誉教授
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改訂版

   配列を改良， 
図版も充実した
改訂版

1 地理導入編
世界の各地域の自然環境，伝統衣装，農業，食生活，宗
教などの特徴を，それぞれ１分程度で紹介する「地理
導入編」。導入・展開・まとめのどの授業場面でも活用
でき，生徒の興味・関心を引き出します。

【監修】海上尚美，近江屋篤史，吉岡大輔

●東アジア 項目Ｎｏ.１～１６
　（黄河の風景，長江の風景，漢民族の伝統衣装，中華料理，仏教，儒教，万里の長城　ほか）

●内陸アジア 項目Ｎｏ.１７～２１
　（モンゴル高原，ゴビ砂漠，タクラマカン砂漠，遊牧騎馬民族の生活，アニミズム　ほか）

●南アジア 項目Ｎｏ.２２～３９
　（インダス川，ガンジス川，IT産業，カレー，ヒンドゥー教，仏教，モェンジョ=ダーロ　ほか）

●東南アジア 項目Ｎｏ.４０～５１
　（チャオプラヤー川，モンスーンの雨季と乾季，東南アジアの民族衣装，托鉢の僧　ほか）

●西アジア 項目Ｎｏ.５２～６３
　（閉鎖的な砂漠地帯，ナイル川，キャラバンサライ，イスラーム教，ユダヤ教，三大ピラミッド　ほか）

●ヨーロッパ 項目Ｎｏ.６４～７４
　（地中海，ライン川，ドナウ川，アルプス山脈，カトリック，プロテスタント，ギリシア正教　ほか）

主な収録内容

授業で使える
世界史映像集
映像でみる諸地域世界／映像でみる近代・現代（A・B共用）
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地理導入編1【おことわり】●このビデオグラムの映像は標準画質で収録されており、ハイビジョン画質ではありません。
●このビデオグラムは、教育機関における授業等で視聴することを目的に販売が許諾されており、そのすべての権利は著作権者に留保されています。これを複製
すること、公衆送信（有線・無線の放送含む）、公開上映することはできません。●ご使用になるプレーヤーにより、操作が若干異なる場合があります。詳しくはプ
レーヤーの取扱説明書をご参照ください。【取り扱いおよび保管上のご注意】●ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズ等をつけないように取り扱ってください。
●ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用
しないでください。●ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵をかいたり、シール等を貼付したりしないでください。●ひび割れや変形、ま

たは接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないでください。●直射日光のあたる場所、高温・
多湿な場所での使用、保管は避けてください。●ご使用後、ディスクは必ずプレーヤーから取り出し、専用のケー
スに入れて保管してください。●プラスチックケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破
損し、ケガをすることがあります。

111分21914A 片面二層 COLOR STEREO MPEG-2 複製不能

レンタル禁止
DVDビデオは、映像と音声を高密度に
記録したディスクです。DVDビデオ対応の
プレーヤーで再生してください。

鑑賞上の注意：ご視聴の際は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面より離れてご覧ください。

2017 NHK ENTERPRISES©
￥18,000（本体）＋税

2017.2.28 MADE IN JAPAN Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

価格： 本体価格 18,000円  + 税

発　行 ：　　　　　　　
企画・販売元 ： 山川出版社 〒101-0047　東京都千代田区内神田1-13-13　 TEL : 03-3293-8131   FAX : 03-3292-6469

山川出版社インターネットホームページ　http://www.yamakawa.co.jp
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配列を改良し，歴史の流れを 
よりわかりやすく！
・旧版第2～4章を見直して二つの章に統合
・近現代の日本史に関する記述の配列を改良

さらに充実した本文記述！
・序章「人類の歴史の始まり」を新設
・ 旧版第７章を「第Ⅱ部導入」として 
コンパクトに改良

大きく見やすい図版
・ 写真特集「ルネサンス」の「モナ＝リザ」 
など，図版を新規追加
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技術史を扱う歴史コラム。理系学習にも最適！

旧版の第7章を改め，
第Ⅱ部全体の「導入」
としました

人類史を扱う序章を新設しました。

時
代
を
象
徴
す
る
テ
ー
マ
を
詳
し
く
解
説

配列を改良！
旧版第2～4章の配列を見直し，
二つの章にまとめて，アジアの
繁栄を学んでから大航海時代と
近世のヨーロッパの学習へとつ
なげる流れにしました。

ルネサンス期の美術作品をまと
めた特別ページです。

身近な視点から歴史を学べる1ページコラム

配列を見直し
ました。

詳
し
い
シ
ラ
バ
ス
案
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。



8 序章　人類の歴史の始まり
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● 人類の誕生
　地球上に生命が誕生したのは，約40億年前

のことといわれる。直
ちょく

立
りつ

二
に

足
そく

歩行を特徴とす

る人類は，今から約700万年前に，類
るい

人
じん

猿
えん

か

らわかれてアフリカに出現したと考えられて

いる。この最初の人類は猿
えん

人
じん

と呼ばれるが，

その後，人類は何回も枝わかれして進化し，

そのうち，20万年ほど前にアフリカにあらわ

れた新
しん

人
じん

が生き残って全世界に広がった。こ

の新人が，現在のわれわれ人類が属する現
げん

生
せい

人類（ホモ =サピエンス。「知恵ある人」の意

味）の始まりである。

　猿人から新人への進化の過程では，打
だ

製
せい

石
せっ

器
き

などの道具がもちいられ（旧石器時代），火

の使用も始まった。また，言語の発生ととも

に，死者を埋
まい

葬
そう

するなどの精神文化もうまれ

てきた。

● 農耕・牧畜の開始
　約 1万年前に氷

ひょう

期
き

が終わると，気候の温暖

化に適応して農耕や牧
ぼく

畜
ちく

が始まった。野生の

植物・動物をとってくらしていたそれまでの

生活と異なり，人類は自然に働きかけて食料

を生産するようになり，磨
ま

製
せい

石器や土器，織
おり

物
もの

の作製など，技術も向上した（新石器時代）。

　最初に麦の栽培やヤギ・羊
ひつじ

などの飼育がお

こなわれた西アジアでは，約7000年前に灌
かん

漑
がい

農業も始まった。生産力が高まり，人口が増

えると，集落は都市へと成長し，多数の人々

を統
とう

治
ち

する国家が成立した。政治や祭
さい

祀
し

の記

録を残すための文字や，武器・祭器としての

金属器の技術がうまれ，国家の統治を支えた。

西アジアに続き，インドや中国，さらにやや

おくれてアメリカ大陸でもこのような農業文

明が成立した。

人類の歴史の始まり序章

ラスコーの洞
どう

穴
けつ

絵画　ラスコーはフランス西南部にある旧石器時代末期の洞穴遺跡で，
1940年に発見された。その壁

へき

面
めん

や天
てん

井
じょう

には，牛・馬・鹿などが，たくみに描かれている。

猿人

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス

ホ
モ

=

ハ
ビ
リ
ス

ジ
ャ
ワ
原
人

北
京
原
人 周

口
店
上
洞
人

じ
ょ
う
ど
う
じ
ん

ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人

原人
旧人

新人

金属器
時代

新石器時代中石器時代
旧石器時代考　古

年　代

5千1万4万20万50万170万400万 240万700万年前実年代

打製石器 磨製石器
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ミュンスターの世界地図
（16世紀，ドイツ）

今から数千年前に地球上にうまれてきた諸文明は，長い
時間をかけて交流を深めてきた。今日のように，多様な
文化が共存しながら深く結びついた世界は，どのように
してつくられてきたのであろうか。第Ⅰ部では，まず古
代以来形づくられてきた諸地域世界の社会や文化の特質
をみる。そのうえで，16世紀以降，大陸間の交流が活
発化してから19世紀に欧米優位の世界構造が成立する
までの「世界の一体化」の過程を概観する。

一体化する
世界

 6000頃 黄河・長江流域で農耕開始
 3000頃 エジプトに統一国家成立
 2700頃 メソポタミアに都市国家成立
 2600頃 インダス文明
 8世紀 ギリシアでポリス成立
 317頃 マウリヤ朝成立
 221 秦，中国を統一

 2世紀初 ローマ帝国の領土最大となる
 224 ササン朝建国
 4世紀 ヤマト政権による統一
 4世紀頃 マヤ文明栄える（～9世紀）
 395 ローマ帝国，東西に分裂
 481 フランク王国成立
 618 唐建国
 960 宋建国

 1206 モンゴル帝国建国
 1300頃 オスマン帝国成立
 1348 西アジア・ヨーロッパで
  ペスト大流行（～49）
 1368 明建国
 15世紀 イタリア゠ルネサンス最盛期
 1492 コロンブス，アメリカに到達
 1501 サファヴィー朝成立
 1517 宗教改革開始
 1526 ムガル帝国成立
 1616 後金（清）建国
 1688 イギリスで名誉革命
 18世紀 イギリス産業革命開始
 1776 アメリカ独立宣言
 1789 フランス革命開始
 1840 アヘン戦争（～42）
 1868 明治維新

前5000

紀元
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52 第3章　世界の一体化とヨーロッパ 1.　16世紀の西ヨーロッパ

世界の一体化とヨーロッパ
15世紀から16世紀にかけて，ユーラシア大陸の東西のあいだで海を介

した交流が活発化し，この関係にアメリカ大陸・アフリカ大陸も組み

込まれた。大航海・大交
こう

易
えき

・大移動の時代と呼ばれるが，これにとも

ない各地の内部も変化をこうむり，世界の一体化がすすんだ。そのき

っかけは，活発な経済活動のおこなわれていたアジアの富を求めて，

海外に進出したヨーロッパ人の動きであった。ユーラシアの交流の舞

台は，それ以前の内陸の草原地帯から海域へと移行した。

　ヨーロッパ人が大航海と植民に乗り出した頃，ヨーロッパ内部でも

社会全体が活性化し，ルネサンスと宗教改革が始まっていた。中世が

終わり，近世が始まる。

　ところが，17世紀にはヨーロッパは寒冷化して各地で凶
きょう

作
さく

が続き，

疫
えき

病
びょう

がはやり，社会は停
てい

滞
たい

し，政治は混乱した。スペイン・ポルトガ

ルの財政破
は

綻
たん

と衰退，ドイツの三十年戦争，フランスのフロンドの乱，

イギリスの革命，ロシアの反乱などはその現れである。

　こうした危機への対応は，ヨーロッパの西と東で異なった。オラン

ダ・フランス・イギリスの西欧３国が積極的に海外に進出したのに対

し，東欧では領
りょう

主
しゅ

制
せい

や専
せん

制
せい

権力の強化に向かった。そして西欧が東欧

と大西洋海域を取り込む形で，西半球は一体化した。

　本章では，15世紀から18世紀までのヨーロッパの歴史を扱う。

▶

第3章

「発見のモニュメント」　ポル
トガルのリスボンにたつ「大
航海時代」を記念した20世紀
の碑

ひ

。舳
へ

先
さき

で大西洋のかなた
を望むのは，探検事業を推進
したエンリケ航海王子。

▶ 近世
	 ヨーロッパ史では15世
紀末から18世紀末まで
の時代を，中世と区別
して近世と呼ぶ。ヨー
ロッパは約300年かけて，
豊かなアジアから学び，
成長した。
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　　　　　　　　　中世ヨーロッパにおける経済の中心は地中海沿岸

にあり，その担
にな

い手
て

はイタリア商人であった。な

かでもヴェネツィアはオスマン帝国と結んで東方の物産を得て，東地

中海で繁栄していた。これと対抗して，ジェノヴァの商人はアジアへ

といたる新しい通商路を求めていた。一方，国
レ コ ン キ ス タ

土再征服がほぼ終わっ

たイベリア半島では，王や貴族はキリスト教の布
ふ

教
きょう

熱に燃えていた。

ルネサンス期には天文学・地理学が発達し，帆
はん

船
せん

・羅
ら

針
しん

盤
ばん

・火
か

砲
ほう

も実

用化していた。

　すでにインド洋にはムスリムによる盛んな通商活動があった。こう

したときにさまざまな要素が複合して，ヨーロッパ人が豊かなアジア

をめざし，大航海・大交易・大移動の時代となるのである。とりわけ

ヨーロッパの新
しん

興
こう

諸国のうち，ポルトガルとスペインは，競いながら

大西洋を南へ，あるいは西へと大航海に乗り

出し，広大な植民地帝国をうちたてた。つい

でオランダ・イギリス・フランスも，冒険商

人を先頭にそれぞれ海外へ進出した。このよ

うに東西がともに繁栄し，交
こう

渉
しょう

のすすんだ15

世紀から17世紀までを「大航海時代」という。

　ポルトガル人はアフリカ西海岸を南進して，

1488年にアフリカ南端の喜
き

望
ぼう

峰
ほう

に達した。

1498年にはヴァスコ =ダ =ガマの船隊がイン

ドの海岸に到着し，香
こう

辛
しん

料
りょう

・宝石などを翌年，

大航海と世界の一体化の始まり1

大航海時代

 →p.48

 →p.31

 →p.58

▶

1469頃～1524

ヨーロッパ人による航海と探検

赤道

テノチティトラン

キト
クスコ

パロス

リスボン

マリンディ

モンバサ

ソファラ

喜望峰

カリカット
ゴア

マラッカ アンボイナ

フィリピン

モルッカ諸島
（香料諸島）

インド洋

大西洋

カリブ海

太　平　洋

太　平　洋

ブラジル

モスクワ大公国

明
ムガル帝国

オスマン帝国

インカ帝国

アステカ王国

日本

マゼラン海峡

ヴェルデ諸島

南極

ディアス（1487～88年）
コロンブス第１回（1492～93年）
ガマ（1497～99年）
マゼランの船隊
（1519～22年）

トルデシリャス条約分界線（1494年）
ヴェルデ諸島の西方約1800kmより東側
をポルトガル領、西側をスペイン領とし
た大西洋の植民地分割協定。

ヴァスコ =ダ =ガマ　1497年，
リスボン港を出発した彼の船隊
は喜望峰をまわり，東アフリカ
からアラブ人の水先案内人によ
り，1498年にインド西海岸の
カリカット，続いてゴアに到達
した。

コロンブス・ガマ・マゼランの３人は，
なにをめざして，どのような航海を
したのだろうか。

!

