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ている権利で、選挙権などの公的な権
けん

利
り

全
ぜん

般
ぱん

を指す。現代史では、公民権運動
というと、1950～60年代におけるアメリ
カ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

の黒人たちの反差別運動を指
す場合が多い。

★国
こく

書
しょ

　⇒親
しん

書
しょ

・国
こく

書
しょ

★小
こ

作
さく

人
にん

（p.81,109）　農民の種類。自分で
は田畑をもたず、地

じ

主
ぬし

と呼ばれる大土地
所有者から土地を借りて農業を営み、収

しゅう

穫
かく

の一部を地
ち

代
だい

として地主に支
し

払
はら

う。
★国

こっ

交
こう

（p.50,132）　国と国が相
そう

互
ご

に国家と
して認めあうことを前提にした外交関係。

さ
★最
さい

恵
けい

国
こく

待
たい

遇
ぐう

（p.34）　他国と取り決めた
もっともよい待遇を以前の条約締

てい

結
けつ

国
こく

に
与
あた

えること。日
にち

露
ろ

和
わ

親
しん

条
じょう

約
やく

（1854年）で長
崎が開港されたが、これはアメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

などにも適用された。
★債
さい

権
けん

国
こく

・債
さい

務
む

国
こく

（p.76）「債
さい

」とは借金
のこと。資金を他国に貸していて、取り
立てる権利をもつのが債権国。逆に、資
本を借りていて、返済義務を負うのが債
務国。

★財
ざい

閥
ばつ

（p.77,93,97,109）　経済界に特別な影
えい

響
きょう

力
りょく

をもっている巨
きょ

大
だい

企
き

業
ぎょう

のこと。より
厳密には、独

どく

占
せん

資
し

本
ほん

のいくつかある形態
の1つで、グループを構成する企業間に
厳格な支

し

配
はい

・被
ひ

支
し

配
はい

の関係があるものを
指す。

★債
さい

務
む

国
こく

　⇒債
さい

権
けん

国
こく

・債
さい

務
む

国
こく

★冊
さく

封
ほう

（p.27,28） 中
ちゅう

国
ごく

の皇
こう

帝
てい

に使節を派
は

遣
けん

して貢
みつ

ぎ物
もの

を献
けん

上
じょう

した周辺諸国の君主に
対し、中国の皇帝が王号などの爵

しゃく

位
い

を与
あた

え、その地域の支配権を保証すること。
朝
ちょう

鮮
せん

・琉
りゅう

球
きゅう

・ベトナムなどの例がある。
★雑
ざっ

居
きょ

地
ち

（p.35）　国境を定めず、異なる国
の人々が、ともに住んでいる場所。

★市
し

場
じょう

（p.10,27,56,92,141,148）　商品や金銭
そのものを取引する場のこと。日本語で
は取引がおこなわれる特定の場所を「い
ちば」と読み、広い範

はん

囲
い

で取引の状態が

みられる場を「しじょう」と読んで区別
することが多い。

★自
し

然
ぜん

科
か

学
がく

（p.30）　天文学・物理学・化学・
生物学など、自然界の現象を実験と観察
などによって探究する学問。高校でいう
ところの理系科目に当てはまる。

★自
じ

治
ち

・自
じ

治
ち

国
こく

・自
じ

治
ち

領
りょう

（p.9,75,84,92） 植
しょく

民
みん

地
ち

であるが、宗主国からある程度のこ
とは自ら決める権限（自治権）を認められ
ている状態の国や地域をいう。

★地
じ

主
ぬし

（p.30,81,94,109）　広大な土地を所有
している人のこと。自分が利用するほか
に他人に貸すことで、生産物や現金など
を受け取って利益を得ることができる。

★資
し

本
ほん

（p.30,56,77,83,92,95,129,154,157）　ある
事業をおこなうために必要な資金、事業
の進行にともなってつくられた工場や機
械などの生産設備、そこで生まれた製品
や利