先住民と出会うコロンブス　コ
ロンブス一

いっ

行
こう

は盛装して武器を
もち，裸の住民は無防備に宝物
を差し出し歓迎している。左で
はキリスト教のシンボルである
十
じゅう

字
じ

架
か

がたてられている。文明
と信仰を自負するヨーロッパ人
による絵。

▶ 冒険商人
	 危険な航海に乗り出し，
大きな利益を得た商人た
ち。やがて組合を結成し，
王の認可を受けるように
なった。
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〈改訂版〉

旧版第2～4章の配列を見
直し，二つの章にまとめ
て，アジアの繁栄を学ん
でから大航海時代と近世
のヨーロッパの学習へと
つなげる流れにしました。

地図・図版を読み解くヒントとなる「問いかけ」（解答
例は教授資料授業実践編に掲載）
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になった。

　東西の一体化をうながしたものは

香
こう

辛
しん

料
りょう

と銀であった。その一体化と

は，結局のところ，アメリカ大陸に

おいては古代文明の滅亡，ヨーロッ

パへの従
じゅう

属
ぞく

にほかならなかった。他

方のアジアでは，ヨーロッパ人はす

でに存在した通商圏へのあとからの

参入者にすぎず，相互に独自性が保

たれていた。アジアはヨーロッパよ

りはるかに豊かで，統
とう

治
ち

制度もしっ

かりしていたからである。こうした

アジアから，近世のヨーロッパは，

貪
どん

欲
よく

に学ぼうとした。

　　　　　　　　　ヨーロッパ人が大航海と植民に乗り出した頃，ヨ

ーロッパの内部でも社会が活性化し，ルネサンス

と宗教改革が進行していた。

　ルネサンスとは，古代の再生・復
ふっ

興
こう

という意味である。中世のキリ

スト教文化のなかで忘れられていたギリシア・ローマの古典を学び直

し，人間精神を解放する思想を人
じん

文
ぶん

主義（ヒューマニズム）という。ル

ネサンスはこの人文主義をよりどころに，中世のキリスト教会の権
けん

威
い

よりも合理性を優先し，人生を肯定していく文化運動であり，文学・

思想・美術・建築・科学・政治などあらゆる領域におよんだ。教
きょう

皇
こう

・

国王・貴族・大商人たちは，それぞれ威
い

信
しん

をかけてこの運動を後援し

た。

　ルネサンスは中世の終わりに，地中海交
こう

易
えき

の中心にあって繁栄した

イタリアの都市で始まった。とりわけ商工業・金融の栄えたフィレン

ツェが，15～16世紀にルネサンスの中心となった。レオナルド =ダ =

ヴィンチ・ミケランジェロ・ラファエロなどが活躍し，中世とはちがう

技法で美しく明快な作品をつぎつぎに発表して，支持された。また

『君
くん

主
しゅ

論
ろん

』を著したマキァヴェリは，教会の教えから解放された近代

16世紀の西ヨーロッパ2

ルネサンス

 →p.58図 1452～1519

1475～1564 1483～1520

1469～1527

大 航海時代にアメリカ大陸や日本で産出された銀は，交易を促
進し，世界各地を経済的に結びつける役割をはたした。とく

にスペインがメキシコ・ペルーで鋳
ちゅう

造
ぞう

した銀貨は，ヨーロッパやア
ジアに大量に流入し，広く流通した。銀が流入すると，それだけ国
内経済も刺激を受けて活発になる。そのためヨーロッパ諸国は重

じゅう

商
しょう

主義政策→p.62をとり，貿易収支を黒字にして銀を獲得することをめ
ざし，激しく競争した。
　なお19世紀になると，イギリスをはじめとして多くの列

れっ

強
きょう

が銀の
かわりに金を基準とする金本位制に移行し，さらに20世紀半ばから，
政府が通貨の発行量を管理する管理通貨制度が採用されるようにな
ったので，今日では，金・銀の流出入によって国内経済に直接の影
響がおよぶことはなくなっている。
　現在アメリカ合衆国などで使われているドル，中南米諸国のペソ，
日本の円，中国の元

げん

（中国語の発音は円と同じ），韓国のウォンとい
った貨

か

幣
へい

単位は，もともとスペインがアメリカ大陸で鋳造して流通
した円形の銀貨の呼称に由

ゆ

来
らい

している。このことから，近世の銀流
通が近代の貨幣制度の成立の背景にあることがうかがえるであろう。

近世の銀流通

ラファエロ「美しき庭師（聖母
子と聖ヨハネ）」　田園風景のな
かに描かれた，イエスと聖母マ
リアが見つめあう。
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2. 16世紀の西ヨーロッパ　57

中世末のイタリアやネーデルラントでは，商工業が栄えたう
えに，ビザンツ帝国やイスラーム世界に伝わっていた，古

代の知識や美術が再発見された。古代の再生・復興としてのルネ
サンスは，15世紀に本格化し，戦争・政治・経済・思想のあり方
も変
へん

貌
ぼう

した。やがて世界史の画
かっ

期
き

としての16世紀が始まるのである。

ルネサンス

聖
サン

ピエトロ大聖堂（右）　ヴァチカンに
あるローマ教皇庁のカトリック総本山。
イタリア =ルネサンスの代表的建築で，
最初ブラマンテが設計し，ミケランジ
ェロが規模を縮小して施

せ

工
こう

した。

ボッティチェリ「ヴィーナスの誕生」（下）　
美の女

め

神
がみ

の誕生という神話のテーマを借
りて，女性の身体の美を理想化して描い
た絵画。古代の再生により，中世の倫

りん

理
り

観
かん

をこえる，ルネサンス美術の代表作と
いえる。

ブリューゲル「農民の踊り」（右）　中世
末からネーデルラントには北西ヨーロッ
パの富が集中し，人々はそれなりに楽し
い生活を享

きょう

受
じゅ

した。ブリューゲルは民衆
の生活をいきいきと描いている。

モナ =リザ（左）　ダ =ヴィンチは美
術・建築・物理学・医学，そして工兵
も手がけた万能の天才だった。彼はフ
ランス王にまねかれて，16世紀初め
にフランスに移るが，この不思議な笑
みを浮かべる「モナ =リザ」を，死ぬ
まで手放さなかった。

ミケランジェロ「ダヴィデ
像」　『旧約聖書』に伝えられ
る古代イスラエルの王のテー
マを借りて，男性の身体の美
を理想化して表現した彫刻。
古代を模範としながら，それ
をこえようとするミケランジ
ェロの自信作。5.17ｍ。
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ルネサンス期の美術作品を
簡潔にまとめた特別ページ

明快な本文記述

各時代を象徴するテーマ
をとりあげ，詳しく解説
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　　　　　　　　　イスラーム世界やインド・中国の豊かさ，その統
とう

治
ち

のしかたや美術は，ルネサンス以後のヨーロッ

パ人の関心をひいた。イエズス会などの宣
せん

教
きょう

師
し

の報告書が，アジア・

中南米の文物を伝え，啓
けい

蒙
もう

思想家たち❹は，その想像力を大いに刺激

された。博物学❺が盛んになったのも，この頃である。啓蒙とは，理

性の光に照らして世界を見直し，旧
きゅう

来
らい

の権
けん

威
い

や偏
へん

見
けん

を批判した思想で

あり，総合科学である。啓蒙は17世紀後半に始まり，18世紀には大西

洋に面したヨーロッパと北アメリカの都市に広まり，自由な考えや政

策批判，そして改革をうながした。

　デカルトの合理主義はフランス人の，ベーコンの経験主義はイギリ

ス人の考え方の基礎となった。ニュートンなどによる科学革命❻の影

響は広くおよび，実用的な技術の開発がすすんだ。イギリスでロック

が説いた社会契約，フランスでルソーのとなえた人民主権は，ともに

アメリカ独立革命・フランス革命の理論的よりどころとなった。また，

アダム = スミスは『諸国民の富』（『国
こく

富
ふ

論
ろん

』）を著し，重
じゅう

商
しょう

主義の管理

経済に反対して自由放任をとなえ，古典派経済学の祖とされる。18世

紀後半にフランスで出版された『百科全書』は，当時の先端科学から

アジア情報までを総合したもので，啓蒙の集
しゅう

大
たい

成
せい

といえる。

　この頃の西欧では，民衆にも読み書き能力が広まり，出版業が栄え，

安
あん

価
か

な本を行商人が売り歩いた。ニュース・評論や物語をのせる新

聞・雑誌の刊行も始まり，朗
ろう

読
どく

やまわし読みによって知識は普
ふ

及
きゅう

した。

啓蒙の世紀

 →p. 60

1596～1650 1561～1626

1642～1727

1632～1704

▶ 1712～78

 →p.76  →p.78

1723～90 1776  →p.62

1751～72

ロック　君
くん

主
しゅ

が人民の生ま
れながらの権利をおかした
場合は，人民の側に契約を
解消する権利があるとして，
アメリカ独立革命やフラン
ス革命に大きな影響をおよ
ぼした。

ルソー　『人間不平等起源
論』『社会契約論』などの
著作で人民主権を論じた。

『百科全書』　ディドロとダラン
ベールが編集した『百科全書』
は，啓蒙の時代の知識・学問・
工芸を集大成した出版である。

▶ 社会契約
政治権力は元

がん

来
らい

自由で平等
な個人の契約によって成り
立つという考え方で，専

せん

制
せい

に反対する理論として広ま
った。

❻ 17世紀にガリレイ・ニュー
トン・ボイル（1626～91）らが，
実験によって近代科学の基
礎を定めた。これを科学革
命という。

❹ ヴォルテールやモンテスキ
ュー（1689～1755）は，イギリ
スの立

りっ

憲
けん

君主政やアジアの
文物を紹介しながら，フラ
ンスの絶対王政を批判した。

❺ 博物学者リンネ（1707～78）は，
植物・動物の分類のために
二名法を普及させた。また
18世紀後半には，ロンドン
に大英博物館や王立植物園
が，パリにルーヴル美術館
ができた。

ニュートン　万
ばん

有
ゆう

引
いん

力
りょく

の法
則を発見し，物理学と数学
を結合した。光学の基礎を
すえたのも彼である。
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師
し
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来
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威
い
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見
けん
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5

18世紀のロンドンやパリは人口数十万の大都市に成長し，公共施設と

娯
ご

楽
らく

が発達していた。人々は喫茶店や居酒屋で語らい，祭りや処

刑❻・スポーツ・芝居などのレジャーを楽しんだ。やがて到来する革

命の時代の前夜に，身分制にとらわれない考えや生活が広まっていた。

　こうして啓蒙の世紀，18世紀の終わりには，本格的な近代が，北大

西洋をはさむ西欧と北アメリカにおいて開始するのであった。

 →p.73

クローズアップ 技 術

ガリレイなどによって始まった17世紀の「科学革命」であるが，観察と実験によ
って明らかにされた事実の法則性を，物理学と数学をもちいて説明できるように
したのは，ニュートンである。万有引力の法則や微

び

積
せき

分
ぶん

法
ほう

などにより，科学革命
は完成した。
　ニュートンは科学者の学会，王立協会の会長に就任したが，国会議員でもあり，
造
ぞう

幣
へい

局
きょく

長官でもあった。その彼が生涯，取り組んでいたのは，神学と錬
れん

金
きん

術
じゅつ

であ
った。中世の人々は水銀や鉛

なまり

などに熱を加えたり，化学反応をおこしたりして，
金や銀などにかえようとしていた。多くの人が錬金術は中世の魔術・迷

めい

信
しん

だとし
て否定するようになった啓蒙の18世紀にも，ニュートンは錬金術をあきらめるこ
となく，晩年まで実験を続けたので，死後の頭髪からは大量の水銀が検出されて
いる。最初の物理学者・数学者ニュートンは，最後の錬金術師でもあった。

天才ニュートンと 
錬金術

実験室の錬金術師

コーヒーハウス　17世紀後半，イ
ギリスの都市，とくにロンドンには
多くのコーヒーハウス（喫茶店）がう
まれた。新聞・雑誌をそろえたコー
ヒーハウスは，市民の情報センター
であり，朗読会や政党の会合，また
保険の契約までおこなわれた。

❻ 近世ヨーロッパでは犯罪人
の処刑は公開でおこなわれ
た。厳

げん

粛
しゅく

な死でありながら
見
み

世
せ

物
もの

であり，スリルと興
奮を求めて老

ろう

若
にゃく

男
なん

女
にょ

が集ま
った。
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世界史Bにもつながる丁寧な解説
当時の社会といった視点に
ついても触れています。

現代世界にとって重要
な要素である“科学”に
関するコラムを掲載

図版も大きく 
さらに充実！
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横浜市の港に近い一角を占める中華街には中
国各地の特色ある料理の店や中国食材の店

がたちならび，横浜市内外から訪れる人々でにぎ
わっている。日本の開国にともない，それまでは
ふつうの漁村にすぎなかった横浜に港が建設され，
開港されたのは1859年のことである。港の近く
に設定された外国人居

きょ

留
りゅう

地
ち

には，欧米人の商人の
ほかに中国人の商人や職人が多数集まり住むよう
になった。中国人の多い地区には，中国人の信仰
を集める関

かん

帝
てい

廟
びょう

や，中国人の子どもたちのための
学校も建てられ，辛

しん

亥
がい

革命前の時期には孫
そん

文
ぶん

など
の革命派を支援する運動もおこなわれた。第二次
世界大戦後には，この地区は中国料理中心の飲食
店街として発展し，日本最大のチャイナタウンと
なった。
　中国語の看板がならび，中国語がとびかう華

か

人
じん

（中国系の人々）のコミュニティは世界のさまざま
な地域にみられる。人口の４分の３を華人が占め

るシンガポールをはじめとして，東南アジア諸国
には2000万人をこえる華人が住んでおり，アメ
リカ合衆国・カナダ・ヨーロッパや南アメリカの
都市にもチャイナタウンが存在する。
　華人社会の形成には，いくつかの段階がある。
16世紀から19世紀初めまで，貿易の発展にとも
ない，商人を中心として東南アジア各地に移住し
ていった時代。19世紀半ばから20世紀前半まで，
中国人がプランテーションなどの安い労働力とし
て世界各地に出

で

稼
かせ

ぎに行った時代。そして20世
紀半ば以降，東南アジア諸地域におけるナショナ
リズムの進展とともに，華人の現地定着がすすん
でいった時代。さらに21世紀にはいった今日では，
中国の改革・開放政策のもとで中国人の海外移住
はあらたな活発化をみせている。勤勉さと団結力
で経済的成功をおさめた華人も多く，彼らは国際
貿易のみならず現地の商工業においても，大きな
役割をはたしてきたのである。

現在へつながる歴史 

世界の中華街

5

アメリカにおける中国人排
はい

斥
せき

　アメリカ合衆国では，
とくに奴

ど

隷
れい

貿易が廃止された19世紀以降，安
あん

価
か

な労
働力として多くの中国人移

い

民
みん

が移住したが，彼らが白
人の仕事を奪うとして，差別・排

はい

斥
せき

運動も高まった。
図は1870年頃にアメリカで描かれた戯

ぎ

画
が

。

横浜の中華街の関帝廟
中国各地には，後

ご

漢
かん

の
武将関

かん

羽
う

を神としてま
つった関帝廟が多数あ
る。信義を重んじる商
売の守り神として，と
くに商人にあつく信仰
されている。

東南アジアの華人たち　クアラルンプール（マレーシア）の道
どう

教
きょう

の廟で新年の準備をする華人たち。海外に住む中国系の人々は，
以前は華

か

僑
きょう

（「僑」とは仮住まいの意味）と呼ばれることが多か
ったが，現地の国籍をとって代々定住する人が増えた今日では，
華人ということばが一般的になった。
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には2000万人をこえる華人が住んでおり，アメ
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都市にもチャイナタウンが存在する。
　華人社会の形成には，いくつかの段階がある。
16世紀から19世紀初めまで，貿易の発展にとも
ない，商人を中心として東南アジア各地に移住し
ていった時代。19世紀半ばから20世紀前半まで，
中国人がプランテーションなどの安い労働力とし
て世界各地に出
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ぎに行った時代。そして20世
紀半ば以降，東南アジア諸地域におけるナショナ
リズムの進展とともに，華人の現地定着がすすん
でいった時代。さらに21世紀にはいった今日では，
中国の改革・開放政策のもとで中国人の海外移住
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図は1870年頃にアメリカで描かれた戯

ぎ

画
が

。

横浜の中華街の関帝廟
中国各地には，後

ご

漢
かん

の
武将関

かん

羽
う

を神としてま
つった関帝廟が多数あ
る。信義を重んじる商
売の守り神として，と
くに商人にあつく信仰
されている。

東南アジアの華人たち　クアラルンプール（マレーシア）の道
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教
きょう

の廟で新年の準備をする華人たち。海外に住む中国系の人々は，
以前は華

か

僑
きょう

（「僑」とは仮住まいの意味）と呼ばれることが多か
ったが，現地の国籍をとって代々定住する人が増えた今日では，
華人ということばが一般的になった。
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武力による圧迫で朝鮮を開国させたの

は日本であった。日本は江
こう

華
か

島
とう

での衝

突事件（1875年）を機に軍
ぐん

艦
かん

を派
は

遣
けん

して

朝鮮にせまり，1876年，日
にっ

朝
ちょう

修
しゅう

好
こう

条
じょう

規
き

（江華条約）を結んで，釜
プ

山
サン

などを開港

させた。この条約は欧米諸国が日本と

結んだのと同様，領事裁判権などを含

む不平等な条約であった。

　　　　　　　　　　　　　　　 