り

潤
じゅん

などの総
そう

称
しょう

。
★社
しゃ

会
かい

資
し

本
ほん

・インフラ（p.140,142,146,158）

社会全体の活動基
き

盤
ばん

となる施
し

設
せつ

のこと。
道路・鉄道・港

こう

湾
わん

施
し

設
せつ

・水道など。イン
フラストラクチャー（インフラ）ともいう。

★社
しゃ

会
かい

主
しゅ

義
ぎ

（p.78,81,85,95,98,103,106,128,130,

136,144,147,148,150,154）　資本主義の問題
点である貧

ひん

富
ぷ

の格差をおさえるため、農
場や工場など（生産手段と呼ばれる）を、
そこで働く人々の共同所有・共同管理に
して、裕

ゆう

福
ふく

な人が貧しい人を酷
こく

使
し

する状
況をなくそうとする思想。

★社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

制
せい

度
ど

（p.105,147,158） 国民から
幅
はば

広
ひろ

くお金を徴
ちょう

収
しゅう

し、事故や災害などに
あった人に一定の金額を支給する制度。
年金も、この社会保障の一種である。

★重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

　⇒軽
けい

工
こう

業
ぎょう

・重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

★自
じ

由
ゆう

貿
ぼう

易
えき

・保
ほ

護
ご

貿
ぼう

易
えき

（p.35,105,155,156）

自由貿易とは国家が干
かん

渉
しょう

せずにおこなう
貿易のこと。保護貿易とは国家などが関

かん

税
ぜい

を設けたり、自主規制をおこなったり
する貿易のこと。

★主
しゅ

権
けん

（p.51,83,105,111）　国家の統治やあり
方を決める最高の権力。日本における大

だい

日
に

本
ほん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では天
てん

皇
のう

、日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では
国民と定められている。

★主
しゅ

力
りょく

艦
かん

（p.83）　軍の保有する軍
ぐん

艦
かん

のなか
で、戦

せん

闘
とう

において中心的な役割を果たす
艦
かん

艇
てい

のこと。その厳密な定義は時代や状
じょう

況
きょう

によって異なるが、ワシントン海
かい

軍
ぐん

軍
ぐん

備
び

制
せい

限
げん

条
じょう

約
やく

（1922年）の場合は、おもに戦
艦と巡

じゅん

洋
よう

戦
せん

艦
かん

を指す。
★上

じょう

表
ひょう

（p.46）　意見や提案を権力者、おも
に天
てん

皇
のう

に対して提出する文書のこと。
★植

しょく

民
みん

地
ち

（p.7,12,26,42,56,59,72,75,82,84,92,94,

100,105,107,126,129,145,151,159）　ある国が
軍事力などによって征

せい

服
ふく

した国外の領域。
移住者らによって、本国の都合にあわせ
て開発され、原料供給地や商品市場など
の役割をもたされた。

★親
しん

書
しょ

・国
こく

書
しょ

（p.33,34）　ある国の国王・大
統領などの元

げん

首
しゅ

が、ほかの国の元首にあ
てて発した書簡。元首個人間の交流が目
的ではなく、国家間の関係や問題につい
て記してある点で、通常の手紙とは異
なった意味合いをもつ。

★神
しん

道
とう

（p.49）　日本固有の民
みん

族
ぞく

信
しん

仰
こう

。自然
信仰や祖

そ

先
せん

崇
すう

拝
はい

などが中心となった。明
治時代に日本政府が神道を国教とするが、
それを国

こっ

家
か

神
しん

道
とう

という。
★�ストライキ　⇒デモ・ストライキ
★制
せい

裁
さい

（p.94,100,104,152）　ルールを破った
人間や国などへ与

あた

える罰
ばつ

のこと。国際社
会で問題行動をおこした国に課せられる
場合は経

けい

済
ざい

制
せい

裁
さい

や武
ぶ

力
りょく

制
せい

裁
さい

など、様々
な段階がある。

★製
せい

糸
し

（p.54,93） 蚕
かいこ

がつくるまゆから生
き

糸
いと

を生産すること。海外から綿花を輸入し
た紡績業に対し、蚕を育てる養

よう

蚕
さん

業
ぎょう

は国
内でおこなえたため、日本では製糸業が
重要視された。

★政
せい

党
とう

内
ない

閣
かく

（p.80,97）　選挙で国民の支持を
得て、議会で多数の議席を獲

かく

得
とく

した政
党が組織した内閣のこと。

★勢
せい

力
りょく

圏
けん

（p.56,96,106）　ある国の勢力がお
よぶ範

はん

囲
い

。19世紀末の中
ちゅう

国
ごく

の場合、列
れっ

強
きょう
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あ
★一
いっ

揆
き

（p.41,52）　農民らが特定の目的を達
成するための抵

てい

抗
こう

運
うん

動
どう

。江
え

戸
ど

時代中期
以降は、年

ねん

貢
ぐ

の負担を軽くするよう求め
る大規模な一揆があり、後期には世直し
を求める一揆が頻

ひん

発
ぱつ

した。
★委

い

任
にん

統
とう

治
ち

（p.82,84,126） 国
こく

際
さい

連
れん

盟
めい

が採用
した制度。本来、独立国になるべきであ
るが準備が整っていない地域を、強国が
国連から一時的にゆだねられおさめる。
実際は、第

だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

の戦
せん

勝
しょう

国
こく

が敗
はい

戦
せん

国
こく

の植
しょく

民
みん

地
ち

を分
ぶん

割
かつ

する口実に使用した
という見方もある。

★�インフラ　⇒社
しゃ

会
かい

資
し

本
ほん

・インフラ
★�インフレーション・デフレーション（p.83,

110）　ある経済の状態を指す。インフレー
ションは、お金（不

ふ

換
かん

紙
し

幣
へい

）の発行が本来
の妥

だ

当
とう

な量をこえて過
か

剰
じょう

になっている状
態。この状態では通貨の価値は下がり、
物価は上がる。デフレーションは、お金
（不換紙幣）の発行が本来の妥当な量より
も過少になることをいう。この状態では
通貨の価値は上がり、物価は下がる。

か
★革
かく

命
めい

（p.42,59,131）　政治体制や社会経済
が、比

ひ

較
かく

的
てき

短い期間に大きく変化するこ
と。政治においては、それまで支配を受
けていた階層の人々が武力などを用いて
支配階層を倒

たお

し、権力を握
にぎ

ることを指す
場合が多い。

★割
かつ

譲
じょう

（p.33,55）　ある国が、国の領土の一
部を他国にゆずり与

あた

えること。
★為

か わ せ

替相
そう

場
ば

（p.93,104,138,141）　ある国の通
貨と別の国の通貨との交

こう

換
かん

比
ひ

率
りつ

のこと。
為替レートともいう。

★関
かん

税
ぜい

・関
かん

税
ぜい

自
じ

主
しゅ

権
けん

（p.35,92,105,141,155）

自国の商品や生産者を守るため、他国か
ら輸入する商品にかける税を関税といい、
自国の関税を自主的に決められる権利の
ことを関税自主権という。

★旧
きゅう

暦
れき

（p.49）　使用されている暦
こよみ

より以前
の暦のこと。現在、太

たい

陽
よう

暦
れき

を採用してい
る日本の旧暦は太

たい

陰
いん

暦
れき

である。
★協

きょう

商
しょう

・同
どう

盟
めい

（p.56）　同盟は国家・組織・
個人が共通の目標を達成するために取決
めで約束すること。協商は複数の国家が
特定のことがらについて取決めをおこな
い、協力しあうことで、同盟に比べてゆ
るやかな結びつきとなる。

★共
きょう

和
わ

政
せい

（p.43）　国家に君主がいない政治
形態。

★極
きょく

東
とう

（p.39）　ヨーロッパからみて、中
ちゅう

国
ごく

・朝
ちょう

鮮
せん

・日本・東シベリアなど、もっ
とも東に離

はな

れた地域を指す言葉。
★居
きょ

留
りゅう

地
ち

（p.35）　外国人に居住を許可した
地域。ここでおこなわれた貿易を居

きょ

留
りゅう

地
ち

貿
ぼう

易
えき

という。日
にち

米
べい

修
しゅう

好
こう

通
つう

商
しょう

条
じょう

約
やく

（1858年）
では、外国人の行

こう

動
どう

範
はん

囲
い

は居留地周辺
に限られ、日本国内を自由に旅行するこ
とはできなかった。

★金
きん

融
ゆう

緩
かん

和
わ

（p.141）　景気対策の1つとし
て、中央銀行が公

こう

定
てい

歩
ぶ

合
あい

の引下げなど
の手段を使い、一

いっ

般
ぱん

の企
き

業
ぎょう

が資金を調
達しやすい状態を意図的につくり出すこ
とをいう。

★�クーデタ（p.46,55,57,58,107,139,149） 政権
に関わる人物が、おもに武力・軍事力な
どによって、法令に則

のっと

らずに政権を奪
うば

い
取
と

ること。
★君
くん

主
しゅ

権
けん

（p.53）　国家において、世
せ

襲
しゅう

した
1人の統治者がもっている権力のこと。

★軍
ぐん

需
じゅ

品
ひん

（p.76,111）　軍事活動に必要な物
資のこと。

★景
けい

気
き

（p.77,93,141,158）　経済の状態。好
こう

景
けい

気
き

とは売買・取引などが全体的に活発で、
人々が総じて満足している状態。不

ふ

景
けい

気
き

とは経済活動が不活発な状態で、失業
者やお金に困っている人などが多い。

★軽
けい

工
こう

業
ぎょう

・重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

（p.54,56）　軽工業とは、
繊
せん

維
い

・製紙・食品など、すぐに消費する
ための製品を生産する工業。重工業とは、
鉄
てっ

鋼
こう

・機械・化学など、おもに重量の大

きな製品を生産する工業。
★経
けい

済
ざい

制
せい

裁
さい

　⇒制
せい

裁
さい

★啓
けい

蒙
もう

思
し

想
そう

（p.49）　人間が意識して思考す
る能力のことを理性というが、その理性
を個人で確立していこうとする思想。

★毛
け

織
おり

物
もの

（p.30,40）　ヒツジ・ヤギ・ラクダ
などの毛でつくった糸から織られる織物
で、保温性と耐

たい

久
きゅう

力
りょく

にすぐれている。気
候の冷

れい

涼
りょう

な地域では必
ひつ

需
じゅ

品
ひん

で、衣料品
のほかにも遊牧民のテントや敷

しき

物
もの

をつく
る際の素材となる。

★�ゲリラ（p.136）　大軍同士の決戦を避
さ

け
て小規模な部隊で行動し、奇

き

襲
しゅう

や破
は

壊
かい

工
こう

作
さく

などをおこなう軍隊、またその戦法
をいう。

★権
けん

益
えき

（p.76,83,85,96）　権利と利益のこと。
国際政治では、ある国が他の国から獲

かく

得
とく

した特権や租
そ

借
しゃく

地
ち

などを指して用いられ
ることが多い。

★元
げん

首
しゅ

（p.53,96）　国の行政機関の代表者。
対外的に国を代表する人物である。たと
えば、大

だい

日
に

本
ほん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

下
か

の日本では天
てん

皇
のう

、
アメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

では大統領のことを指す。
★原
げん

油
ゆ

　⇒石
せき

油
ゆ

・原油
★公
こう

共
きょう

事
じ

業
ぎょう

（p.92,95） 私
し

企
き

業
ぎょう

が利益を求め
るためにおこなう活動に対して、国や地
方公共団体（地方自治体）が税金などの
資金を用いておこなう公共目的の事業。
道路や港

こう

湾
わん

の整備などがあげられる。
★工
こう

作
さく

機
き

械
かい

（p.54）　金属や木材・石材など
の素材を、切る・削

けず

る・折る・穴をあけ
るなどの目的に合わせて加工するための
機械。

★公
こう

衆
しゅう

衛
えい

生
せい

（p.157）　人々の健康的な生活
のためにおこなわれる公共的な活動のこ
と。上下水道の管理、感

かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

、ゴミ
処理、生まれたばかりの子どもとその母
親の支

し

援
えん

など、多
た

岐
き

におよぶ。
★公
こう

布
ふ

（p.49,109）　成立した法令などを、
政府が広く国民に知らせ、拘

こう

束
そく

力
りょく

をもた
せること。

★公
こう

民
みん

権
けん

（p.136） その国の国民が本来もっ
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歴史総合を学ぶみなさんへ

　歴史総合は、日本の歴史と世界の歴史を関連づけながら学習する科目です。現代の

私たちの生活や考え方、たとえば衣食住の様式や日本人としての意識、さらに、毎日

遅
ち

刻
こく

せずに学校へ通うことなどは、「なぜ」形成されたのでしょうか。

　また、もっと大きな視点で現代の世界をみると、そこには様々な課題が横たわって

いることに気づくかもしれません。それは、世界の各地でおきている紛
ふん

争
そう

であったり、

地球温暖化などの環
かん

境
きょう

問
もん

題
だい

であったり、貧
ひん

困
こん

や経済格差の問題であったり、様々な分

野にわたって存在しています。ここで大事なことは、これらの課題が「ある日、突
とつ

然
ぜん

に」生じたのではないということです。これらの課題は、「いつ」「どこで」「どのよ

うにして」生じたのでしょうか。

　歴史を学ぶということは、過去のできごとについて学ぶことを通じて、これらの疑

問を探
さぐ

ることです。そのためには、日本の歴史と世界の歴史を学びながら、それぞれ

のできごとを比べたり、たがいのつながりや影
えい

響
きょう

を考えたりすることが重要です。

　歴史総合で学ぶ近代・現代は、世界のあらゆる地域の結びつきが、それ以前の時代

と比べて非常に強くなった時代です。そうした時代を重点的に学びながら、疑問に感

じたことについて考えてみましょう。

　そして、自分なりの答えをみつけたら、家族や友人など、まわりの人たちと話しあ

って、自分の考えを深めてみましょう。

　歴史を学ぶことを通じて、みなさんが現在、私たちの抱える課題を少しでも解決し

て、よりよい社会をつくりあげようとする気持ちを強くすることができれば、これ以

上のよろこびはありません。
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   ［対立・協調］激動の時代、命をかけて平和をつくった人々！
［開発・保全］地球は、そして私たちは、どこへ向かうのだろうか？！

  用語解説̶ 164

  年表̶ 168
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第3部

【西暦と世紀】
西暦は、イエス =キリストが生まれたとされる年を
紀元元年として、年数を数えている。世紀は、西暦の
100年をひとまとまりにして年代を区切るあらわし方
で、たとえば、18世紀は1701年から1800年までを指す。

【年代の表記】
日本の歴史に関わる西暦年は、元号（年号）を併記した。
明治5年までは日本暦と西暦とは1カ月前後の違いが
あるが、日本に関する年月は日本暦をもとにし、西暦
に換算しなかった。改元のあった年は、その年の初め
から新しい年号とした。たとえば、慶應4年は9月8日
に改元して明治元年となったが、この年のことはすべ
て1868（明治元）年とした。

【国名表記】
国名は、つぎのように表記する場合がある。
日本：日　中国：中　韓国：韓　アメリカ：米　
ロシア：露　イギリス：英　フランス：仏　
ドイツ：独　イタリア：伊　オランダ：蘭　
ソヴィエト社会主義共和国連邦：ソ

【文字資料】
文字資料については、原則として現代語訳や日本語訳
としたが、一部、原文をそのまま掲載したものもある。
文字資料の引用はできるだけ必要な部分にとどめ、適
宜、省略や表記の改変などをおこなった。

このテーマを学習するなかで、考えたい事柄を示して
いる。

【テーマ全体の問い】

写真やグラフ、文字資料などに関連して、考えたい事
柄を示している。

【用語解説】
★
本書を読む際に役立つように、本文中に印をつけた語
句は、巻末に「用語解説」を設けて解説した。

18世紀のアジアは、経済や文化が発達し
ていた。こうした状況は、ヨーロッパに
どのような影響を与えたのだろうか？

このデモに参加しているのは、どのような
人々だろう？
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地理的な見方や考え方を養えるよ
う、巻頭資料として、「歴史の舞
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全体を3部構成、47テーマに分け、1テーマを見開き2ページとし、標準単位数2単位で無理なく
学習できる教科書となっています。
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【西暦と世紀】
西暦は、イエス =キリストが生まれたとされる年を
紀元元年として、年数を数えている。世紀は、西暦の
100年をひとまとまりにして年代を区切るあらわし方
で、たとえば、18世紀は1701年から1800年までを指す。

【年代の表記】
日本の歴史に関わる西暦年は、元号（年号）を併記した。
明治5年までは日本暦と西暦とは1カ月前後の違いが
あるが、日本に関する年月は日本暦をもとにし、西暦
に換算しなかった。改元のあった年は、その年の初め
から新しい年号とした。たとえば、慶應4年は9月8日
に改元して明治元年となったが、この年のことはすべ
て1868（明治元）年とした。

【国名表記】
国名は、つぎのように表記する場合がある。
日本：日　中国：中　韓国：韓　アメリカ：米　
ロシア：露　イギリス：英　フランス：仏　
ドイツ：独　イタリア：伊　オランダ：蘭　
ソヴィエト社会主義共和国連邦：ソ

【文字資料】
文字資料については、原則として現代語訳や日本語訳
としたが、一部、原文をそのまま掲載したものもある。
文字資料の引用はできるだけ必要な部分にとどめ、適
宜、省略や表記の改変などをおこなった。

このテーマを学習するなかで、考えたい事柄を示して
いる。

【テーマ全体の問い】

写真やグラフ、文字資料などに関連して、考えたい事
柄を示している。

【用語解説】
★
本書を読む際に役立つように、本文中に印をつけた語
句は、巻末に「用語解説」を設けて解説した。

18世紀のアジアは、経済や文化が発達し
ていた。こうした状況は、ヨーロッパに
どのような影響を与えたのだろうか？

このデモに参加しているのは、どのような
人々だろう？
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合計70時間

適宜2次元コードを配置し、
動画を参照することでより
深い学びを促します。

歴史の用語に限らず解説が必
要と思われる用語については、
巻末に用語解説を設けて解説
しています。

本文内容をより深く考察できるよう、「考えてみ
よう！」と題した特集ページを設けました。
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いう統一王朝が登場した。これに対し、その北のモンゴル方面には、移