 

倒
とう

幕
ばく

運動を担った下級武士たちは，明
めい

治
じ

維
い

新
しん

後，政府の官僚として，天皇の

権
けん

威
い

のもとに，欧米にならった近代化を急速におしすすめた。明治政

府は，従来の藩
はん

を廃止し，武士の特権を返還させるとともに，徴
ちょう

兵
へい

制

度の導入や地
ち

租
そ

改正❷をおこなって，権力を政府に集中し，強力な近

代国家の建設をめざした❸。政府のなかでは，一部の藩の出身者が世
よ

論
ろん

を無視して政策を強行する専
せん

制
せい

的
てき

な傾向が強まったため，これに反

対して士
し

族
ぞく

や農民のあいだで自由民
みん

権
けん

運動がおこった。しかし，政府

は一方で対外拡張によって国内の不満をそらすとともに，他方では，

憲法の制定，国会の開設など自由民権運動の要求を実行して，反政府

の動きをおさえつつ国家の基礎を固めていった。

日本の近代化と東アジア
江華島事件　日本の軍隊が朝鮮水域で挑

ちょう

発
はつ

的
てき

な行動をおこなったため，朝鮮側
は江華島の砲台からこれを攻撃した。日本軍はただちに応戦し，付近の島に上
陸して大砲を略

りゃく

奪
だつ

したうえ，民家を焼き払った。

❷ 地
じ

主
ぬし

を土地の所有者として
地券を発行し，地価の３％

（のちに2. 5％）を地租とし
て毎年おさめさせた。土地
の所有権は明確化したが，
負担の重さから暴動もおこ
った。

❸ 明治政府は富
ふ

国
こく

強
きょう

兵
へい

をめざ
して，「殖

しょく

産
さん

興
こう

業
ぎょう

」すなわ
ち経済の発展と軍事力の強
化による近代化を急いだ。

憲法発布　1889（明治22）年に発布された大日本帝国憲法は，天皇が定めて国民に与える欽
きん

定
てい

憲法
で，天皇の権力の大きさに特徴があった。図は憲法発布式の様子を描いた錦

にしき

絵
え

。
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現代世界における日本の
動向を理解するため，各
時代に日本に関する記述
を多く設けています。

日本に関する図版
は，世界史教科書
のなかで定番の図
版に加え，錦絵な
ど興味を引くもの
も掲載しています。

1ページコラム「現在へつながる歴史」を設け，メ
ディア・都市・生活・文化などの視点から，現代と
歴史の関わりについて考えられるようにしています。
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● 第２次産業革命と科学技術
　1870年頃から20世紀にかけて，市

し

場
じょう

と科学

技術の成
せい

熟
じゅく

にともない，重化学工業が発達し

大量生産が普
ふ

及
きゅう

した。産業構造は大きくかわ

り，石炭ばかりでなく石油や電気がしだいに

新エネルギー源として利用された。さらに現

代の経済は，新しい需要をつぎつぎに生み出

現代社会へ向かう世界第II部 導入

し，拡大し続けている。

　鉄
てっ

鋼
こう

・化学・石油・電気などの産業の発達

にともない，冶
や

金
きん

や化学合成による新しい樹
じゅ

脂
し

（プラスチック）・繊
せん

維
い

・染料がうまれた。

これらの素材は，まず兵器など軍
ぐん

需
じゅ

産業に使

用され，さらにエンジン・モーターから電

灯・電信・電話・蓄
ちく

音
おん

機
き

・自転車・自動車・

タイプライターなど民
みん

生
せい

にも応用された。こ

れら現代生活の必需品の生産には，精密な科

学技術，優秀な労働者，大きな設備と資本を

必要としたので，企業は大規模化し，中小企

業は系列化された。こうした産業構造の変化

を第２次産業革命❶という。

　第２次産業革命を支えたのは，大学・研究

所や民間の発明家によるめざましい科学技術

であった。電磁気や放
ほう

射
しゃ

性
せい

物質の研究，細菌

学や有機化学が発達し，医学・公衆衛生❷や

軍事技術もすすんだ❸。とくにドイツでは，

国家が先頭にたってこうした自然科学・医学

の開発を助成した。

高度資本主義と大衆社会1

ベルの電話機　アメリカの物
理学者ベル(1847～1922)は，人
工鼓

こ

膜
まく

の研究から有線電話の
実用化に成功し，1876年に特
許を得た。翌年，ベル電話会
社を起

き

業
ぎょう

した。

T型フォード車　1908年から発
売された T型フォード車は，大
量生産に向くような規格に設計
され，年間20万台以上がつくら
れた。

19世紀末に始まる現代は，近代を継
けい

承
しょう

している面があり，
すでに成立していた世界経済の三層構造に基づき，富
と情報と権力は欧米列

れっ

強
きょう

に集積した。しかし，欧米で
始まった高度資本主義と科学技術，そして大衆社会・
民主主義・国民国家は，20世紀のあいだに変

へん

容
よう

しなが
らも，アジアその他の地域にも広がり，現代は人類史
の新しい展開を迎えた。

 →p.76

エディソン（1847～1931）　第２
次産業革命による科学技術を
応用して，電灯・蓄音機など
実用品をつぎつぎに発明した。
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● 大衆社会と消費文化
　第２次産業革命によって，欧米社会にはさ

まざまな変化がみられた。なによりもまず，

事務や営業・サービス部門を担当する新中間

層，すなわち大衆が登場したことである。新

中間層はブルジョワとちがって富
ふ

裕
ゆう

ではない

が，労働者（プロレタリア）とも異なり，一定

の教育を受けて，都市とその郊外に住み❹，

規格品にかこまれた生活を享
きょう

受
じゅ

しはじめた。

画一的な生活スタイルに従う彼らは，個性の

ない大量の人々の集まりという意味で「大

衆」である。大衆社会は都市社会である。

　都市人口の増加を可能にしたのは，化学肥

料による食料の増産と輸入であった。都市に

は住宅と上下水道・街灯・市庁舎などが整備

され，電車が走り，公園・劇場・デパートな

どが開かれた。新しい大衆社会で，新中間層

は労働者とともに消費生活と民主主義の恩
おん

恵
けい

を受けた。アメリカ合衆国と西欧では19世紀

末から第一次世界大戦にいたる時期に，少し

おくれて20世紀の日本でも，こうした新中間

層を中心とする都市生活が始まった。

　自動車の大量生産は，1908年にアメリカで

始まった。部品の規格化と流れ作業による大

量生産，モデルチェンジや広告・割
かっ

賦
ぷ

販売に

よる大量販売を組み合わせた，大衆消費のシ

▶

ステムをもたらしたのは，フォード自動車会

社であった。電気洗濯機・電気掃除機など快

適な日常生活をもたらす家庭電化製品も，同

じようにアメリカ市民のあいだに普及した。

節約よりも消費を楽しむアメリカ式生活スタ

イルは，やがて第二次世界大戦後に，広く世

界に広まることとなった。

デパート　世界初のデパートはパリに開店した。
写真は1893年創業の「ギャルリー =ラファイエッ
ト」の内部。鉄骨構造とステンドグラスが流行し，
デパートは「新しい商業の大聖堂」と呼ばれた。

❶ 産業革命は世界に広まったが，とくに第２次産業革命が地球環境に与えた影響は大きい。化石燃料である石炭・
石油を燃やして動力としただけでなく，その化学合成素材を大量に生産・消費する経済が広まったからである。
これによって資源の乱開発・環境汚

お

染
せん

などが問題化する。
❷ 近代に流行した伝染病のうち，コレラ・結

けっ

核
かく

の病原菌を発見したパストゥール（1822～95）やコッホ（1843～1910）など
が，近代医学の基礎を築いた。

❸ ダイナマイトを発明したノーベル（1833～96）は，その事業によって巨
きょ

万
まん

の富を得たが，この爆薬の軍事利用によっ
て多くの人命が失われたことを反省し，遺

ゆい

言
ごん

によりノーベル賞が設けられた。
❹ 乗り合いバス・郊外電車・地下鉄が普及し，住宅地は都市の郊外にも広がった。
▶ 新中間層 　ホワイトカラーやサラリーマンとも呼ばれ，旧中間層であったブルジョワの下にうまれた勤労者であ

る。
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旧版の第７章を第Ⅱ部の
「導入」へと改め，第Ⅱ部
の時代（近現代）全体を概
観できるようにしました。



3. 多極化と緊張緩和　185

5

10

ンスはヨーロッパ統合をめざすと同時に対米協調を重んじる傾向を強

めた。西ドイツでは，1969年に首相となった社会民主党のブラントが，

国民からのあらたな要
よう

請
せい

にこたえて，国内改革をすすめ，また，ソ

連・東欧諸国との関係改善につとめた（東方外交）。この外交の延長線

上で，73年には東西ドイツが国際連合へ同時加盟した。一方，対米関

係を重視しつつ福
ふく

祉
し

国家をめざしてきたイギリスは，労働争議の頻
ひん

発
ぱつ

や経済の停
てい

滞
たい

，また北アイルランド紛争の激化に苦しんでいたが❺，

ECへの加盟が承認される（73年）❻と，ヨーロッパ寄りの姿勢をとるよ

うになった。

　これら西欧諸国とならんで日本も高度経済成長をとげたため，ベト

ナム戦争や経済危機に苦しむアメリカの西側陣
じん

営
えい

における優位はゆら

ぎ，その地位が相対的に低下した。

1913～92（在任1969～74）

 →p.201

EC加盟国 1958年 1973年 1981年
1986年 1990年に編入された地域

1995年 2004年
2007年 2013年

EU加盟国

フィンランド
ノルウェー

スウェーデン
エストニア
ラトヴィア

リトアニア

ベラルーシ

ウクライナ
スロヴァキア

オーストリア

スロヴェニア
セルビア

ブルガリア

マケドニア

ギリシア トルコ

キプロス

イタリア

サンマリノ

アンドラ

スペイン

フランス
スイス

アイルランド

ルーマニア
モルドヴァ

チェコ

ポーランド

デンマーク

ド イ ツ

イギリス

ポルトガル

ベルギー
オランダ

ロシア

マルタ（  　）

クロアティア
ボスニア ＝ ヘルツェゴヴィナ

アルバニア
コソヴォ

モンテネグロ

ヨーロッパ統合のあゆみ

ハンガリー

ルクセンブルク

500km0

ド ＝ゴール　第一次世界大戦では軍人として活躍。第二次世
界大戦中はロンドンで自由フランス政府を指導し，フランス
解放の立役者となった。戦後は1958年に第五共和政を樹立
して大統領に就任，60年にサハラ砂漠で第１回原爆実験を
おこなって米・ソの核独占に対抗するなど，国際社会におけ
るフランスの地位向上につとめた。

❺ 1969年から非合法のアイル
ランド共和軍（IRA）が武装
闘争を開始し，紛争は泥

どろ

沼
ぬま

化
か

した。98年になってイギ
リスとアイルランドのあい
だで和平協定が結ばれた。

❻ イギリス・デンマーク・ア
イルランド（1973年）に続き，
ギリシア（81年），スペイ
ン・ポルトガル（ともに86
年）もECへ加盟した。

新幹線の開通　1964年10月１日，東
京オリンピックの開幕にあわせて東海
道新幹線は開通した。当初の営業最高
速度は時速200km，東京と新大阪を４
時間で結んだ。

ヨーロッパ統合は，当初，フ
ランス・西ドイツ・イタリ
ア・ベネルクス３国（オラン
ダ・ベルギー・ルクセンブル
ク）からなる西欧の一部の統
合であった。174ページの地
図とみくらべて，1990年代以
降のヨーロッパの変化を説明
してみよう。

!

184　第8章　冷戦の時代
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負担がふくらみ，アメリカの財政や経済に暗

い影が差すようになった。また，アメリカ兵

の戦死の増加とともに反戦運動が拡大して社

会的反響を呼び，学生運動や公
こう

民
みん

権
けん

運動❶と

結びついて，自由や豊かさに基づくというア

メリカ観までが疑われはじめた。こうした状

況のなかで，1969年に大統領に就任した共和

党のニクソンは，71年にドル防衛策をとって

経済の立て直しをはかり，また，ソ連との緊張緩
かん

和
わ

（デタント）❷につ

とめて，ベトナムからアメリカ軍を撤
てっ

退
たい

させた（73年）。ところが，大

統領のスキャンダルが表面化して❸，ここでもアメリカの威
い

信
しん

と自信

は傷ついた。

　西欧諸国では急速な経済成長が続き，フランスもその例外ではなか

ったが，1954年以降はアルジェリア植民地の独立戦争（アルジェリア戦

争）に悩まされた。アルジェリア情勢が混迷を深めると❹，58年，大

統領権限の強い第五共和政が成立して，ド =ゴールが大統領に就任し，

62年にはアルジェリアの独立を認めて戦争を終結させた。これ以降，

フランスは，中華人民共和国の承認やNATOの軍事機構からの離
り

脱
だつ

など，アメリカから自立した独自の外交政策を展開し，67年には西ド

イツなどとともにヨーロッパ共同体（EC）を発
ほっ

足
そく

させた。しかし，経

済成長で社会的ひずみがうまれ，68年には学生・労働者による大規模

な社会運動が発生した（五月革命）。翌年，ド = ゴールが退陣し，フラ

1913～94（在任1969～74）

1954～59

在任1959～69  →p.168

 →p.175

❹ 1954年にアルジェリア民族
解放戦線（FLN）が武装蜂

ほう

起
き

して以降，激しい戦争が
続いたが，現地フランス軍
の反乱がおきて情勢はいっ
そう混迷した。

❸ 1974年，民主党本部に盗
とう

聴
ちょう

器
き

がしかけられたウォータ
ーゲート事件への関与が発
覚し，ニクソンは辞任した。

キング牧師　黒人差別に抗議す
る公民権運動の指導者キング牧
師（1929～68）は，奴

ど

隷
れい

解放宣言
から100年たった1963年８月，
20万人以上の参加者によるワシ
ントン大行進を指導した。大群
衆を前に彼は「I have a dream」
（私には夢がある）という演説を
おこなった。64年の公民権法成
立後，67年からはベトナム反戦
運動に力をそそいだが，68年に
暗殺された。

❶ 黒人差別の撤
てっ

廃
ぱい

をめざす公
民権運動は1950年代半ばか
ら活発化し，64年には公民
権法が成立した。

❷ 平和共
きょう

存
そん

の提唱以降，米ソ
間の軍事的対立を緩和する
試みはくりかえされたが，
とくに1960年代末～70年代
前半の現象をさして「緊張
緩和」と呼ぶことが多い。

リトルロック高校事件（下）　
1957年，人種融

ゆう

合
ごう

教育に反対
して，アーカンソー州リトルロ
ック =セントラル高校を取り囲
む白人群衆。入学許可された黒
人生徒９名は合衆国軍兵士に護
衛され登校する事態になった。

1918

特に現代史部分は詳しくかつ丁寧な記
述と充実した図版で解説しています。
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革命の継承者として登場したナポレオンが独裁者になったとき，フランス革命は終結した。
皇帝となったナポレオンは内政の充実をはかるとともに，戦争政策により大陸をほぼ征服した。
ナポレオンの支配は各国のナショナリズム高揚に結びつき，諸国民の抵抗や解放戦争へつながった。