動しながら家
か

畜
ちく

を飼う遊牧 に頼って生活する人々がいた。遊牧民が建て

た国家は機動的な軍事力にすぐれており、秦や漢にとって大きな脅
きょう

威
い

と

なった。

　その後、農耕地帯の王朝が複数に分
ぶん

裂
れつ

したり弱体化したりすると、遊

牧民の立てた王朝が農耕地帯を支配することもあった。13世紀に広大

な領域を誇
ほこ

ったモンゴル帝
てい

国
こく

がその例である。14世紀に成立した明
みん

は、

モンゴルを北に追い出したものの、やはりモンゴルの侵
しん

入
にゅう

を受けること

が多く、万
ばん

里
り

の長
ちょう

城
じょう

をつくって守りを固めていた。その後、17世紀に

清
しん

が農耕地帯と遊牧地帯をあわせて大帝国を築いた。

漢字と儒教・仏教
　漢字は、黄

こう

河
が

流域の王朝で占
うらな

いのときに用いられた文字 に起源がある。

その後、秦や漢の時代に標準の字形が整えられた。

　東アジアに広まった教えとしては儒
じゅ

教
きょう

と仏
ぶっ

教
きょう

がある。紀元前５～６世

紀に活
かつ

躍
やく

した孔
こう

子
し

が道徳にもとづく生き方と政治を説いたのが、儒教の

始まりである。儒教は家族関係を重視することに特
とく

徴
ちょう

がある。一方で、

仏教はインドで生まれ、中央アジアを経由して漢に伝わった。儒教・仏

教は、漢字とともに、朝鮮半島や日本、ベトナム にも広まっていった。

東アジアのなかの日本
　日本列島には、旧

きゅう

石
せっ

器
き

時
じ

代
だい

の後期から人が住んでいたとされる。その

後、日本各地の風土を生かした縄
じょう

文
もん

文
ぶん

化
か

の時代が続いた。九州北部に稲
いな

作
さく

が伝わり日本各地に農耕が広まると、しだいに小さな政権が生まれて

いった。４～６世紀にはヤマト政
せい

権
けん

による国作りが進んだが、その過程

では朝鮮半島の諸国との交流や対
たい

抗
こう

もみられた。

　中国に有力な王朝が出現すると、近
きん

隣
りん

の諸国は友好関係を求めたり、

また文
ぶん

物
ぶつ

や情報を手に入れたりすることを願い、形式的にその臣下とな

った 。たとえば、３世紀日本の卑
ひ

弥
み

呼
こ

は、魏
ぎ

に使節を送り、倭
わ

王
おう

とし

ての承
しょう

認
にん

を受けた。その後、日本の古代国家は、遣
けん

隋
ずい

使
し

や遣
けん

唐
とう

使
し

を通じ

て、中国から律
りつ

令
りょう

や仏教をはじめ様々な文化を導入した。10世紀から

13世紀に盛
さか

んにおこなわれた日本と宋
そう

の貿易のように、正式な使節を

派
は

遣
けん

せずに密接な交流や貿易がおこなわれたこともある。

　日本は中国や朝鮮半島から文化的影
えい

響
きょう

を受けながら国家形成を進め

たが、他方で、かな文字の発明など、独自の文化を求める動きも生じる

ことになった。
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ひ め こ

■5ワールシュタットの戦
たたか

い（1241年）　モンゴル帝国軍
は東ヨーロッパにも侵入して、ワールシュタットの戦
いで勝利し、ヨーロッパの人々に脅威を与

あた

えた。

■77チュノム　ベトナムは中国の王朝から自立した国家
形成を進め、文字についても漢字から独自のチュノム
文字をつくりだした。

■6甲
こう

骨
こつ

文
も

字
じ

　古代中国では亀
きっ

甲
こう

などを火であぶり、生じた亀
き

裂
れつ

で神
しん

意
い

を読み取る占いによって
政治がおこなわれた。占いの結
果を記す際に甲骨文字が用いら
れた。

木 車 馬 幸 人

皿 衆 鳥 友 見

■8金
きん

印
いん

江
え

戸
ど

時代、福岡県の志
し

賀
かの

島
しま

で農民が偶
ぐう

然
ぜん

発見
した。「漢

かんの

委
わの

奴
なの

国
こく

王
おう

」と刻まれており、紀元後１世紀に
後
ご

漢
かん

の光
こう

武
ぶ

帝
てい

が、奴
な

国
こく

（現在の福岡市付近にあった国）
の王に授

さず

けたとされている。このような印は、文書の
秘密を守るための封

ふう

印
いん

に用いられた。福岡市博物館蔵
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東アジアの風土と現在
　東アジアには、中

ちゅう

国
ごく

、モンゴル高原、朝
ちょう

鮮
せん

半
はん

島
とう

、日本列島、台
たい

湾
わん

が含
ふく

まれ、東南部の雨の多い地域と西北部の乾
かん

燥
そう

した地域にわけられる。ま

た、中国東北部や日本の北海道のように比
ひ

較
かく

的
てき

涼
すず

しい地域や、中国南部

や台湾のように亜
あ

熱
ねっ

帯
たい

の地域もあって、風土は多様である。

　20世紀の後半、香
ホン

港
コン

・台湾・韓
かん

国
こく

は経済発展をとげ、21世紀に入る

と中国も台頭してきた。日本もあわせると、世界のなかでも富の集中し

ている地域といえる。しかし、多くの国が少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

などの問題に直面

している。また、東アジアの各国は領土をめぐる問題などで、たがいの

主張が衝
しょう

突
とつ

することも多い。

農耕と遊牧
　中国では、およそ紀元前6000年頃

ころ

から農耕 が始まった。これにもと

づいて、古代の国家が生まれ、紀元前３世紀には秦
しん

、それに続いて漢
かん

と
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き
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後
ご

漢
かん

の光
こう

武
ぶ

帝
てい

が、奴
な

国
こく

（現在の福岡市付近にあった国）
の王に授

さず

けたとされている。このような印は、文書の
秘密を守るための封

ふう

印
いん

に用いられた。福岡市博物館蔵
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東アジアの風土と現在
　東アジアには、中

ちゅう

国
ごく

、モンゴル高原、朝
ちょう

鮮
せん

半
はん

島
とう

、日本列島、台
たい

湾
わん

が含
ふく

まれ、東南部の雨の多い地域と西北部の乾
かん

燥
そう

した地域にわけられる。ま

た、中国東北部や日本の北海道のように比
ひ

較
かく

的
てき

涼
すず

しい地域や、中国南部

や台湾のように亜
あ

熱
ねっ

帯
たい

の地域もあって、風土は多様である。

　20世紀の後半、香
ホン

港
コン

・台湾・韓
かん

国
こく

は経済発展をとげ、21世紀に入る

と中国も台頭してきた。日本もあわせると、世界のなかでも富の集中し

ている地域といえる。しかし、多くの国が少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

などの問題に直面

している。また、東アジアの各国は領土をめぐる問題などで、たがいの

主張が衝
しょう

突
とつ

することも多い。

農耕と遊牧
　中国では、およそ紀元前6000年頃

ころ

から農耕 が始まった。これにもと

づいて、古代の国家が生まれ、紀元前３世紀には秦
しん

、それに続いて漢
かん

と
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■4モンゴル高原の遊牧　遊牧民はヒツジやウマなどを
つれて、水や牧草を求め、季節によって移動する。彼

かれ

らはすぐれた騎
き

馬
ば

技
ぎ

術
じゅつ

をもち、強い軍事力を誇った。

■3長
ちょう

江
こう

流域　温暖
で降雨が多く、稲
作が発達して穀

こく

倉倉
そうそう

地地
ち

帯帯
たい

となった。水となった。水
運も活発である。運も活発である。

■2黄河流域黄河流域黄河流域黄河流域黄河流域　降雨は少な
いが、畑作が発達した。いが、畑作が発達した。いが、畑作が発達した。
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■1万里の長城　現在みられる　現在みられる　現在みられる
万里の長城は、おもに明が整万里の長城は、おもに明が整万里の長城は、おもに明が整
備したものである。
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世界の諸地域の特色について、概説しています。
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172　歴史と資料

10

5

15

明治時代から現在にいたるまで、給食の目的は、どのように
変化してきたといえるだろうか？

■■7のＢ、Ｃの発言をした大臣が所属する省はどこだろう？　
つぎから選ぼう！
農林省（現在の農林水産省）／文部省（現在の文部科学省）

大人の人に給食の思い出をインタビューしてみよう！

無条件賛成
78％

条件付き
賛成 10％

反対 6％
その他 6％

続けた方が
よい
     46％反対

35％

事情による
13％

不明 6％

無条件賛成
78％

条件付き
賛成 10％

反対 6％
その他 6％

続けた方が
よい
     46％反対

35％

事情による
13％

不明 6％

■9学校給食の再開と定着まで

年月日 おもな事項

1945年８月 日本がポツダム宣
せん
言
げん
を受
じゅ
諾
だく
して無

む
条
じょう
件
けん
降
こう
伏
ふく
。第
だい
二
に
次
じ
世
せ
界
かい
大
たい
戦
せん
の終結

1946年12月11日 文部省・厚生省・農林省の３省より、「学校給食実施の普及奨励について」とい
う通達が出される

1946年12月24日 東京、神奈川、千葉の３都県で試験的な給食が開始される

1950年 アメリカ政府の占
せん
領
りょう
地
ち
救
きゅう
済
さい
資
し
金
きん
により、メニューにパンが加わる

1951年 サンフランシスコ平和条約
日本の独立にともない、占領地救済資金が打ち切られる
全国で給食継続要求運動がおこる

1954年 義務教育における給食について定めた学
がっ
校
こう
給
きゅう
食
しょく
法
ほう
が成立

ミルク（脱
だっ

脂
し

粉
ふん

乳
にゅう

）、トマトシチュー

■8国立世論調査所の調査（1951年５月）
『学校給食十五年史』より作成

■⓾学校給食の変
へん

遷
せん

独立行政法人日本スポーツ振興センター提供

コッペパン、ミルク（脱脂粉乳）、
鯨
げい

肉
にく

の竜
たつ

田
た

揚
あ

げ、キャベツの千切
り、ジャム

ソフトめんのカレーあんかけ、牛
乳、甘

あま

酢
ず

あえ、くだもの（黄
おう

桃
とう

）、
チーズ

カレーライス、牛乳、塩もみ、く
だもの（バナナ）、スープ

学校給食に… アメリカの援助打ち切りの
結果、父兄の負担が増えた
場合、学校給食は…

Ａ　 「すべての生徒に同じ昼食を食べさせようと
いうのは社会主義だ、教育上の意義などは
ない」（大

おお
蔵
くら

省
しょう
〈現在の財務省〉）

Ｂ　 「給食によって生徒は他人の弁当をのぞきこ
んだり、偏

へん
食
しょく

ということもなくなる、礼
れい

儀
ぎ

を教えることもできる、一定のカロリーの
食をすべての生徒に食べさせることができ
る等々によって精神、身体両面から有益で
是
ぜ

非
ひ

とも実行したい」
Ｃ　 「教育上のことは知らぬが、食料政策として

は非常によい〔コメの不足に悩
なや

んでいたから
生徒がパンを食べればそれだけ助かる〕」

（天野貞祐『教育五十年』）

■7 給食の廃止をめぐる大臣たちの発言

学童の体位向上並びに栄養教育の見地から、広
く学校において適切な栄養給食をおこなうこと
は、まことに望ましいことである。このたび政
府は連

れん
合
ごう

国
こく

軍
ぐん

総
そう

司
し

令
れい

部
ぶ
〔GHQ〕の好意にもとづい

て学校給食用として食品等を漸
ぜん

次
じ

国民学校に対
し特別配給して、全国的に学校給食実施の強化
拡
かく

充
じゅう

を企
き

画
かく

することになった。

■6「学校給食実施の普及奨励について」
（現代語訳）

1947年 1952年 1965年 1977年

学校給食の再開と定着
　太平洋戦争後、日本は食料難に苦しんだが、1946（昭和21）年12月

には、東京と東京周辺の県で試験的な給食が始められた。試験給食開始

を目前にひかえた12月11日、「学校給食実施の普
ふ

及
きゅう

奨
しょう

励
れい

について」とい

う通達が文
もん

部
ぶ

省
しょう

・厚
こう

生
せい

省
しょう

・農
のう

林
りん

省
しょう

の３省より出された。

　1951（昭和26）年、政府内で給食の廃
はい

止
し

が検討された 。この背景には、

サンフランシスコ平
へい

和
わ

条
じょう

約
やく

の締
てい

結
けつ

にともなって、アメリカ政府からの資
し

金
きん

援
えん

助
じょ

が打ち切られることがあった。議論の結果、給食の継
けい

続
ぞく

が決まっ

たが、これには世論 の果たした役割も大きかった。
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16 歴史の扉
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学校給食が始まったときは、どのようなことが重視されたのだろう？

これらのほかに、資料となりそうなものはあるだろうか？

これらのほかにも特
とく

徴
ちょう

をもつ給食があるだろうか？　調べてみよう！

忠愛小学校は、どのような事情で設立されたのだろう？　
また、この学校の給食の目的は何であったと考えられるだろう？

■♶ 給食発祥の記念碑（山形県鶴つる
岡
おか
市）

明
治
二
十
二
年
十
月
鶴
岡
の

各
宗
寺
院
住
職
ら
相あ

い

図は
か

り〔
相

談
し
〕
恵
ま
れ
ぬ
家
庭
の
子
弟

教
養
の
た
め
大だ

い

督と
く

寺じ

内
に
私

立
忠
愛
小
学
校
を
開
設
浄じ

ょ
う

財ざ
い

〔
寄
付
〕を
も
つ
て
子
弟
に
弁
当

を
給
し
た
…
…

■♷1889年の給食　おにぎり・塩
しお

鮭
ざけ

・漬
つ

け物
もの

。
独立行政法人日本スポーツ振興センター提供

古文書（古い文書）　公文書（政府や官庁が作成した文書）
新聞　雑誌　日記　個人の手帳　石

せき
碑
ひ

遺
い

跡
せき

から発見されたもの

■♳ 歴史資料の例

■♴地産地消給食（奈良県宇
う

陀
だ

市、2019年）　
全国学校給食甲子園事務局提供

■♵ワールドカップ給食（福井県三
み

国
くに

町〈現、坂
さか

井
い

市〉、
2002年）　日本と韓

かん

国
こく

で開かれたサッカーの国際
大会を記念したもの。メキシコ料理をイメージし
ている。独立行政法人日本スポーツ振興センター提供

現代の学校給食
　近年の学校給食には、自分で好きなメニューを選ぶバイキング形式や

地元の食材を用いた地
ち

産
さん

地
ち

消
しょう

を意識したメニューが導入されている。ま

た、行事・イベントにちなんだメニューが用意されることもある。

　現代の給食では、しっかり栄養をとることに加えて、楽しく食べるこ

とや、食事を通して地域や世界に対する理解を深めることも重視してい

るといえる。

♴

♵

学校給食の始まり
　学校給食は、1889（明治22）年に山形県の私立忠

ちゅう

愛
あい

小学校で始まった

とされる。♶は、現在、小学校の跡
あと

地
ち

にある石碑である。

　その後、給食には貧困などの理由で食事を十分にとれない児童の救済

という役割があることが認められ、しだいに学校給食は日本全国へと広

がっていった。しかし、1941（昭和16）年に始まった太
たい

平
へい

洋
よう

戦
せん

争
そう

の物資

不足のなかで給食は中止に追
お

い込
こ

まれていった。

私たちが直接みたわけではない過去のできごとを知りたいとき、手がか
りになるのが歴史資料（史料）である。資料は文字で書かれたものにとど
まらず、その種類は多様である。得ることができた資料をもとに、何が
読み取れるかを考え、その内容が妥

だ

当
とう

であるかどうかを検討し、過去の
できごとを復元していくこと、また、そのできごとが歴史の流れのなか
でどのような意味をもっていたのかを考えることが、「歴史を知る」と
いうことである。学校の給食から、歴史について考えてみよう。

♳

歴史
の扉 2 歴史と資料

学校給食の
歴史
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「歴史の扉」では学校と給食を取り上げ、身近な物事から歴史の 関係性や資料（史料）の解釈について主体的に学びます。
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拡
かく

充
じゅう

を企
き

画
かく

することになった。

■6「学校給食実施の普及奨励について」
（現代語訳）

1947年 1952年 1965年 1977年

学校給食の再開と定着
　太平洋戦争後、日本は食料難に苦しんだが、1946（昭和21）年12月

には、東京と東京周辺の県で試験的な給食が始められた。試験給食開始

を目前にひかえた12月11日、「学校給食実施の普
ふ

及
きゅう

奨
しょう

励
れい

について」とい

う通達が文
もん

部
ぶ

省
しょう

・厚
こう

生
せい

省
しょう

・農
のう

林
りん

省
しょう

の３省より出された。

　1951（昭和26）年、政府内で給食の廃
はい

止
し

が検討された 。この背景には、

サンフランシスコ平
へい

和
わ

条
じょう

約
やく

の締
てい

結
けつ

にともなって、アメリカ政府からの資
し

金
きん

援
えん

助
じょ

が打ち切られることがあった。議論の結果、給食の継
けい

続
ぞく

が決まっ

たが、これには世論 の果たした役割も大きかった。
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学校給食が始まったときは、どのようなことが重視されたのだろう？