Point

1 ナポレオン帝国

 事実上の独裁者から皇帝へ
①独裁権の掌握
　　　ナポレオンは将校として頭角をあらわし活躍　
　　 1799年，総裁政府を倒して統領政府樹立→（　第一統領 ）として事実上の独裁権を掌握
　　　　…共和暦（　ブリュメールのクーデタ ）
　　　　　　→革命継承者を称するナポレオンが独裁者になったとき，フランス革命は終結
②ナポレオンの内政
　　　フランス銀行の設立，産業の保護育成，行政・警察・教育・教会制度の整備
　　　（　民法典 ）の制定（1804）…市民革命の成果を集成
　　 1804年，人民投票により皇帝位につき（　ナポレオン 1 世 ）と称する→（　第一帝政 ）開始
③ナポレオンの対外政策
　　　海戦で敗れたイギリスを除き大陸をほぼ征服
　　　　　→一族を諸国の王とし，帝国と同盟国を支配（ナポレオン帝国）
　　 （　大陸封鎖 ）令を発布…大陸諸国にイギリスとの通商を禁じ大陸経済支配をねらう

 ナポレオンへの抵抗の開始
①革命原理の広まりとナショナリズム
　　　フランスの大陸支配により，各国に革命の原理が広まる
　　 大陸封鎖による経済麻痺から，反仏ナショナリズムも生ずる
②反仏ナショナリズムの動き
　　　（　スペイン ）におけるゲリラ戦
　　　プロイセンにおける農民解放と「上からの近代化」→ドイツ人の民族意識の高揚
　　 ロシアの大陸封鎖令からの離反→制裁のため（　モスクワ ）へ遠征するが，ナポレオン敗退
　　　　→これを機に諸国民が解放戦争にたちあがる

 ナポレオン支配の終焉
　ナポレオン，解放戦争で敗退，皇帝を退位（1814）
　大陸諸国は戦後処理のため（　ウィーン会議 ）を開くが難航
　　　→これを機に，ナポレオンは再起をはかる
ナポレオンは最終的に（　ワーテルロー ）の戦いに敗れ，再び失脚（百日天下）

　南大西洋の英領（　セントヘレナ ）島に流され，ここで生涯を終える

1

1

2

3

4 5

6

2

7

8

3

9

10

11

Check

問　右の絵は，Ａ の市民と軍隊のナポレオン支配への抵抗をテーマとした「マドリード，
1808年 5 月 3 日」で，ロマン派の画家Ｂ が描いた作品である。

スペイン
ゴヤ

プロイセン王国

フランス帝国領
ナポレオンに服属した国
ナポレオンの同盟国
ナポレオンの遠征路

モスクワ

アウステルリッツ

トラファルガー

アレクサンドリア

パリ

ライプツィヒ
ワーテルロー

エルバ島
コルシカ島

ベーメン

ワルシャワ
大公国

オ ス マ ン 帝 国

大 西 洋

黒　海

地　中　海

イギリス王国

ノルウェー
王国 スウェーデン

王国
デンマーク
王国

スペイン王国 ナポリ王国

シチリア王国サルデーニャ王国

ロ シ ア 帝 国

オーストリア帝国
フランス帝国

ポルトガル王国
ライン
同盟

教皇領

エジプト

上の地図を見て，大陸の支配者となったナポレオンが，影響下においた国と地域をあげてみよう。上の地図を見て，大陸の支配者となったナポレオンが，影響下においた国と地域をあげてみよう。

フランス革命②25  p.82～83教

158 第 9章　グローバル化する世界

▶章末問題 159

 1  次の文章を読んで，空欄にあてはまる語句を答えなさい。

　東西冷戦が終わると，全世界の一体化が急速にすすんだ。これが「グローバル化」である。通信・交

通の技術革新にもたすけられ，人・モノ・資本・情報の動きが活発化した。自由貿易を促進するため

に結ばれていたGATTは₁₉₉₅年に（ ① ）へ改編された。共産党政権のもとで，改革・開放政策をすす

める（ ② ）がこの国際機関に参加し，自由貿易への参画を本格化させた。このように世界経済の緊密

度が高まると同時にこれまで発展していなかった地域にも経済成長の機会がもたらされた。

　このような世界経済の構造的変化にともなって，さまざまな矛盾が浮かび上がった。アメリカの生

物学者（ ③ ）は₁₉₆₂年に『沈黙の春』を著し，農薬による環境破壊をとりあげ，警鐘を鳴らした。地球

温暖化をめぐる国際会議や国際的な重大事項を調整する場としては，主要₂₀カ国による（ ④ ）の会議

が開かれるようになった。
 2  次の文章の（　　）内の 2 つの語句のうち，適切な語句を記号で答えなさい。

　₁₉₉₀年代のアメリカ合衆国は，①（ａ．民主党・ｂ．共和党）のクリントン政権のもとで，IT革命

を牽引して，経済の低迷期を脱した。ソ連の解体で唯一の「超大国」となったアメリカは，₂₀₀₁年に同

時多発テロがおこると，②（ａ．ブッシュ・ｂ．オバマ）大統領が「テロとの闘い」を掲げ，アフガニス

タンを空爆し，ターリバーン政権を倒した。しかし，₂₀₀₈年におきた③（ａ．石油危機・ｂ．金融危機）

は，世界的な経済危機の引き金となり，₂₀₀₉年に登場した④（ａ．ブッシュ・ｂ．オバマ）大統領は「核

なき世界」をとなえ，国際協調に基づいた世界秩序の可能性を探ろうとした。

　₁₉₉₃年に₁₂カ国で発足した⑤（ａ．EU・ｂ．EEC）は，₁₉₉₉年に共通通貨⑥（ａ．フラン・ｂ．ユー

ロ）を導入し，冷戦後は中東欧の国々も加盟国として迎えた。また，₂₀₀₉年には基本（憲法）条約が⑦（ａ．

リスボン・ｂ．マーストリヒト）条約として発効した。現在は⑧（ａ．ギリシア・ｂ．ドイツ）の財政

危機表面化に端を発した通貨信用不安への対応に追われている。このように地域統合には大きな困難

がたちはだかり，また国民の生活には依然として国家が大きな役割をはたしている。

 3  下の写真は，冷戦後の世界で新興経済国とされる 5 カ国が2014年に開いた首脳会談のものである。

これに関連して，以下の問に答えなさい。

Ａ ロシア （ ア ）大統領
Ｂ（ イ ） シン首相Ｃ ブラジル ルセフ大統領

Ｄ（ ウ ） 習近平総書記
Ｅ（ エ ） ズマ大統領問 1 　 写真の人物の名前と国名を整理した表の空欄にあてはまる語句を選択肢から選び，記号で答え

なさい。

　　 Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ　　　E

　ａ．シンガポール　ｂ．台湾　ｃ．中国　ｄ．インド　ｅ．タイ　ｆ．胡錦濤　ｇ．胡耀邦

　ｈ．プーチン　ｉ．メドヴェージェフ　ｊ．南アフリカ

問 2 　 これらの ₅ カ国を総称する語句を答えなさい。

問 3 　 Ｃの国が関係強化に努めている東南アジアの地域連合は何か。また，イギリスから₁₉₉₇年に返

還され，「一国二制度」を維持している地域はどこか，答えなさい。

問 4 　 Ｂの国について述べた下の文章のなかで誤っているものを選び，記号で答えなさい。

ａ．IT関連のソフトウェア産業をはじめとする経済成長を実現してきた。

ｂ．₂₀₀₄年の選挙で国民会議派が政権へ復帰して政治の安定性が増した。

ｃ．中国についで₁₁億以上の人口をかかえ，巨大な市場を背景として国際的な影響力が増している。

ｄ．少数民族地域のチベットが反政府運動の拠点となっている。

 4  次の各文章があらわしている語句を選択肢から選び，記号で答えなさい。

① かつてアジアNIESに数えられたこの国は，₁₉₉₀年代末の通貨危機を乗り越え，欧米や日本に匹敵

する世界的有力企業をもつ。
② この国は，東南アジア諸国連合のシンガポールやマレーシアが成長したのち，あとにつづくとされ

るインドネシアとともに急成長が期待され，注目されている。

③ この会議は，オーストラリアが中心となって₁₉₈₉年に開催し，アジア・太平洋地域の経済連携をめ

ざした。
④ この都市は，アラブ産油国の経済力を背景に金融中心地として建設がすすんでいたが，₂₀₀₉年には

世界経済危機の影響をうけ，信用不安が表面化した。

⑤ この国では，₂₀₁₁年にチュニジア・エジプトについで長期独裁政権を打倒する民主化「革命」がおき

た。
⑥ この国では，イスラーム過激派が，₂₀₁₄年に女子生徒の大量拉

ら

致
ち

事件をひきおこすなど，テロや軍

事行動によって人々の生活をおびやかした。

　ａ．APEC　ｂ．核開発　ｃ．韓国　ｄ．京都議定書　ｅ．「持続可能な社会」　ｆ．ナイジェリア

　 ɡ ．ドバイ　ｈ．白豪主義　ｉ．ベトナム　ｊ．リビア
 5  現代史における日本の情勢と課題について述べた次の文章のなかから誤っているものを 1 つ選び，

記号で答えなさい。ａ．₁₉₉₃年に自由民主党が下野したことを契機に，政治の流動性が高まった。

ｂ ．₁₉₉₀年代の日本では，バブル経済と呼ばれる表面的な成長をさらにうながすため，構造改革が

おこなわれた。ｃ．₂₀₀₁年以降，国際世論におされて，日本の自衛隊は海外へ派遣された。

ｄ ．₂₀₀₉年の選挙で戦後初めての本格的な政権交代が実現したが，そのときの核となった民主党は

₂₀₁₂年の選挙で大敗を喫した。

章末問題（解答用紙は別冊解答巻末）

第9章

2120

現代の世界史 改訂版 ノート
B5判・160頁　本体700円（税別）　2色刷

世A315準拠

この単元で学習する内容の要点を示しました。

 

各
項
目
は
、
時
系
列
で
把
握
で
き
る
よ
う
な
分
か
り

や
す
い
構
成
に
し
ま
し
た
。

小
見
出
し
の
中
を
複
数
の
項
目
に
分
け
、
教
科
書
の
内
容
を

も
れ
な
く
整
理
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

地図につけられた「問いかけ」に対応する
設問やまとめを設けました。

各章の最後に見開き
２ページのまとめ問
題として「章末問題」
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3. フランス革命　79

5

10

　これに対して歴代の大臣は，貴族への課税も含む財政改革をこころ

みた。しかし，貴族は逆に王権の制限をめざして，17世紀以来停止さ

れていた全国三部会の招集を求めた。このあと10年間におよぶ革命は，

貴族・ブルジョワ，そして都市民衆と農民という四つの勢力の対立と

協力によって展開することとなった❷。

　　　　　　　　　　1789年５月に招集された全国三部会は，最初か

ら採決の方法をめぐっていきづまった。そのた

め，第三身分はみずから国民議会と称し，憲法制定に着手した。こう

した事態においても，王ルイ16世と王
おう

妃
ひ

マリ = アントワネットは無
む

定
てい

見
けん

であり，折からのパンの値上がりに抗議をくりかえしていたパリの

民衆は，７月14日，圧政の象徴とされていたバスティーユ牢
ろう

獄
ごく

をおそ

い，武器を奪った。全国各地でもつぎつぎに農民が蜂
ほう

起
き

して，領主の

館
やかた

をおそった。

 →p.31, 63

▶

立憲君主政へ

在位1774～92 1755～93

旧体制（左）　第一身分（聖職
者，上左）と第二身分（貴族，
上右）の特権的生活を支えた
のは，第三身分（平民，下）の
農民である。
第三身分の目

め

覚
ざ

め（右）　1789

年，長く抑
よく

圧
あつ

されていた第三
身分（右）が，鎖

くさり

をちぎり，武
器に手をのばしている。聖職
者（中央）と貴族（左）が，これ
をみて驚いている。背後にみ
えるのはバスティーユ牢獄。

サンキュロット　貴族・ブルジ
ョワのようにおしゃれなキュロ
ット（半ズボン）とストッキング
を身につけない貧しい民衆は，
サンキュロット（キュロットなし）
と呼ばれた。彼らは蜂起という
集団的実力行使によって要求を
とおした。

❷ 全国三部会や議会の内部に
いた革命派の貴族とブルジ
ョワは少数派であったが，
議会外の都市民衆や農民の
運動と結びついて，革命と
戦争を遂

すい

行
こう

した。

バスティーユの襲
しゅう

撃
げき

　パリのバスティーユ牢獄は，圧政の象徴と考えられていた。1789年７
月14日，民衆は衛

えい

兵
へい

とともにこれを攻め落とし，武器を手に入れた。７月14日はフランスの
「革命記念日」である。革命の重要な局面では，しばしば民衆が蜂起して政権に圧力をかけた。

▶ブルジョワ
「都市の自由民」という意味
であったが，やがて富

ふ

裕
ゆう

な
平民（大商人・資産家・専
門職）をさすようになった。
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であり❼，新しい国民国家の成立をとなえていた。1789年に連邦政府

が発
ほっ

足
そく

し，初代大統領にワシントンが就任した。

　連邦政府と州の権限についてはなお議論が続いたが，アメリカ合衆

国の建国は，身分の違いをこえた国民の運動によって新国家をつくり

あげた近代革命の一つであり，圧
あっ

政
せい

のもとにあった各地の人々に与え

た希望は大きい。

　　　　　　　18世紀のフランスは，ヨーロッパの政治・文化の中心

ではあったが，身分と特権の網
あみ

の目におおわれた旧体

制（アンシャン = レジーム）をなしていた。王家はぜいたくな生活を続

け，第一身分（聖
せい

職
しょく

者
しゃ

）と第二身分（貴族）には免
めん

税
ぜい

や領
りょう

主
しゅ

権
けん

などの封
ほう

建
けん

的
てき

特権があった。人口の９割以上は第三身分（平民）と呼ばれ，その多

数を占めた農民は，領主への貢
こう

納
のう

と国税との二重の負担にあえいだ。

　18世紀に，ヨーロッパ全体と同じように，フランスでも社会の活性

化がすすみ，第三身分のなかでも商工業や専門職のブルジョワは力を

つけ，貧しい都市民衆や農民との差は広がっていた。啓
けい

蒙
もう

思想に基づ

き，自由経済を求め，アメリカでの「専
せん

制
せい

への抵抗」に共感する世論

も高まっていた❶。たびかさなる戦争と宮
きゅう

廷
てい

のぜいたくで累
るい

積
せき

してい

た財政赤字は，ついにアメリカ独立戦争への支援によって破
は

綻
たん

した。

また凶
きょう

作
さく

のたびに一
いっ

揆
き

がくりかえされ，産業革命のすすむイギリスか

ら工業製品が流入した。

1732～99（在任1789～97）

フランス革命3

旧体制  →p.62

▶

 →p.66
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500km0

アメリカ合衆国の独立
（1776～83）

1776年の13植民地
1783年のアメリカ合衆国領
イギリス植民地
スペイン植民地

白線は独立13州の現在の境界

❶ 自由派の貴族やブルジョワ
からなる新しいエリートが
うまれていた。

▶ 封建的特権
貴族がその身分ゆえにもつ
特権であり，領主として農
民の自由を制限し支配する
権利などを含んでいた。

17世紀以来，北アメリカ大陸に進出していたフランスの植民地
は，いつ，どうしてなくなってしまったのだろうか。アメリカ
合衆国の建国時の領土は，現在の合衆国のどのあたりだろうか。

17世紀以来，北アメリカ大陸に進出していたフランスの植民地
は，いつ，どうしてなくなってしまったのだろうか。アメリカ

!