これらのほかに、資料となりそうなものはあるだろうか？

これらのほかにも特
とく

徴
ちょう

をもつ給食があるだろうか？　調べてみよう！

忠愛小学校は、どのような事情で設立されたのだろう？　
また、この学校の給食の目的は何であったと考えられるだろう？

■♶ 給食発祥の記念碑（山形県鶴つる
岡
おか
市）

明
治
二
十
二
年
十
月
鶴
岡
の

各
宗
寺
院
住
職
ら
相あ

い

図は
か

り〔
相

談
し
〕
恵
ま
れ
ぬ
家
庭
の
子
弟

教
養
の
た
め
大だ

い

督と
く

寺じ

内
に
私

立
忠
愛
小
学
校
を
開
設
浄じ

ょ
う

財ざ
い

〔
寄
付
〕を
も
つ
て
子
弟
に
弁
当

を
給
し
た
…
…

■♷1889年の給食　おにぎり・塩
しお

鮭
ざけ

・漬
つ

け物
もの

。
独立行政法人日本スポーツ振興センター提供

古文書（古い文書）　公文書（政府や官庁が作成した文書）
新聞　雑誌　日記　個人の手帳　石

せき
碑
ひ

遺
い

跡
せき

から発見されたもの

■♳ 歴史資料の例

■♴地産地消給食（奈良県宇
う

陀
だ

市、2019年）　
全国学校給食甲子園事務局提供

■♵ワールドカップ給食（福井県三
み

国
くに

町〈現、坂
さか

井
い

市〉、
2002年）　日本と韓

かん

国
こく

で開かれたサッカーの国際
大会を記念したもの。メキシコ料理をイメージし
ている。独立行政法人日本スポーツ振興センター提供

現代の学校給食
　近年の学校給食には、自分で好きなメニューを選ぶバイキング形式や

地元の食材を用いた地
ち

産
さん

地
ち

消
しょう

を意識したメニューが導入されている。ま

た、行事・イベントにちなんだメニューが用意されることもある。

　現代の給食では、しっかり栄養をとることに加えて、楽しく食べるこ

とや、食事を通して地域や世界に対する理解を深めることも重視してい

るといえる。

♴

♵

学校給食の始まり
　学校給食は、1889（明治22）年に山形県の私立忠

ちゅう

愛
あい

小学校で始まった

とされる。♶は、現在、小学校の跡
あと

地
ち

にある石碑である。

　その後、給食には貧困などの理由で食事を十分にとれない児童の救済

という役割があることが認められ、しだいに学校給食は日本全国へと広

がっていった。しかし、1941（昭和16）年に始まった太
たい

平
へい

洋
よう

戦
せん

争
そう

の物資

不足のなかで給食は中止に追
お

い込
こ

まれていった。

私たちが直接みたわけではない過去のできごとを知りたいとき、手がか
りになるのが歴史資料（史料）である。資料は文字で書かれたものにとど
まらず、その種類は多様である。得ることができた資料をもとに、何が
読み取れるかを考え、その内容が妥

だ

当
とう

であるかどうかを検討し、過去の
できごとを復元していくこと、また、そのできごとが歴史の流れのなか
でどのような意味をもっていたのかを考えることが、「歴史を知る」と
いうことである。学校の給食から、歴史について考えてみよう。

♳

歴史
の扉 2 歴史と資料

学校給食の
歴史

016-017 rs3_1_0_歴史と私たち・歴史と資料(3).indd   16 2020/03/19   9:13

「歴史の扉」では学校と給食を取り上げ、身近な物事から歴史の 関係性や資料（史料）の解釈について主体的に学びます。
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21近代化への問い

産業と人口
近代化への問い②

産
さん

業
ぎょう

革
かく

命
めい

は、紡
ぼう

績
せき

業
ぎょう

の分野から始まった。
産業の発達やその影

えい

響
きょう

について、みていこう。

■1手
て

紡
つむ

ぎ車
ぐるま

■2紡績工場 国立国会図書館蔵

■3日本の人口の推移
国土交通省「国土の長期展望」中間とりまとめ概要より作成

■4世界の人口の推移　United Nations, � e World at Six Billion および 

United Nations, World Population Prospects 2019 より作成
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（1338年）
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明治維新
3,330万人（1868年）

12,693万人
（2000年）

12,784万人
（2004年12月）

9,515万人
（2050年、中位推計）

4,771万人
（2100年、中位推計）

11,522万人
（2030年、中位推計）

第二次世界大戦終結　
7,199万人（1945年）

だい に じ せかいたいせん

めい じ い しん

1000 1500 2000

紡績業の発展

人口の変化

中学校で産業革命を習いました。そのときに、■2のような写真をみたことがあります。

■2の前は、■1のように手動で糸をつくっていました。

（　A　）や（　B　）に当てはまる選
せん

択
たく

肢
し

や言葉は何だろう？

ヨーロッパの（A：イギリス／フランス／ドイツ／インド）から始まった産業革命は、
紡績業などの軽工業から始まりました。

つまり、産業革命とは（　B　）を使って、製品を大量生産することなんですね。

産業が発達すると、社会も変化します。 ■3のグラフから、どのようなことが読み取れるでしょうか？

そうですね。■4のグラフも参考にして、（　C　）が増加した原因は何か考えてみましょう。

日本では明
めい

治
じ

維
い

新
しん

のあと、（　C　）が大きく増加しています。

（　C　）に当てはまる言葉は何だろう？

このページで気づいたこと、もっと知りたいと思ったことを疑問のかたちでまとめてみよう。
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20 第1部　近代化と私たち

交通と貿易
近代化への問い①

18世紀のイギリスで始まった産
さん

業
ぎょう

革
かく

命
めい

は、交通機関の発達もうながした。
交通機関が発達していった理由や、その影

えい

響
きょう

について、みていこう。

①～⑥のテーマのなかから選んで、取り組んでみよう。

1872 新
しん
橋
ばし
と横浜のあいだに最初の鉄道が開通する

1881 日
に
本
ほん
鉄
てつ
道
どう
会
がい
社
しゃ
が設立される

1885 日本郵
ゆう
船
せん
会
かい
社
しゃ
が設立される

1889 東
とう
海
かい
道
どう
線
せん
（東京～神戸）が全通する

1891 日本鉄道会社が上
うえ
野
の
～青森に鉄道を全通させる

1893 日本郵船会社がボンベイ（インド）への航路を開く

1896
日本郵船会社がアントウェルペン（ヨーロッパ）、シアトル（北
アメリカ）、メルボルン（オーストラリア）への航路を開く

1906 鉄
てつ
道
どう
国
こく
有
ゆう
法
ほう
が制定される

■4日本における交通機関の発達 ■♷日本郵船会社のおもな定期航路（1896年）

■3アメリカ合衆国北東部の鉄
てつ

道
どう

網
もう

（1860年）

●

●

大西洋

ニューヨーク
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アメリカ
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■1蒸
じょう

気
き

機
き

関
かん

車
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0 3000km
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大西洋大西洋

シアトル
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マルセイユ
アントウェルペン

シンガポール

シドニー
メルボルン

ボンベイポートサイド

アデン
コロンボ

ロンドン

スエズ運河 ホノルル

よこはま
横浜

ながさき
長崎

ホンコン
香港

シャンハイ
上海

0°（赤道）

■2蒸気機関車関係の資料

運河開通以前には陸上交通は、……100ポンド＊1の重さのもの
を１マイル＊2運ぶのに１セント＊3かかった。そこでコムギ１バレ
ル＊4が市場に出して5ドルするとすれば、そのコムギを300マイ
ル運ぶ運賃は5ドル以上になったであろう。しかし鉄道によると
シンシナティからニューヨークまで１ドルで運ぶことができる。

＊1 1ポンド＝約453グラム　＊2 1マイル＝約1.6キロメートル
＊3 1ドル＝100セント　＊4 1バレル＝容量をはかる単位で、はかるものの種類や
国によって数値は変化する。 （平凡社編集部編『西洋史料集成』）

新しい交通機関の発明

日本における新しい交通機関の発達

■1の絵は、蒸気機関を利用した新しい交通機関ですね。

ということは、鉄道は（　　　　B　　　　）にも活用されたと考えられますね。

■2によると、鉄道によってコムギの輸送費が（A：高くなった／安くなった）ことがわかります。

（　A　）や（　B　）に当てはまる選
せん

択
たく

肢
し

や言葉は何だろう？

■4をみると、日本でも（C：明
めい

治
じ

維
い

新
しん

／第
だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

／第
だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

）以降、新しい交通機関が普
ふ

及
きゅう

していきますね。

この頃
ころ

のインドは、（D：綿
めん

花
か

／生
き

糸
いと

／アヘン／茶）の生産地として知られていました。

（　C　）から（　E　）に当てはまる選択肢は何だろう？

欧
おう

米
べい

への航路は、日本で生産された（E：綿花／生糸／アヘン／茶）の輸出のために開かれたのでしょうか？

最初の国際航路がインドへの航路となったのは、なぜでしょう？

このページで気づいたこと、もっと知りたいと思ったことを疑問のかたちでまとめてみよう。

020-025 rs3_1_0_近代化への問い(2).indd   20 2020/12/22   9:54

学習指導要領「近代化への問い」で取り上げられている「交通と貿易」「産業と人口」
「権利意識と政治参加、国民の義務」「学校教育」「労働と家族」「移民」の6項目に
ついて掲載しています。授業では項目1つを選択し、資料を読みとく技術を培いな
がらこれから学ぶ「近代化」について、疑問や課題意識を持つようにします。
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（　A　）や（　B　）に当てはまる選
せん