ワシントン　アメリカ合衆国の初代
大統領。愛国派のリーダーとして独
立戦争を指揮し，アメリカ建国の父
と呼ばれる。

❼ しかし，先住民・黒人の人
権は除外して考えられた。
また，この時点で人民主権
は白人男性に限られること
を，だれも疑わなかった。
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民衆は，７月14日，圧政の象徴とされていたバスティーユ牢

れていた全国三部会の招集を求めた。このあと10年間におよぶ革命は，
31, 63

　　　　

 
 

れていた全国三部会の招集を求めた。このあと10年間におよぶ革命は，

  ワシントン
　ワシントンは，ヴァージニア州の中級
農場主の家に生まれた。地区の民兵の指
揮官としても活躍し，フランスとの戦争
にも参加した。
　彼の活躍から，現在のアメリカ合衆国
の首都はワシントンと命名されている。
ちなみにこのワシントン市は，ワシント
ンD.C.，「コロンビア特別区（District 
of Columbia）のワシントン」と呼ばれ
ているが，これはワシントンという地名
が国内各地にあるからである（例えば西
北部のワシントン州など）。

  アメリカ合衆国の独立
　かつて北米大陸にあったフランス植民
地は，七年戦争によって，すべてイギリ
ス植民地になっていることに注意し，か
つすべてのイギリス植民地が独立したわ
けではないことに留意したい。とくに現
在のカナダなどフランス系住民の多かっ
たところでは，英語使用への反発から，
独立反対の気運が高かった。
　また独立当時のアメリカ合衆国の国土
は，現在の国土の約 4 分の 1 程度。人口
は約60分の 1 であり，現在とはまったく
異なる小国であった。

 旧体制
　旧体制は，フランス革命前のフランス
社会の状況を指し，とくに身分制度のあ
り方や身分間の格差が大きな問題として
あげられる。時期的には，ユグノー戦争
の頃からフランス革命期に構成された社
会の状況を指す。旧体制がかかえる矛盾
がしだいに拡大し，財政改革などの必要
性が唱えられるなか，旧来の支配層であ
る貴族の特権維持の欲求に押された国王
が，調整役として機能しなかったことか
ら革命が勃発し，結果的に旧体制が崩壊
したともいえる。

 啓蒙思想
　18世紀にヨーロッパで生まれた思想
で，合理的な世界観と理性で世界を解釈
しようとした姿勢を指す。英語訳の
“enlightenment”に，理性を光にたとえ
て世界をみるという考え方がよくあらわ
れている。啓蒙思想を背景に展開したフ
ランス革命が，封建社会の打破や，人間
の自由・平等を唱えた「人権宣言」など
を実現したことから，革命期において啓
蒙思想が実現したとも表現できるが，一
方でその実現にあたり暴力的な方法がと
られたことから，ヨーロッパにおいて↗

図版を読む

地図を読む

解説

解説

板書例
　　　啓蒙思想に対する懐疑的な姿勢が
生まれたことも事実である。啓蒙思想は
フランス革命期に終わったとされるが，
啓蒙思想的な観念は，19世紀以降も引き
継がれている。

  旧体制と第三身分の覚醒
　カリカチュア（風刺画）は，政治的な
メッセージを発するものが多いので，そ
の意図を正しくつかむことが大切である。
　まずは登場人物や描かれているものが
何を意味するのかを正確に理解させる。
ここでは， 2 枚の絵がともに 3 人の登場
人物によって構成されていることに注意
を喚起させたい。
　そのうえで，それぞれの絵がどのよう
な歴史的背景や当時の時代状況をふまえ
て描かれているのかを，生徒が自分の言
葉で説明できるようにしたい。

 身分・階層によって革命への期
待は異なっている。特権身分・ブルジョ
ワ・都市民衆・農民，それぞれの立場の
違いを整理してみよう。
 
　特権身分は，免税特権廃止に反対して，
三部会を招集し，革命への契機をつくっ
た。ブルジョワは，身分制の廃止と憲法
制定をめざしたが，彼らは，物価統制や
封建的特権の無償廃止は望んでいなかっ
た。なぜなら彼らは大商人であったり，
地主であったりしたからである。
　都市民衆は，生活物資の価格安定化を
望んでおり，農民は，封建的特権の無償
廃止，土地の所有を望んでいた。
　フランス革命を理解するときに大事な
点は，第三身分の平民は，大変広範囲な
人々を含むので，大別しても，ブルジョ
ワ・都市民衆・農民とで利害が異なる点
である。
　生徒たちは，利害の違いをなかなか理
解しにくい場合がある。具体的な事例を
使って，わかりやすく指導したい。

  サンキュロット
　サンキュロットは，上記でいうところ
の「民衆（都市民衆）」にあたる。彼らは
三部会や制限選挙制の議会には参加でき
ず，政治的意見や態度を実力行使という
形でしばしば示した（議会参加という意
識はあまりもっていなかったとされてい
る）。
　彼らの実力行使は，バスティーユ牢獄
襲撃事件のように，ブルジョワの革命の
進展を助けたこともあったが，彼らの利
害は，必ずしもブルジョワと同じではな
かった。フランス革命はその段階におい
てブルジョワ主体の時期，サンキュロッ
トが力をもった時期と，区別することが
できる。

続き　　　啓蒙思想に対する懐疑的な姿勢が
生まれたことも事実である。啓蒙思想は
続き

図版を読む

発問例

解答例

図版を読む

授業の目的
　フランス革命は，アメリカ独立革命と
並んで，近代民主主義の原理を世界に示
した。人権宣言にみられるその原理の概
要を，生徒が理解するようにしたい。
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 23　フランス革命⑴ 教科書p.78

3. フランス革命　79

5

10

　これに対して歴代の大臣は，貴族への課税も含む財政改革をこころ

みた。しかし，貴族は逆に王権の制限をめざして，17世紀以来停止さ

れていた全国三部会の招集を求めた。このあと10年間におよぶ革命は，

貴族・ブルジョワ，そして都市民衆と農民という四つの勢力の対立と

協力によって展開することとなった❷。

　　　　　　　　　　1789年５月に招集された全国三部会は，最初か

ら採決の方法をめぐっていきづまった。そのた

め，第三身分はみずから国民議会と称し，憲法制定に着手した。こう

した事態においても，王ルイ16世と王
おう

妃
ひ

マリ = アントワネットは無
む

定
てい

見
けん

であり，折からのパンの値上がりに抗議をくりかえしていたパリの

民衆は，７月14日，圧政の象徴とされていたバスティーユ牢
ろう

獄
ごく

をおそ

い，武器を奪った。全国各地でもつぎつぎに農民が蜂
ほう

起
き

して，領主の

館
やかた

をおそった。

 →p.31, 63

▶

立憲君主政へ

在位1774～92 1755～93

旧体制（左）　第一身分（聖職
者，上左）と第二身分（貴族，
上右）の特権的生活を支えた
のは，第三身分（平民，下）の
農民である。
第三身分の目

め

覚
ざ

め（右）　1789

年，長く抑
よく

圧
あつ

されていた第三
身分（右）が，鎖

くさり

をちぎり，武
器に手をのばしている。聖職
者（中央）と貴族（左）が，これ
をみて驚いている。背後にみ
えるのはバスティーユ牢獄。

サンキュロット　貴族・ブルジ
ョワのようにおしゃれなキュロ
ット（半ズボン）とストッキング
を身につけない貧しい民衆は，
サンキュロット（キュロットなし）
と呼ばれた。彼らは蜂起という
集団的実力行使によって要求を
とおした。

❷ 全国三部会や議会の内部に
いた革命派の貴族とブルジ
ョワは少数派であったが，
議会外の都市民衆や農民の
運動と結びついて，革命と
戦争を遂

すい

行
こう

した。

バスティーユの襲
しゅう

撃
げき

　パリのバスティーユ牢獄は，圧政の象徴と考えられていた。1789年７
月14日，民衆は衛

えい

兵
へい

とともにこれを攻め落とし，武器を手に入れた。７月14日はフランスの
「革命記念日」である。革命の重要な局面では，しばしば民衆が蜂起して政権に圧力をかけた。

▶ブルジョワ
「都市の自由民」という意味
であったが，やがて富

ふ

裕
ゆう

な
平民（大商人・資産家・専
門職）をさすようになった。

073-101_現代の世界史_04章.indd   79 2015/04/15   9:51

78 第4章　近代の欧米社会

5

10

15

20

であり❼，新しい国民国家の成立をとなえていた。1789年に連邦政府

が発
ほっ

足
そく

し，初代大統領にワシントンが就任した。

　連邦政府と州の権限についてはなお議論が続いたが，アメリカ合衆

国の建国は，身分の違いをこえた国民の運動によって新国家をつくり

あげた近代革命の一つであり，圧
あっ

政
せい

のもとにあった各地の人々に与え

た希望は大きい。

　　　　　　　18世紀のフランスは，ヨーロッパの政治・文化の中心

ではあったが，身分と特権の網
あみ

の目におおわれた旧体

制（アンシャン = レジーム）をなしていた。王家はぜいたくな生活を続

け，第一身分（聖
せい

職
しょく

者
しゃ

）と第二身分（貴族）には免
めん

税
ぜい

や領
りょう

主
しゅ

権
けん

などの封
ほう

建
けん

的
てき

特権があった。人口の９割以上は第三身分（平民）と呼ばれ，その多

数を占めた農民は，領主への貢
こう

納
のう

と国税との二重の負担にあえいだ。

　18世紀に，ヨーロッパ全体と同じように，フランスでも社会の活性

化がすすみ，第三身分のなかでも商工業や専門職のブルジョワは力を

つけ，貧しい都市民衆や農民との差は広がっていた。啓
けい

蒙
もう

思想に基づ

き，自由経済を求め，アメリカでの「専
せん

制
せい

への抵抗」に共感する世論

も高まっていた❶。たびかさなる戦争と宮
きゅう

廷
てい

のぜいたくで累
るい

積
せき

してい

た財政赤字は，ついにアメリカ独立戦争への支援によって破
は

綻
たん

した。

また凶
きょう

作
さく

のたびに一
いっ

揆
き

がくりかえされ，産業革命のすすむイギリスか

ら工業製品が流入した。

1732～99（在任1789～97）

フランス革命3

旧体制  →p.62

▶

 →p.66

ポーツマス
ボストン
プリマス

ニューヨーク
フィラデルフィア

リッチモンド

ニューオーリンズ

カナダ

ル
イ

ジ
ア

ナ

フロリダ

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川

500km0

アメリカ合衆国の独立
（1776～83）

1776年の13植民地
1783年のアメリカ合衆国領
イギリス植民地
スペイン植民地

白線は独立13州の現在の境界

❶ 自由派の貴族やブルジョワ
からなる新しいエリートが
うまれていた。

▶ 封建的特権
貴族がその身分ゆえにもつ
特権であり，領主として農
民の自由を制限し支配する
権利などを含んでいた。

17世紀以来，北アメリカ大陸に進出していたフランスの植民地
は，いつ，どうしてなくなってしまったのだろうか。アメリカ
合衆国の建国時の領土は，現在の合衆国のどのあたりだろうか。

17世紀以来，北アメリカ大陸に進出していたフランスの植民地
は，いつ，どうしてなくなってしまったのだろうか。アメリカ

!

ワシントン　アメリカ合衆国の初代
大統領。愛国派のリーダーとして独
立戦争を指揮し，アメリカ建国の父
と呼ばれる。

❼ しかし，先住民・黒人の人
権は除外して考えられた。
また，この時点で人民主権
は白人男性に限られること
を，だれも疑わなかった。
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つけ，貧しい都市民衆や農民との差は広がっていた。啓
けい

蒙
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思想に基づ
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民衆は，７月14日，圧政の象徴とされていたバスティーユ牢

れていた全国三部会の招集を求めた。このあと10年間におよぶ革命は，
31, 63

　　　　

 
 

れていた全国三部会の招集を求めた。このあと10年間におよぶ革命は，

  ワシントン
　ワシントンは，ヴァージニア州の中級
農場主の家に生まれた。地区の民兵の指
揮官としても活躍し，フランスとの戦争
にも参加した。
　彼の活躍から，現在のアメリカ合衆国
の首都はワシントンと命名されている。
ちなみにこのワシントン市は，ワシント
ンD.C.，「コロンビア特別区（District 
of Columbia）のワシントン」と呼ばれ
ているが，これはワシントンという地名
が国内各地にあるからである（例えば西
北部のワシントン州など）。

  アメリカ合衆国の独立
　かつて北米大陸にあったフランス植民
地は，七年戦争によって，すべてイギリ
ス植民地になっていることに注意し，か
つすべてのイギリス植民地が独立したわ
けではないことに留意したい。とくに現
在のカナダなどフランス系住民の多かっ
たところでは，英語使用への反発から，
独立反対の気運が高かった。
　また独立当時のアメリカ合衆国の国土
は，現在の国土の約 4 分の 1 程度。人口
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 旧体制
　旧体制は，フランス革命前のフランス
社会の状況を指し，とくに身分制度のあ
り方や身分間の格差が大きな問題として
あげられる。時期的には，ユグノー戦争
の頃からフランス革命期に構成された社
会の状況を指す。旧体制がかかえる矛盾
がしだいに拡大し，財政改革などの必要
性が唱えられるなか，旧来の支配層であ
る貴族の特権維持の欲求に押された国王
が，調整役として機能しなかったことか
ら革命が勃発し，結果的に旧体制が崩壊
したともいえる。

 啓蒙思想
　18世紀にヨーロッパで生まれた思想
で，合理的な世界観と理性で世界を解釈
しようとした姿勢を指す。英語訳の
“enlightenment”に，理性を光にたとえ
て世界をみるという考え方がよくあらわ
れている。啓蒙思想を背景に展開したフ
ランス革命が，封建社会の打破や，人間
の自由・平等を唱えた「人権宣言」など
を実現したことから，革命期において啓
蒙思想が実現したとも表現できるが，一
方でその実現にあたり暴力的な方法がと
られたことから，ヨーロッパにおいて↗

図版を読む

地図を読む

解説

解説

板書例
　　　啓蒙思想に対する懐疑的な姿勢が
生まれたことも事実である。啓蒙思想は
フランス革命期に終わったとされるが，
啓蒙思想的な観念は，19世紀以降も引き
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  旧体制と第三身分の覚醒
　カリカチュア（風刺画）は，政治的な
メッセージを発するものが多いので，そ
の意図を正しくつかむことが大切である。
　まずは登場人物や描かれているものが
何を意味するのかを正確に理解させる。
ここでは， 2 枚の絵がともに 3 人の登場
人物によって構成されていることに注意
を喚起させたい。
　そのうえで，それぞれの絵がどのよう
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て描かれているのかを，生徒が自分の言
葉で説明できるようにしたい。

 身分・階層によって革命への期
待は異なっている。特権身分・ブルジョ
ワ・都市民衆・農民，それぞれの立場の
違いを整理してみよう。
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三部会を招集し，革命への契機をつくっ
た。ブルジョワは，身分制の廃止と憲法
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　都市民衆は，生活物資の価格安定化を
望んでおり，農民は，封建的特権の無償
廃止，土地の所有を望んでいた。
　フランス革命を理解するときに大事な
点は，第三身分の平民は，大変広範囲な
人々を含むので，大別しても，ブルジョ
ワ・都市民衆・農民とで利害が異なる点
である。
　生徒たちは，利害の違いをなかなか理
解しにくい場合がある。具体的な事例を
使って，わかりやすく指導したい。

  サンキュロット
　サンキュロットは，上記でいうところ
の「民衆（都市民衆）」にあたる。彼らは
三部会や制限選挙制の議会には参加でき
ず，政治的意見や態度を実力行使という
形でしばしば示した（議会参加という意
識はあまりもっていなかったとされてい
る）。
　彼らの実力行使は，バスティーユ牢獄
襲撃事件のように，ブルジョワの革命の
進展を助けたこともあったが，彼らの利
害は，必ずしもブルジョワと同じではな
かった。フランス革命はその段階におい
てブルジョワ主体の時期，サンキュロッ
トが力をもった時期と，区別することが
できる。

続き　　　啓蒙思想に対する懐疑的な姿勢が
生まれたことも事実である。啓蒙思想は
続き
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授業の目的
　フランス革命は，アメリカ独立革命と
並んで，近代民主主義の原理を世界に示
した。人権宣言にみられるその原理の概
要を，生徒が理解するようにしたい。
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　　　　　　　　　　　　　複雑に入り組んでいたヨーロッパ列
れっ