択
たく

肢
し

や言葉は何だろう？

■4をみると、日本でも（C：明
めい

治
じ

維
い

新
しん

／第
だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

／第
だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

）以降、新しい交通機関が普
ふ

及
きゅう

していきますね。

この頃
ころ

のインドは、（D：綿
めん

花
か

／生
き

糸
いと

／アヘン／茶）の生産地として知られていました。

（　C　）から（　E　）に当てはまる選択肢は何だろう？

欧
おう

米
べい

への航路は、日本で生産された（E：綿花／生糸／アヘン／茶）の輸出のために開かれたのでしょうか？

最初の国際航路がインドへの航路となったのは、なぜでしょう？

このページで気づいたこと、もっと知りたいと思ったことを疑問のかたちでまとめてみよう。

020-025 rs3_1_0_近代化への問い(2).indd   20 2020/12/22   9:54

資料を読み解いたり、疑問を
設定したりするヒントとなる
よう、それぞれの項目にキャ
ラクターによる会話文等を設
けました。
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271　18世紀の世界とアジア

5

10

15

20

隷貿易もおこなわれ、大
たい

西
せい

洋
よう

三
さん

角
かく

貿
ぼう

易
えき

と呼ばれる体制が成立した。ヨー

ロッパ諸国の競争は、18世紀後半にイギリスの勝利で終わった。しかし、

1783年にアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

がイギリスから独立 し、その影響を受けて、

19世紀前半にはラテンアメリカ諸地域も独立を達成した。そのため、

ヨーロッパ諸国は、新たな進出先を求める必要にせまられていた。

日本・琉球・
蝦夷地

1603（慶
けい

長
ちょう

8）年に成立した江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

は、17世紀半
なか

ばまでにキリスト教を禁じ、日本人の海
かい

外
がい

渡
と

航
こう

や海

外に居住する日本人の帰国も禁じた。さらに、オランダを除くヨーロッ

パ船の来
らい

航
こう

を禁止して貿易を統制した。こうした状態は、のちに「鎖
さ

国
こく

」と呼ばれた。しかし、幕府はいわゆる「四つの窓口」を通じて海外

との交流を続けており 、その情報をもとに同時代の国際情勢を把
は

握
あく

した。

　幕府が貿易を統制すると、それまで輸入品であった綿織物・茶・陶磁

器・砂糖などは日本国内で生産されるようになった。また、新
しん

田
でん

開
かい

発
はつ

な

どによって農業生産ものびた。これらを背景に、日本では江戸・大
おお

坂
さか

・

京都の三都が生まれ、三都を中心に全国市場 も形成された。

　15世紀に成立した琉
りゅう

球
きゅう

王
おう

国
こく

は、明
みん

・清の冊
さく

封
ほう

国
こく

としての立場をとり、

中
ちゅう

継
けい

貿
ぼう

易
えき

で栄えていた。しかし、17世紀に薩
さつ

摩
ま

藩
はん

の侵
しん

攻
こう

を受けてからは、

中国に形式的に服属しながらも、日本の支配を実質的に受けるようにな

った。

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

（現在の北海道）は、まだ日本の領域としては把
は

握
あく

されていなか

った。蝦夷地南
なん

端
たん

の松
まつ

前
まえ

をおさめていた大
だい

名
みょう

は、先住民族のアイヌ と

の交易を通じて蝦夷地の物産や中国東北地方の物産を入手していた。

→p.42

→p.36～37

4

★

→p.28 ★

→p.36 →p.28～29

■4江戸時代の対外交易　江戸時代の日本は、長崎・
対
つ し ま

馬藩
はん

・薩摩藩・松前藩を窓口として、海外と交易を
おこなった。また日本は、清と正式な国交をもたなか
ったが、長崎で中国の商人との取引を許したほか、オ
ランダ・琉球・朝

ちょう

鮮
せん

を通じて交易をおこなった。

中国の政治に対して批判的な意見がヨーロッパ
ではかなり広く存在するのだが、私は逆に、中
国旅行記などによって、その政体が賢

けん
明
めい
で明確

な法律にもとづいていて、その法を皇帝が遵
じゅん
守
しゅ

させるとともに、皇帝自身も遵守していると理
解するにいたった。
（ケネー『中国の専制政治』／大野英二郎『停滞の帝国』）

■5 18世紀のヨーロッパ人の中国観

ケネーは、当時の中国（清）を、どのように
みていたのだろう？

対馬藩

長崎

朝鮮

中国
（明・清）

山丹
蝦夷地（アイヌ）

琉球

江戸幕府

オランダ 500km0

さんたん

薩摩藩

松前藩

交易関係
使節の派遣

樺太
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26 第1部　近代化と私たち
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豊かなアジア
へのあこがれ

18世紀のアジア では、西から順にオスマン帝
てい

国
こく

・ムガル帝国・清
しん

などが栄え、経済や文化が発

達していた 。とくにインドから中
ちゅう

国
ごく

にかけての地域は、綿織物 ・茶・陶
とう

磁
じ

器
き

などの世界商品 を生産していた。このうち、インド産の綿織物は

ヨーロッパで使われるだけでなく、アフリカで奴
ど

隷
れい

貿
ぼう

易
えき

の対価として

も用いられる重要な商品であった。また、中国産の茶を陶磁器で飲む習

慣は、当時のイギリスで上・中流階級のたしなみとなっていた。

　これらの商品を入手するために、ヨーロッパ諸国は、東
ひがし

インド会
がい

社
しゃ

と

いう特許会社 を設立するなどして、アジアへ進出したが、東南アジア島
とう

嶼
しょ

部
ぶ

やインド沿岸部を除くと、植
しょく

民
みん

地
ち

にするのは容易ではなかった。と

くに清は、17世紀後半に即
そく

位
い

した康
こう

熙
き

帝
てい

以来、３代約130年にわたる

繁
はん

栄
えい

の時代にあり、ヨーロッパ諸国に対してキリスト教布教の禁止や貿

易の統制をおこなっていた。中国に渡った宣
せん

教
きょう

師
し

らの報告を通じて、ヨ

ーロッパにもたらされた中国の政治体制や文化は、ヨーロッパの思想家

に大きな影
えい

響
きょう

を与
あた

えた 。

ヨーロッパ諸国
の海外進出

ヨーロッパ諸国は、16世紀頃
ころ

から商品を取引

するため、海外へ進出しはじめ、たがいに植民

地獲
かく

得
とく

競争を繰
く

り広
ひろ

げた。その結果、18世紀に入る頃までには南北ア

メリカ大陸が植民地化された。また、アフリカ西海岸に拠
きょ

点
てん

を設けた奴

1

2

★3

★ ★

★ →p.13

★

★

1654～1722

5

18世紀のアジアは、経済や文化が発達していた。こうした
状
じょう

況
きょう

は、ヨーロッパにどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えたのだろうか？

３つの陶磁器を
比べて、相互の
関係について考
えてみよう！

1  18世紀の世界と
アジア

■118世紀半ばの世界

■2中国の都市のにぎわい　中国では、河
川や運河を利用した輸

ゆ

送
そう

網
もう

が発達し、都
市では活発な商取引がおこなわれていた。

■3陶磁器の交流　上から、中国の景
けい

徳
とく

鎮
ちん

でつくられ
た陶磁器、西洋風の絵付けがほどこされた中国の陶
磁器、ドイツのマイセン焼。上：五島美術館蔵
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文字

武器

奴隷

広州

３つの陶磁器を
比べて、相互の
関係について考
えてみよう！
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テーマを通して本文の分量を統一し、図版など
の資料や問いかけの点数も精選して、シンプル
なレイアウトとしています。

解説が必要と思われ
る用語については、
★マークをつけ巻末
の用語解説で解説し
ています。
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図版、地図、表はできる限り大きく
し、見やすくしました。
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333　アヘン戦争と日本
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たため、人々の生活は苦しくなり、アヘンの害毒とともに大きな社会問