強
きょう

の

利害対立は，20世紀初めまでに，イギリ

ス・フランス・ロシアの三国協
きょう

商
しょう

と，ドイツ・オーストリア・イタリ

アの三国同盟という二大ブロックの対立へ向かった。そのことは，局

地的な紛争を個々に切り離して解決することが，従来よりも困難にな

ることを意味した。こうして，バルカン半島でひとたび戦争がおこる

と，たちまちのうちにヨーロッパの諸列強がまきこまれ，世界規模の

戦争へと拡大したのである。

　バルカン半島では，すでにオスマン帝国から独立の達成や自治権の

獲得を実現していたスラヴ系諸民族が，オーストリアの勢力拡大を警

戒しながらも，たがいに牽
けん

制
せい

しあい，このため大国と小国の利害そし

て民族主義がからんで錯
さく

綜
そう

した状況が広がった❶。いつ戦争が勃
ぼっ

発
ぱつ

す

るかもしれず，バルカン半島は「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれてい

た。1908年にオスマン帝国で青年トルコ革命がおこると，オスマン帝

国支配下の自治国にとどまっていたブルガリアは独立を宣言し，また

オーストリアがスラヴ系住民の多いボスニア・ヘルツェゴヴィナを併
へい

合
ごう

した。この併合に反対するセルビア・ブルガリア・モンテネグロ・

ギリシアはロシアの支持を得てバルカン同盟を結成し，イタリアとの

戦争に敗れて講
こう

和
わ

しようとしていたオスマン帝国と戦
せん

端
たん

を開いて，そ

のヨーロッパ内領土のほとんどを奪った（第１次バルカン戦争，12～

13年）。ところが，獲得した領土の分配をめぐって，セルビアやギリ

シアがブルガリアと戦火をまじえた（第２次バルカン戦争，13年）。こ

の戦争に敗北したブルガリアはオーストリアへ接近し，セルビアやこ

れを支援するロシアとの対立が深まった。

　　　　　　　　　　　　　　1914年６月，ボス

ニアの州都サライ

ェヴォで，オーストリアの帝位継
けい

承
しょう

者
しゃ

夫妻がセル

ビア人の一青年に暗殺された（サライェヴォ事件）。

急速に情勢が緊迫化するなか，７月末，ドイツの

支持を得たオーストリアがセルビアに対して宣
せん

戦
せん

を布
ふ

告
こく

すると，１週間のうちにロシア・ドイツ・

第一次世界大戦とロシア革命1

ヨーロッパの火薬庫

 →p.131

 →p.140

第一次世界大戦の展開

❶ スラヴ民族の連
れん

帯
たい

と統一を
めざすパン =スラヴ主義は，
19世紀末，ロシアの主導下
におかれ，バルカンにおい
てドイツ民族の世界支配を
となえるパン =ゲルマン主
義と対立していた。→p.93

サライェヴォ事件　陸軍大演習
を督

とく

励
れい

するためにサライェヴォ
を訪れたオーストリア帝位継承
者夫妻が，セルビア人の一青年
によって，銃撃・暗殺された。
この事件が，第一次世界大戦の
発
ほっ

端
たん

となった。写真は襲
しゅう

撃
げき

され
る直前の夫妻。
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1. 第一次世界大戦とロシア革命　143

5

10

15

フランス・イギリスが参戦し，同盟国と協商国（連合国）の大戦争へと

発展した（第一次世界大戦）。いったん戦端が開かれると，各国におけ

る反戦運動は影をひそめ，熱狂的な戦争支持の気運が高まった❷。

　短期決戦をねらうドイツは，西部戦線では，ベルギー❸を侵
しん

犯
ぱん

して

北フランスに攻め込んだが，９月，マルヌの戦いで進撃をはばまれた。

他方，東部戦線では侵入したロシア軍をドイツ軍が撃
げき

破
は

した。しかし，

それ以降，東西両戦線で膠
こう

着
ちゃく

状態におちいり，ドイツ軍による西部戦線

のヴェルダン攻撃（ヴェルダンの戦い，1916年）も事態を打
だ

破
は

できなかった。

　こうしたなかで大量の物資がつぎこまれ，毒ガス・戦車・飛行機も

新兵器として投入されて，戦争はますます悲
ひ

惨
さん

なものになった。また，

活発に外交工作が展開されて，オスマン帝国・ブルガリアが同盟国側

に，イタリアが連合国側について参戦した❹。それでも戦
せん

況
きょう

は定まら

ず，戦争は長期化した。

　戦況に変化が訪れたのは1917年のことである。第１に，ドイツがイ

ギリスの海上封
ふう

鎖
さ

❺に対抗して，指定する航路外のすべての国の艦
かん

船
せん

を潜
せん

水
すい

艦
かん

の攻撃目標とする方針を表明したため，中立を保ってきたア

メリカ合衆国が同年４月に連合国側で参戦した。第２に，長引く戦争

で厭
えん

戦
せん

気分の広まるなか，イギリスとフランスでは挙
きょ

国
こく

一
いっ

致
ち

内閣が組

1914～18

ノルウェー

サライェヴォ

ブルガリア
ルーマニア

オスマン帝国ギリシア

デンマーク
オランダ

ドイツ
ベルギー

オーストリア =
ハンガリースイス

フランス

スペイン

イギリス

スウェーデン

ロ  シ  ア
東

部

戦

線
西
部
戦
線

ポルトガル イタリア

セルビア
アルバニア

モンテネグロ

500km0

第一次世界大戦中のヨーロッパ

1914年
1915年以降

1914年
1915年以降

同盟国軍の
占領地域
中立国

同盟国軍進路

連合国軍進路
同盟国の参戦国

連合国の参戦国

マルヌ
ヴェルダン

❷ ドイツ社会民主党など各国
の社会主義政党は反戦運動
を中心的に担っていたが，
開戦すると，ただちに愛国
主義へ転じて祖国防衛を支
持した。

❸ ベルギーは独立後まもない
1830年代から永

えい

世
せい

中立国で
あった。

❹ イタリアは統一後の領土問
題でオーストリアと対立し，
三国同盟に対して徐々に消
極的な態度をとるようにな
った。

新兵器の戦車　第一次世界大戦で特徴的なのは
塹
ざん

壕
ごう

戦
せん

であった。イギリスは塹壕を突破するた
めに戦車を開発し，「水

すい

槽
そう

」（タンク）という暗号
をつけた。また偵

てい

察
さつ

と爆
ばく

撃
げき

のための飛行機も開
発された。このほか，ドイツは潜水艦を使用し
て連合国の通商を妨害・破壊した。新兵器の開
発とともに戦争の形態は大きくかわった。

❺ ドイツはイギリスの海軍力
によって，海外植民地との
連絡を断たれていた。

東部戦線では，ドイツと
オーストリア軍がロシア
領内でたたかっていた。
一方，西部戦線は，はや
くから膠着状態であった
が，1917年夏以降一挙に
連合国側が有利になった。
なぜだろう。

!
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今回の学習範囲

ヨーロッパの火薬庫
第一次世界大戦の展開

ヨーロッパ列強の利害対立は、イギリス・フランス・ロシアの三国協商と、ドイ
ツ・オーストリア・イタリアの三国同盟の対立へ向かった。

①第一次世界大戦とロシア革命❶▶ ヨーロッパの火薬庫

二大ブロックの対立

日露戦争後の国際関係

年イギリスとフランスは接近し英
仏協商を結んだ。また日露戦争でロシ
アが敗れた後、イギリスとロシアは

年英露協商を成立させた。 世紀
初めのヨーロッパには、三国協商対三
国同盟という対抗図が生まれた。

戦争は東西両戦線で膠着状態におちいり、毒ガス・戦車・飛行機など新兵器が投入
されて、戦争はますます悲惨なものになった。

①第一次世界大戦とロシア革命❶▶ 第一次世界大戦の展開

新兵器と長期戦

新兵器の戦車

第一次世界大戦で特徴的なのは塹壕戦
であった。イギリスは塹壕を突破する
ために戦車を開発し、「水槽」 タン
ク という暗号をつけた。また偵察と
爆撃のための飛行機も開発された。こ
のほか、ドイツは潜水艦を使用して連
合国の通商を妨害・破壊した。新兵器
の開発とともに戦争の形態は大きくか
わった。

確認問題
第一次世界大戦の両陣営の名称を記せ。
各国利害と民族主義の対立により緊迫したバルカン半島の情勢
を何と呼ぶか。

年に発生したオーストリア皇位継承者夫妻暗殺事件を何と
呼ぶか。
第一次世界大戦で投入された新兵器を記せ。
第一次世界大戦への参戦を決断したアメリカの大統領は誰か。

三国協商
／三国同
盟
ヨーロッ
パの火薬
庫
サライェ
ヴォ事件
毒ガス／
戦車／飛
行機
ウィルソ
ン

東部戦線では、ドイツとオーストリア軍がロシア領内でたたかっていた。一方、
西部戦線は、はやくから膠着状態であったが、 年夏以降一挙に連合国が有利に
なった。なぜだろう。

①第一次世界大戦とロシア革命❶

問いかけ

いままで中立を守ってきたアメリ
カが連合国の立場で参戦したため。

※教科書ソフトに収録

※デジタル教材集に収録

2524

ICT教材をフル 活用した授業

＋

⬇ ⬇

の内容がスライドで展開されます。

何を学ぶかを明確に

一目で世界の様子がわかる チョークで書き込める

・テーマごとに，まとまった内容。
・わかりやすいナレーション付き。
・動画についての詳しい解説書付き。

・当時の貴重なニュース映像で構成。
・迫力の映像が満載。
・動画についての詳しい解説書付き。

・NHKの膨大な映像から選定。
・ 豊富な貴重映像に加え，勢力図などに
アニメーションを多用。
・動画についての詳しい解説書付き。

ポイントを絞った簡潔な文章 （改編自由） 図版や写真が知識を深める テーマごとの確認問題 →知識の定着 問いかけ →アクティブラーニングの導入にも使える

デジタル歴史地図 黒板投影用白地図
ムービー世界史 ニュースで見る世界史 授業で使える世界史映像集

「第一次世界大戦」   の授業で，
ICTを活用して授業  を展開してみる

Point
① 高校の先生が作成したPowerPoint教材
には写真や地図などの図版が多く含
まれ，改編もできる！
② デジタル素材集には2000点以上の地
図，図版を収録。
③ デジタル歴史地図やDVD教材（動画）で
生徒の関心を最大限に引き出せる！

デジタル素材集
弊社発行の教科書・図録に掲載されている図版（写真を除く）が収録
されており，電子黒板やプロジェクターで簡単に投影できます。

（例）「第一次世界大戦」で検索すると，教科書には5点の図版があり
ますが，2冊の図録を加えると41点の図版がヒットします。その中
から任意の図版を選択し，授業やプリント作成に活用できます。
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◆世界恐慌 「恐慌」とは，資本主義のもとで生産様式がかかえる諸矛盾があらわれたと

きに，それら諸矛盾を暴力的に調整することである。具体的には，生産の急落，失業者の

増大，購買力の減退，銀行・企業の倒産，輸入の激減，物価の下落などが引きおこされる。

恐慌の克服のために，国家権力と独占資本との結合が強まり，国家独占資本主義が成立し

た。 

◆ニューディール アメリカではローズヴェルト大統領就任から100日間で画期的な法

律が次々と制定された。 

①テネシー川流域開発公社法 

②農業調整法（AAA） 

 農産物の過剰生産解消，価格の引き下げ 

③全国産業復興法（NIRA） 

 生産量や価格を協定，不当な競争を排除 

④ワグナー法 

 労働者の団結権・団体交渉権の保護 

 

●発問例 NIRAとAAAは最高裁判所から違憲判決が出された。それはなぜか。 

○解答例 三権分立の原則から，立法府（議会）が公正な競争のために規約を立法する権

限を行政府（大統領）に委任することは憲法違反と考えられた。また，連邦主義の原則か

ら，労働条件や農業関係が純粋に州内の問題とみなされれば，それは州政府の権限と考え

られ，連邦政府が関与することは憲法違反と考えられた（93頁参照）。 

 

◆ オ タ ワ 会 議  イギリスは自由貿易体制から保護貿易体制への転換を余儀なくされ，

1932年，カナダのオタワで帝国経済会議を開いた。自治領・植民地から本国への輸入関税

免除，本国から自治領・植民地への関税の優遇措置が決められ，スターリング（ポンド）

による帝国経済ブロックが生まれ，国際的な経済競争を激化させた。 

◆ナチ党 ドイツ労働者党を母体とし，1920年に講和条約の破棄・大ドイツの建設など

国粋的政策や反マルクス主義・反議会主義の要求を掲げ，21年にヒトラーが党内の全権を

掌握した。世界恐慌の影響を受けてドイツで失業者が増加すると，30年の選挙で共産党と

ともに議席を増やし，第二党に躍進した。32年の選挙でも議席を増やし，ナチ党は第一党

となり，33年に右翼連立政権であるヒトラー内閣が成立した。 

 

●発問例 ナチ党が国民の支持を得た理由として考えられることは何か。 

○解答例 1920年代，ドイツでは政治的失望と経済的絶望が広がり，そのなかで，すべ

ての職業が救済される民族共同体建設の目標は，国民の支持を受けた。さらに，宣伝活動

の 
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第７章 二つの世界大戦  

 

【４ 世界恐慌とファシズム】 

 

 板書例   

（１）世界恐慌 

 アメリカの恐慌＝株価の急落…銀行の倒産，工場の閉鎖 

         アメリカから全世界へ…戦後体制の動揺 

         国際協調・民主主義・自由主義の後退…ファシズムの台頭へ 

 

（２）ニューディールとブロック経済 

 アメリカ＝フランクリン＝ローズヴェルト大統領の就任 

      ニューディール政策…国家の介入による経済の安定 

      善隣外交…ラテンアメリカ諸国をドル経済圏へ 

 英・仏の対応＝イギリス：マクドナルド内閣の緊縮財政 

             イギリス連邦の成立…本国と自治領対等 

             オタワ会議でブロック経済圏樹立 

        フランス：左右の対立…ブルム人民戦線内閣の成立 

             政治的不安定 

        ブロック経済推進→世界経済の縮小…経済競争激化 

                         ファシズム諸国の台頭 

 

（３）ナチス=ドイツ 

 ドイツの破綻＝アメリカ依存の経済復興…恐慌により大混乱 

        共和国の危機→共産党，ナチ党の躍進 

        ヒトラー首相任命…軍部・財界の支持 

        全権委任法の成立…一党独裁体制の成立 

        大統領の死→ヒトラー総統就任（国家元首） 

 ナチ党支配＝民主主義的価値の否定…個人の自由，理性 

       民族共同体の建設…ユダヤ人への迫害 

       経済の回復…大規模公共事業，軍需生産 

       全体主義国家の出現 

 

（４）ヴェルサイユ・ワシントン体制の崩壊 

 国際秩序の崩壊＝日本…満州国建国，国際連盟脱退 

         ドイツ…再軍備宣言，ロカルノ条約破棄，国際連盟脱退 

 

【地図・図版】 

 

ブロック経済圏を形成したイギリス・アメリカ・ドイツ・日本・フランスの工業生産指

数の推移に注意して，以下の理由を考えてみよう。 

①なぜ日本が1932年，イギリスが1934年に1929年（世界恐慌の発生年）の数値を上回

ったのか。 

②なぜドイツが1936年，アメリカが遅れて1938年にようやく1929年の数値を上回った

のか。 

③恐慌の波及がもっとも遅かったフランスが，なぜ克服に手間どったのか。 

 

 

1930年代になぜ長征がおこなわれたのか，日本の動きとの関連と，中国内の状況から考

えてみよう。 

  

【写真キャプション】 

▼暗黒の木曜日 

 1929年10月24日，ニューヨークのウォール街での株価の大暴落は，世界的不況の引き

金となった。この日を，人々は「暗黒の木曜日」と呼んだ。写真は10月25日のウォール街。 

 

第 Ⅱ 部 現代世界と日本  

 

第７章 二つの世界大戦 

 

４ 世界恐慌とファシズム 

 

●世界恐慌 

1920年代後半には繁栄を取り戻した世界経済であったが，その中心地アメリカ合衆国の

ニューヨーク株式市場で，29年10月24日，株価の大暴落がおこり，それが空前の世界恐

慌へと拡大した。過剰投資と投機ブームが，株価の急落を受けて，銀行の倒産，工場の閉

鎖などにつながったのである。アメリカを中心に経済の国際的連関が深まっていたため，

この恐慌は全世界をまきこみ，国際協調・民主主義・自由主義という戦後体制の原則がゆ

らいだ。各国政府は国内の経済危機への対応に追われて，国際問題への関与に消極的とな

り，国際連盟の活動は低迷した。こうしたなかで，イタリアのファシスト党のように，武

力を駆使して要求を実現する政治勢力がドイツや日本で台頭した。 

 

●ニューディールとブロック経済 

アメリカ合衆国のフーヴァー共和党政権は，経済危機への有効な政策をとれず，工業生

産の激減，失業者の急増，農民の窮乏など，国内の経済的・社会的状況は急速に悪化した。

これに対して，1933年に大統領に就任した民主党のフランクリン=ローズヴェルトは，

ニューディール（新規まき直し）を掲げて，国家介入による経済の安定化をめざした。大

規模な公共事業によって失業者を減らし，農業生産を調整して農民の生活を支え，企業の

公正な競争をうながして経済復興をはかったのである。また，社会保障や労働者保護の制

度を改革し，労働組合の発展をたすけた①。これらの政策の効果は限られていたが，アメ

リカ社会の不安を沈静化させた。他方，ローズヴェルトは33年から善隣外交を展開し②，

ラテンアメリカ諸国をドル経済圏に取り込んだ。 

世界中に植民地や勢力圏をもつ英仏両国は，緊縮財政とブロック経済政策で大恐慌に対

応した。労働党マクドナルド内閣が失業手当を削減したことで支持を失って崩壊したイギ

リスでは，マクドナルドが改めて挙国一致内閣を組織して緊縮財政策をつらぬき，また

1932年のオタワ会議でイギリス連邦を自衛するスターリング（ポンド）経済圏を形成して

危機を切りぬけた。おくれて恐慌が波及したフランスでも，基本的に緊縮財政とフラン経

済圏の形成による危機脱出をはかった。やがて，左右の対立が激化するなか，36年に社会

党のブルムを首班とする人民戦線内閣が誕生し，国内消費拡大をうながす政策に転じて労

働者の待遇改善などの改革を実行した③。しかし，保守派の反発でブルム内閣は短命に終

わり，さほどの成果はあげられなかった。 

以上のようなアメリカ・イギリス・フランスのブロック経済は，結果的に世界経済を縮 
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⑤ 次の図をみて各問に答えよ。 

 

１ (a)■ (b)■ (c)斜線 の地域にあてはまる事項を選べ。 

［(ア)同盟国側 (イ)同盟国軍の占領地域 (ウ)連合国側］ 

２ Ａの灰色実線，Ｂの灰色破線の進出線は何と呼ばれるか。 

３ サライェヴォは地図上の何番か。 
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45 第７章 二つの世界大戦 ①第一次世界大戦とロシア革命-1 

教p.141〜p.144 

 

１ 三国協商と三国同盟との二つのブロック間の対立がひきおこした戦争は何か。 

２ 戦争につながる危険な情勢であったバルカン半島を形容することばは何か。 

３ バルカン半島における大国と小国の利害と民族問題について， 

(a)ロシアの支援のもとにスラヴ民族の統一をめざす運動を何というか。 

(b)ドイツ民族の世界支配をとなえる運動を何というか。 

４ 1908年，オスマン帝国で青年トルコ革命がおこったが， 

(a)これに乗じて独立を宣言した国はどこか。 

(b)オーストリアが併合した２州はどこか。 

５ セルビア・ブルガリア・モンテネグロ・ギリシアがロシアの支持を得てつくった同盟は何か。 

６ 1914年，オーストリア帝位継承者夫妻がセルビア人の一青年に暗殺された事件を何というか。 

７ 第一次世界大戦が長引くなかで，挙国一致内閣が組織されたり，軍部主体の戦争指導体制がつくら

れたりするなど総動員体制が整備されたが，このような戦争を何というか。 

８ 1917年３月，戦争への国民の支持が弱く，革命がおこった国はどこか。 

９ 1918年１月，アメリカ大統領が発表し，連合国の結束が強まる結果をもたらしたものは何か。 

 

 

【補充・発展】 

 

① 1882年ドイツがオーストリア・イタリアと結んだ同盟は何か。 

 

② 

１ 次の空白(a)〜(d)に適する国名をＡ群より選べ。 

２ (b)と関係の深い文をＢ群より選べ。 

３ 各文を年代順に並べよ。 

(a)すべての国の艦船がドイツ潜水艦の攻撃対象となったため，( ａ )が連合国側に参戦した。 

(b)ドイツは短期決戦をねらい，( ｂ )を侵犯して北フランスに攻め込んだ。 

(c)７月末，オーストリアはドイツの強い支持を得て( ｃ )に宣戦した。 

(d)三国同盟に消極的になっていた( ｄ )が連合国側に参戦した。 

Ａ群 ［１．イタリア ２．セルビア ３．アメリカ ４．ロシア ５．ベルギー］ 

Ｂ群 (ア)ヴェルダンで大攻勢にでた。 (イ)マルヌの会戦で進撃を阻止された。 

(ウ)ドイツと単独講和を結んで戦線を離脱した。 

 

③ 第一次世界大戦で開発された新兵器を一つ記せ。 

 

④ 次の事項のうち，「十四カ条の平和原則」に該当しないものを選べ。 

［(ア)秘密外交の廃止 (イ)国際平和機構の設置 (ウ)無賠償・無併合による休戦］ 

東部戦線では、ドイツとオーストリア軍がロシア領内でたたかっていた。一方、
西部戦線は、はやくから膠着状態であったが、 年夏以降一挙に連合国が有利に
なった。なぜだろう。

①第一次世界大戦とロシア革命❶

問いかけ

いままで中立を守ってきたアメリ
カが連合国の立場で参戦したため。

確認問題
第一次世界大戦の両陣営の名称を記せ。
各国利害と民族主義の対立により緊迫したバルカン半島の情勢
を何と呼ぶか。

年に発生したオーストリア皇位継承者夫妻暗殺事件を何と
呼ぶか。
第一次世界大戦で投入された新兵器を記せ。
第一次世界大戦への参戦を決断したアメリカの大統領は誰か。

三国協商
／三国同
盟
ヨーロッ
パの火薬
庫
サライェ
ヴォ事件
毒ガス／
戦車／飛
行機
ウィルソ
ン

戦争は東西両戦線で膠着状態におちいり、毒ガス・戦車・飛行機など新兵器が投入
されて、戦争はますます悲惨なものになった。

①第一次世界大戦とロシア革命❶▶ 第一次世界大戦の展開

新兵器と長期戦

新兵器の戦車

第一次世界大戦で特徴的なのは塹壕戦
であった。イギリスは塹壕を突破する
ために戦車を開発し、「水槽」 タン
ク という暗号をつけた。また偵察と
爆撃のための飛行機も開発された。こ
のほか、ドイツは潜水艦を使用して連
合国の通商を妨害・破壊した。新兵器
の開発とともに戦争の形態は大きくか
わった。
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●❶
●❸
●❺

●❾
●❼

●❷
●❹
●❻
●❽

現代の世界史の教科書 ソフトが新しくなります
●❺イラスト JPEG

プリント作成などの際，ワンポイ
ントで使える人物や建物等のイラ
ストを多数収録。

●❼史料  Word

『詳説世界史』の史料文など，15種類を収録しています。
●❻板書例・発問例・用語解説 Word

『教授資料 授業実践編』より，板書例・解説などを収録。

●❸地図・図版 JPEG

教科書に掲載されている地図や図版
をすべて収録（写真除く）。地図はカ
ラーだけでなくモノクロでも収録さ
れているので，テストや授業プリン
トなどに貼りつけてご使用下さい。

●❹白地図 JPEG

各地域別の白地図を収録しています。

●❽年表 Word

先史時代から現代までの年表を収録しています。

●❶教科書データ Word

教科書の本文，注，写真キャプションといった文字情
報のほか，地図や図版も収録しています。

●❿授業用 Power Point教材

●❾デジタルブック 
教科書のレイアウトをそのままに，デジタルブック
（PDF）として収録しました。

PDF

※ 教科書ソフト CD-ROMとは別に
DVD-ROMで収録

●❷準拠テスト例 Word

教科書準拠のテスト例を収録。Word形式なので授業
の進度に合わせて編集可能です。

対応機種　Windows 10/8.1
対応ソフト　Microsoft Word 2013以上／Microsoft Power Point 2013以上
対応ブラウザ　Internet Explorer Ver.11以上

本体価格：9,000円（税別）
世A315

商品番号：72-036

現代の世界史
改訂版

教科書の本文や地図，図版と
いった教科書に掲載されている
データに加え，『教授資料 授業
実践編』より板書例や解説，テ
ストやプリント作成に役立つイ
ラストや白地図，年表，準拠テ
スト例などの素材だけではなく，
授業に役立つPowerPointを新た
に収録しました。さらに，操作
方法などを説明した「教科書ソ
フト活用ガイド」も収録してお
ります。

新機能 PowerPoint



玄宗の晩年には彼の寵愛を受けていた楊貴妃の一族が実権を掌握し、
それに反発して安史の乱がおこった。 

東アジア文化圏の形成2▶2 唐の動揺 

B 安史の乱 

ウイグル 
…8世紀半ば、東突厥を滅ぼす 　　 
　→ 唐代中期以降中国を圧迫 
　→ 9世紀、キルギスに敗北し滅亡 　 
　→ 一部はタリム盆地に移動 

突厥 
…6世紀中頃、大遊牧国家形成　 
　  (中央アジア～中国東北地方) 
　→ 6世紀末、東西分裂 
　→ 勢力維持 
　…唐建国に際し騎馬軍団で援助 

モンゴル高原を中心とする北方で勢力をもったのは、トルコ系の突
厥、ついでウイグルである。 

東アジア文化圏の形成2▶1 唐と隣接諸国 

A 北方…トルコ系民族の活躍 

なぜ、律令体制はいきづまっていったのか、考えてみよう。 
問いかけ 

没落・逃亡する農民が増加し、均田制・租調庸制・府兵制が崩壊し
たから。 

山川デジタル指導書の特長
●電子黒板やプロジェクターなどICT機器を使用した授業で使えるPowerPoint板書例を収録。
●教科書・教授資料のデータやデジタル素材集などを活用してPowerPoint教材のカスタマイ
ズが可能。

●特典として，PowerPointの使い方を収録。教科書ソフト（別売り）やデジタル素材集とあわ
せて使うことでICT対応のオリジナル教材が容易に作成できる。

●弊社発行の世界史教科書全6冊に加え，2冊の図録より，
写真を除くすべての地図，系図，年表，グラフ，イラ
スト等の図版や資料を収録。

●教科書の章立てだけでなく，キーワード検索が可能で
あり授業準備や授業中でもパソコンの画面上で簡単に
セレクト・保存ができる。先生方のイメージする画像
を使った授業を強力にサポート。

●パソコン画面上で拡大・縮小も簡単にでき，強調した
い部分の投影も可能。

●教室の後方からでも，十分鮮明な画像が得られる解像度。
●画像データは，プリント作成にも使用可能。

世界史デジタル指導書（世界史A・B共通）

世界史デジタル素材集
本体20,000円（税別）　商品番号：87-067　

世界史デジタル教材集
本体18,000円（税別）　商品番号：86-076　※指導書扱いにつき，教科書取扱い書店にご注文ください。

3つのポイント
❶PowerPoint板書例（97のテーマ、約1100スライ
ド）をご用意

❷短くまとめたエッセンスでポイントが一目瞭然
❸デジタルMAPや教授資料等の教材も充実

3つのポイント
❶定評ある教科書と図録から，約2,100点を収録
❷教科書，キーワードなどから簡単に検索できる
❸画質の鮮明さにこだわり，遠くからでもよく見える

内容（世界史A・B共通）
①PDFデータ
・教科書改訂版6点
・教授資料『授業実践編』改訂版6点（詳説世界史〈世B310〉・
新世界史〈世B313〉・高校世界史〈世B314〉・要説世界史〈世
A318〉・現代の世界史〈世A315〉・世界の歴史〈世A316〉）

・世界史A・B共通教授資料「研究編」
②世界史A授業用PowerPoint教材66テーマ（約900スライド）
　世界史B授業用PowerPoint教材97テーマ（約1200スライド）
③デジタルMap（11点）
④黒板投影用デジタル白地図
・特典（PowerPointの使い方）　1ランク上の「PowerPoint資料
作成術」／ PowerPointで鍛える歴史の「論理思考」

世界史正誤問題データ集 
先生用（Windows版CD-ROM）
本体25,000円（税別）　商品番号：86-070

みるみる論述力が 
つく世界史デジタル
本体20,000円（税別）　商品番号：86-080

3つのポイント
❶かんたんな操作性を実現
❷利用シーンに応じた，オリジナル教材がつくれる
❸復習用の演習プリントのほか，実践的な入試対策
としても使える

3つのポイント
❶世界史への興味・関心を引き出す映像
❷近代・現代を中心に映像や地図を豊富に収録
❸授業に役立つ解説書付で理解がもっとはかれる

2015年までの大学入試に出題された過去7年間分の正誤問題
を集めて収録。様々な条件での抽出はもちろん，詳説世界史
（世B310）の章・節からの抽出やキーワードでの検索も可能。
※対応機種：Windows 8.1，10

世界史A・B共通
【教科書】  世界史A：要説世界史（世A318）・現代の世界史（世

A315）・世界の歴史（世A316）
 世界史B：詳説世界史（世B310）・新世界史（世B313）・

高校世界史（世B314）
【図録】詳説世界史図録／世界史図録ヒストリカ

1巻〈地理導入編〉 74項目（計約111分）商品番号：87-063
2巻〈序章～3章〉 39項目（計約41分）商品番号：87-064

3巻〈4章～7章〉 60項目（計約63分）商品番号：87-065

授業で使える世界史映像集 全３巻
映像でみる諸地域世界／映像でみる近代・現代（A・B共用）
監修　海上尚美・近江屋篤史・吉岡大輔 分売本体各18,000円（税別）

デジタル素材活用の，
あらゆる 
授業スタイルに対応！

おなじみの正誤問題集が
最新バージョンで登場！

教科書『詳説世界史』
の章・節からも問題
抽出が可能
論述指導に便利な 
過去問データベース

1スライド=1メッセージで簡潔明瞭。カスタマイズ
可能でオリジナルのPowerPoint教材作成にも便利

拡大縮小や表示範囲が自由自在！
これからの歴史授業に必携の 
デジタルMap

探していた素材が
すぐ見つかる！
すぐ使える！

世界史を映像で体感

1 地理導入編
世界の各地域の自然環境，伝統衣装，農業，食生活，宗
教などの特徴を，それぞれ１分程度で紹介する「地理
導入編」。導入・展開・まとめのどの授業場面でも活用
でき，生徒の興味・関心を引き出します。

【監修】海上尚美，近江屋篤史，吉岡大輔

●東アジア 項目Ｎｏ.１～１６
　（黄河の風景，長江の風景，漢民族の伝統衣装，中華料理，仏教，儒教，万里の長城　ほか）

●内陸アジア 項目Ｎｏ.１７～２１
　（モンゴル高原，ゴビ砂漠，タクラマカン砂漠，遊牧騎馬民族の生活，アニミズム　ほか）

●南アジア 項目Ｎｏ.２２～３９
　（インダス川，ガンジス川，IT産業，カレー，ヒンドゥー教，仏教，モェンジョ=ダーロ　ほか）

●東南アジア 項目Ｎｏ.４０～５１
　（チャオプラヤー川，モンスーンの雨季と乾季，東南アジアの民族衣装，托鉢の僧　ほか）

●西アジア 項目Ｎｏ.５２～６３
　（閉鎖的な砂漠地帯，ナイル川，キャラバンサライ，イスラーム教，ユダヤ教，三大ピラミッド　ほか）

●ヨーロッパ 項目Ｎｏ.６４～７４
　（地中海，ライン川，ドナウ川，アルプス山脈，カトリック，プロテスタント，ギリシア正教　ほか）

主な収録内容

授業で使える
世界史映像集
映像でみる諸地域世界／映像でみる近代・現代（A・B共用）

授
業
で
使
え
る
世
界
史
映
像
集
映
像
で
み
る
諸
地
域
世
界

映
像
で
み
る
近
代・現
代

（A・B共用）

1
地
理
導
入
編

地理導入編1【おことわり】●このビデオグラムの映像は標準画質で収録されており、ハイビジョン画質ではありません。
●このビデオグラムは、教育機関における授業等で視聴することを目的に販売が許諾されており、そのすべての権利は著作権者に留保されています。これを複製
すること、公衆送信（有線・無線の放送含む）、公開上映することはできません。●ご使用になるプレーヤーにより、操作が若干異なる場合があります。詳しくはプ
レーヤーの取扱説明書をご参照ください。【取り扱いおよび保管上のご注意】●ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズ等をつけないように取り扱ってください。
●ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用
しないでください。●ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵をかいたり、シール等を貼付したりしないでください。●ひび割れや変形、ま

たは接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないでください。●直射日光のあたる場所、高温・
多湿な場所での使用、保管は避けてください。●ご使用後、ディスクは必ずプレーヤーから取り出し、専用のケー
スに入れて保管してください。●プラスチックケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破
損し、ケガをすることがあります。

111分21914A 片面二層 COLOR STEREO MPEG-2 複製不能

レンタル禁止
DVDビデオは、映像と音声を高密度に
記録したディスクです。DVDビデオ対応の
プレーヤーで再生してください。

鑑賞上の注意：ご視聴の際は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面より離れてご覧ください。

2017 NHK ENTERPRISES©
￥18,000（本体）＋税

2017.2.28 MADE IN JAPAN Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

価格： 本体価格 18,000円  + 税

発　行 ：　　　　　　　
企画・販売元 ： 山川出版社 〒101-0047　東京都千代田区内神田1-13-13　 TEL : 03-3293-8131   FAX : 03-3292-6469

山川出版社インターネットホームページ　http://www.yamakawa.co.jp

2 序章～３章
歴史的建造物，農産物生産の様子などの実写と当時
を描く絵画，写真を教科書の項目にあわせて再編集
した「序章～３章」。教科書に出てくる地図の矢印や
色付けを動画にした＜アニメーション＞の項目は，板
書のように大型モニターに投影することで，生徒の印
象に残る授業が展開できます。

【監修】海上尚美，近江屋篤史，吉岡大輔

●序章・1章　項目Ｎｏ.１～２３
　（人類の進化，都市長安，オアシスの道，草原の道，海の道，海のネットワークの構築，モンゴルの征服と大帝国による
　ネットワーク　ほか）

●２章　項目Ｎｏ.２４～３２
　（香辛料のルート，香辛料の取引の様子，香辛料と銀の価値，銀の世界的ルート，16～17世紀のヨーロッパを代表
　する王　ほか）

●３章　項目Ｎｏ.３３～３９
　（綿織物と綿花の交易ルート，イギリスの綿織物生産，茶と砂糖の交易ルート，大陸横断鉄道の敷設と領土の拡大 ほか）

主な収録内容

授業で使える
世界史映像集

映像でみる諸地域世界／映像でみる近代・現代（A・B共用）

授
業
で
使
え
る
世
界
史
映
像
集
映
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で
み
る
諸
地
域
世
界

映
像
で
み
る
近
代・現
代

（A・B共用）
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序章～３章2【おことわり】●このビデオグラムの映像は標準画質で収録されており、ハイビジョン画質ではありません。
●このビデオグラムは、教育機関における授業等で視聴することを目的に販売が許諾されており、そのすべての権利は著作権者に留保されています。これを複製
すること、公衆送信（有線・無線の放送含む）、公開上映することはできません。●ご使用になるプレーヤーにより、操作が若干異なる場合があります。詳しくはプ
レーヤーの取扱説明書をご参照ください。【取り扱いおよび保管上のご注意】●ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズ等をつけないように取り扱ってください。
●ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用
しないでください。●ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵をかいたり、シール等を貼付したりしないでください。●ひび割れや変形、ま

たは接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないでください。●直射日光のあたる場所、高温・
多湿な場所での使用、保管は避けてください。●ご使用後、ディスクは必ずプレーヤーから取り出し、専用のケー
スに入れて保管してください。●プラスチックケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破
損し、ケガをすることがあります。

41分21915A 片面一層 COLOR STEREO MPEG-2 複製不能

レンタル禁止
DVDビデオは、映像と音声を高密度に
記録したディスクです。DVDビデオ対応の
プレーヤーで再生してください。

鑑賞上の注意：ご視聴の際は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面より離れてご覧ください。

￥18,000（本体）＋税

2017.2.28 MADE IN JAPAN Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

価格： 本体価格 18,000円  + 税

発　行 ：　　　　　　　
企画・販売元 ： 山川出版社 〒101-0047　東京都千代田区内神田1-13-13　 TEL : 03-3293-8131   FAX : 03-3292-6469

山川出版社インターネットホームページ　http://www.yamakawa.co.jp

3 ４章～７章
当時を描く絵画，写真のほか，重要人物の演説や世界
史上の大きな出来事について現存する動画で構成
した「４章～７章」。教科書に出てくる地図の矢印や色
付けを動画にした＜アニメーション＞の項目は，板書
のように大型モニターに投影することで，生徒の印象
に残る授業が展開できます。

【監修】海上尚美，近江屋篤史，吉岡大輔

●４章　項目Ｎｏ.１～１２
　（オスマン帝国内での改革と抵抗，インド大反乱，強制栽培制度，アヘン戦争　ほか）

●５章　項目Ｎｏ.１３～２５
　（人の移動，国際組織の発達，自動車の歴史，アボリジニの生活，マオリ族の生活　ほか）

●６章　項目Ｎｏ.２６～４６
　（フルトン演説，スターリン，板門店，オスロ合意，ガンディー，アインシュタイン　ほか）

●７章　項目Ｎｏ.４７～６０
　（キング牧師，ゴルバチョフ，マルタ会談，ベルリンの壁崩壊，アパルトヘイト，アラブの春　ほか）

主な収録内容

授業で使える
世界史映像集
映像でみる諸地域世界／映像でみる近代・現代（A・B共用）

授
業
で
使
え
る
世
界
史
映
像
集
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像
で
み
る
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地
域
世
界

映
像
で
み
る
近
代・現
代

（A・B共用）
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４章～７章3【おことわり】●このビデオグラムの映像は標準画質で収録されており、ハイビジョン画質ではありません。
●このビデオグラムは、教育機関における授業等で視聴することを目的に販売が許諾されており、そのすべての権利は著作権者に留保されています。これを複製
すること、公衆送信（有線・無線の放送含む）、公開上映することはできません。●ご使用になるプレーヤーにより、操作が若干異なる場合があります。詳しくはプ
レーヤーの取扱説明書をご参照ください。【取り扱いおよび保管上のご注意】●ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズ等をつけないように取り扱ってください。
●ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用
しないでください。●ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵をかいたり、シール等を貼付したりしないでください。●ひび割れや変形、ま

たは接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないでください。●直射日光のあたる場所、高温・
多湿な場所での使用、保管は避けてください。●ご使用後、ディスクは必ずプレーヤーから取り出し、専用のケー
スに入れて保管してください。●プラスチックケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破
損し、ケガをすることがあります。

63分21916A 片面一層 COLOR STEREO MPEG-2 複製不能

レンタル禁止
DVDビデオは、映像と音声を高密度に
記録したディスクです。DVDビデオ対応の
プレーヤーで再生してください。

鑑賞上の注意：ご視聴の際は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面より離れてご覧ください。

2017 NHK ENTERPRISES©
￥18,000（本体）＋税

2017.2.28 MADE IN JAPAN Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

価格： 本体価格 18,000円  + 税

発　行 ：　　　　　　　
企画・販売元 ： 山川出版社 〒101-0047　東京都千代田区内神田1-13-13　 TEL : 03-3293-8131   FAX : 03-3292-6469

山川出版社インターネットホームページ　http://www.yamakawa.co.jp

本体38,000円（税別）　商品番号：86-074　※デジタル教材集とデジタル素材集のセット商品です。

電子黒板・プロジェクター用 パソコンソフト

電子黒板・プロジェクター用

映像教材（DVD）

デジタル地図

山川デジタル
歴史地図
本体35,000円（税別）
商品番号：86-079

地歴科ご担当の先生に必携のデジタル歴史
地図。世紀ごとの世界地図をメインMAPと
し，そこから教科書や図録に収載の地図へ
の切り替えが可能。描画ツールを使って書
き込みもでき，白地図にも切り替えられる。

授業用世界史A
PowerPoint教材
本体3,600円（税別）　商品番号：86-081

論述問題の「解き方」を筋道立ててわかりやすく解
説した生徒向けの論述問題集『みるみる論述力が
つく世界史』をベースに400題以上の論述問題を収
録したデータベース。

世界史Aの配列に合わせて約70テーマで構成し
たPowerPoint教材。写真や地図・図版も多数収録。
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山川のICTでつ なぐ＋ふかまる

※単体でもご購入できます。

※単体でもご購入できます。

NEW



津野田 興一（つのだ・こういち）

東京都立日比谷高等学校教諭

世界史教育

●新世界史

南川 高志（みなみかわ・たかし）

京都大学教授

古代ローマ史

●詳説世界史
●高校世界史

青木 康（あおき・やすし）

立教大学特任教授

イギリス近代政治史
●世界の歴史
●高校世界史

小豆畑 和之（あずはた・かずゆき）

東京都立西高等学校教諭

世界史教育
●世界の歴史

池田 嘉郎（いけだ・よしろう）

東京大学准教授

ロシア近代史
●詳説世界史
●高校世界史

石井 栄二（いしい・えいじ）

東京都立国立高等学校教諭

世界史教育
●世界の歴史

石橋 崇雄（いしばし・たかお）

東洋文庫研究員

中国清代史

●新世界史

小田中 直樹（おだなか・なおき）

東北大学教授

フランス近代史
●世界の歴史

大津留 厚（おおつる・あつし）

神戸大学名誉教授

東欧近現代史
●要説世界史

仮屋園 巌（かりやぞの・いわお）

東京都立国立高等学校教諭

世界史教育

●要説世界史

日下部 公昭（くさかべ・こうしょう）

前筑波大学附属高等学校教諭

世界史教育
●要説世界史
●詳説世界史
●高校世界史

小松 久男（こまつ・ひさお）

東京大学名誉教授

中央アジア近現代史

●現代の世界史
●詳説世界史
●高校世界史

佐藤 次高（さとう・つぎたか）

元東京大学教授／元早稲田大学教授

アラブ・イスラーム史
●要説世界史

澤野 理（さわの・おさむ）

神奈川県立逗子高等学校教諭

世界史教育
●要説世界史

鈴木 孝（すずき・たかし）

前東京学芸大学附属高等学校教諭

世界史教育

●現代の世界史
●新世界史

鳥越 泰彦（とりごえ・やすひこ）

元麻布高等学校教諭

世界史教育
●詳説世界史
●高校世界史

橋場 弦（はしば・ゆづる）

東京大学教授

ギリシア古代史
●世界の歴史
●新世界史

羽田 正（はねだ・まさし）

東京大学特任教授

イスラーム史
●現代の世界史

林 佳世子（はやし・かよこ）

東京外国語大学教授

オスマン帝国史

●世界の歴史

村上 衛（むらかみ・えい）

京都大学准教授

中国近代史
●詳説世界史
●高校世界史

油井 大三郎（ゆい・だいざぶろう）

一橋大学名誉教授／東京大学名誉教授

アメリカ現代史

●詳説世界史
●高校世界史

今泉 博（いまいずみ・ひろし）

昭和学院秀英高等学校講師

世界史教育

●要説世界史
●詳説世界史
●高校世界史

木村 靖二（きむら・せいじ）

東京大学名誉教授

ドイツ近現代史

●現代の世界史
●世界の歴史

中野 隆生（なかの・たかお）

学習院大学教授

フランス近現代史

●世界の歴史

森本 一夫（もりもと・かずお）

東京大学教授

イスラーム史

●新世界史

勝田 俊輔（かつた・しゅんすけ）

東京大学教授

アイルランド近代史

●新世界史

久保 文明（くぼ・ふみあき）

東京大学教授

アメリカ政治史

●要説世界史●新世界史

千葉 敏之（ちば・としゆき）

東京外国語大学教授

ドイツ中世史

現

●要説世界史
●現代の世界史
●詳説世界史
●新世界史
●高校世界史

岸本 美緒（きしもと・みお）

お茶の水女子大学名誉教授

中国明清史
●現代の世界史
●世界の歴史

近藤 和彦（こんどう・かずひこ）

東京大学名誉教授

イギリス近世・近代史

●世界の歴史

高山 博（たかやま・ひろし）

東京大学教授

ヨーロッパ中世史

●詳説世界史
●高校世界史

水島 司（みずしま・つかさ）

東京大学名誉教授

南アジア史

教科書一覧

著作者・ 
編集協力者
（ 2020年 3月現在，五十音順）

世界史 A B

A B

世A 315 世A 316 世A 318 世B 310 世B 313 世B 314
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〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-13-13
TEL 03-3293-8131   FAX 03-3292-6469

http://www.ninomiyashoten.co.jp/
https://www.yamakawa.co.jp/
※ホームページにも詳しい情報が掲載されています。是非ご覧下さい。

令和3年度は新刊教科書を刊行いたしませんので，本年度は教科書見本本をお送りいたしておりません。教
科書調査研究のための既刊本の送付は，採択権者から各都道府県教育委員会もしくは教科書協会へのご依頼
により，一部を上限として可能です。ただし，文科省が定めた条件にそぐわない等によりご依頼に応じるこ
とができないこともございます。
お問い合わせは，各都道府県教育委員会までお願いします。

〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-12-6 大森内神田ビル 2F
TEL 03-5244-5850   FAX 03-5244-5963

令和3年度用教科書
世界史

日本史

公民 地理

世界史 A

日本史 A

現代社会 倫理 政治・経済
地理 A 地理 B

日本史 B

世界史 B
現代の世界史

日本史A

現代社会

現代の日本史

現代の倫理 詳説政治・経済 基本地理A 新編詳解地理B

詳説日本史 新日本史 高校日本史

世界の歴史 要説世界史 詳説世界史 新世界史 高校世界史

改訂版　世 A315

改訂版　日 A311

改訂版　現社 323

改訂版　日 A314

改訂版　倫理 309 改訂版　政経 316
地 A309 改訂版　地 B305

改訂版　日 B309 改訂版　日 B315 改訂版　日 B314

改訂版　世 A316 改訂版　世 A318 改訂版　世 B310 改訂版　世 B313 改訂版　世 B314
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