題となった。

　こうした問題を解決するために、1839年、広州に派
は

遣
けん

された 林
りん

 則
そく

 徐
じょ

 は、アヘンを没
ぼっ

収
しゅう

して廃
はい

棄
き

処
しょ

分
ぶん

にし 、イギリスとは通常の貿易も禁

止する強
きょう

硬
こう

な対策をとった。イギリスはこれを好機ととらえて40年、

清に兵を送った（アヘン戦争 ）。清はイギリスに敗れて42年に南
ナン

京
キン

条
じょう

約
やく

を結び、香
ホン

港
コン

島
とう

の割
かつ

譲
じょう

 、広州・上
シャン

海
ハイ

など５港の開港、賠
ばい

償
しょう

金
きん

の支払い

などを認めた。

　イギリスは1843年、清に領
りょう

事
じ

裁
さい

判
ばん

権
けん

 などを認める不平等な内容の追

加条約を結ばせ、44年に清はイギリスと同じく中国進出をねらってい

たアメリカ・フランスとも通
つう

商
しょう

条
じょう

約
やく

を結んだ。

アヘン戦争と 
日本への影響

中国でアヘン戦争が始まったという情報は、オラ

ンダと清がそれぞれ幕府に提出する「風
ふう

説
せつ

書
がき

」と

呼ばれる報告書から、開戦前の情報も含
ふく

めて詳
くわ

しく日本に伝わった。幕

府は、これらの情報を分
ぶん

析
せき

して、強力な海軍力をもつイギリスが、清に

勝利することを予測した。

　幕府は1842（天
てん

保
ぽう

13）年に異国船打払令を改めて、外国船に燃料や食

料を与
あた

える天
てん

保
ぽう

の薪
しん

水
すい

給
きゅう

与
よ

令
れい

を出し、外国との戦争を避
さ

ける方針をとっ

た。この時点では、「鎖
さ

国
こく

」政策そのものを改めることは想定していな

かった。オランダは44（弘
こう

化
か

元）年に幕府に開国を勧
かん

告
こく

する国王の親
しん

書
しょ

 を送ったが、幕府はこの状
じょう

況
きょう

下
か

でも、「鎖国」を理由として開国を拒
きょ

絶
ぜつ

した。
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■5林則徐によるアヘンの廃棄

■4アヘン戦争　右
みぎ

端
はし

のイギリスのボートが清軍の船を
沈
しず

めたところ。

最近、イギリスが中国との戦争に勝ったことは、
わが国の船が毎年長崎に来て提出した報告書か
ら、すでに知っているでしょう。……世界中の
人々が年ごとに交流を深めあっていく流れを、
人の力でとめることはできません。蒸気船がつ
くられてから、国々の距離は短くなってきまし
た。このような時代に、ほかの国々と交流をし
ないことは、感心できません。……ここに殿下
に丁

てい
寧
ねい
に忠告します。今の日本の幸せな状態を

戦争によって失いたくないならば、外国との交
流をきびしく禁止する法をゆるくしなければな
りません。

■6  オランダ国王の親書
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日本近海にあら
われる外国船

日本では、18世紀前半、江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

のもとで蘭
らん

学
がく

が取り入れられ、海外情勢や幕府の対外政

策などに対する人々の関心が高まった。

　18世紀末頃
ごろ

には、日本近海にヨーロッパやアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

の船がた

びたびあらわれるようになった 。幕府は1825（文
ぶん

政
せい

８）年に異
い

国
こく

船
せん

打
うち

払
はらい

令
れい

を出し、外国船を排
はい

除
じょ

する政策をとった。外国船のなかには、日本に

通
つう

商
しょう

（開
かい

国
こく

）を求めるだけでなく、日
に

本
ほん

人
じん

漂
ひょう

流
りゅう

民
みん

の返
へん

還
かん

を試みたものもあ

った。18世紀末にロシアから帰
き

還
かん

した大
だい

黒
こく

屋
や

光
こう

太
だ

夫
ゆう

は、帰
き

還
かん

漂
ひょう

流
りゅう

民
みん

の

１人で、幕府は彼
かれ

らからも海外の情報を収集した。

アヘン戦争と
中国の開港

清
しん

は、18世紀半
なか

ばからヨーロッパ諸国との海上

貿易を広
こう

州
しゅう

のみに限る政策をとっていた。ヨー

ロッパやアメリカでは、18世紀になると、茶の消費が急増し、イギリ

スは中
ちゅう

国
ごく

から大量の茶を買いつけた。イギリスは、自国で生産した製品

を茶の対価とすることを望んだが、イギリス製品は中国では期待通りに

売れなかったため、イギリスから中国へ多額の銀が支
し

払
はら

われることにな

った。これを受けてイギリスは三
さん

角
かく

貿
ぼう

易
えき

を始め、1830年代になると、

アヘンの中国への流入額が、中国からイギリスへの茶の輸出額を上まわ

った。その結果、ついに銀が中国からイギリスへ流出するようになり、

中国では銀の価格が上がった。中国では税を銀で支払うことになってい
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の東アジア進出が進んだ。
このことは、日本にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えたのだろうか？3  アヘン戦争と日本

■1クトゥーゾフ号の航海
19世紀のアメリカ捕

ほ

鯨
げい

船
せん

クトゥーゾフ号の航海を
描
えが

いたフランスの絵画。
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2大黒屋光太夫（左）　
1782（天

てん

明
めい

２）年、船で
江
え

戸
ど

に向かう途中で嵐
あらし

に
あい、アリューシャン列
島に漂

ひょう

着
ちゃく

。現地に毛皮を
とりにきたロシア人とロ
シアに渡

わた

ったあと、92
（寛

かん

政
せい

４）年に帰国した。
鈴鹿市教育委員会蔵

■3三角貿易 イギリスは
中国（清）への銀の一方的
な流出を防ぐため、イン
ド産の麻

ま

薬
やく

であるアヘン
を中国に密輸し、中国か
らイギリス本国に茶や絹

きぬ

を送り、イギリス本国産
の綿織物をインドにもち
こむ三角貿易をおこなっ
た。
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●❶描かれている生物
は何だろう？
●❷日本は、アメリカ
やヨーロッパ諸国に
とって、どのよ
うな位置にあっ
たといえるだ
ろう？
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適宜、図版や地図、表などの資料
にアプローチするための簡単な問
いかけを付しています。

国
こく

の東アジア進出が進んだ。
えいきょう あた

各テーマの冒頭にはテーマを理解するための
発問を付し、本文を読むうえでの視点や考え
たい事柄を示しました。
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たため、人々の生活は苦しくなり、アヘンの害毒とともに大きな社会問

題となった。
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中国でアヘン戦争が始まったという情報は、オラ

ンダと清がそれぞれ幕府に提出する「風
ふう

説
せつ

書
がき

」と

呼ばれる報告書から、開戦前の情報も含
ふく

めて詳
くわ

しく日本に伝わった。幕

府は、これらの情報を分
ぶん

析
せき

して、強力な海軍力をもつイギリスが、清に

勝利することを予測した。

　幕府は1842（天
てん

保
ぽう

13）年に異国船打払令を改めて、外国船に燃料や食

料を与
あた

える天
てん

保
ぽう

の薪
しん

水
すい

給
きゅう

与
よ

令
れい

を出し、外国との戦争を避
さ

ける方針をとっ

た。この時点では、「鎖
さ

国
こく

」政策そのものを改めることは想定していな

かった。オランダは44（弘
こう

化
か

元）年に幕府に開国を勧
かん

告
こく

する国王の親
しん

書
しょ

を送ったが、幕府はこの状
じょう

況
きょう

下
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でも、「鎖国」を理由として開国を拒
きょ

絶
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した。
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のイギリスのボートが清軍の船を
沈
しず

めたところ。

最近、イギリスが中国との戦争に勝ったことは、
わが国の船が毎年長崎に来て提出した報告書か
ら、すでに知っているでしょう。……世界中の
人々が年ごとに交流を深めあっていく流れを、
人の力でとめることはできません。蒸気船がつ
くられてから、国々の距離は短くなってきまし
た。このような時代に、ほかの国々と交流をし
ないことは、感心できません。……ここに殿下
に丁

てい
寧
ねい
に忠告します。今の日本の幸せな状態を

戦争によって失いたくないならば、外国との交
流をきびしく禁止する法をゆるくしなければな
りません。
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 が取り入れられ、海外情勢や幕府の対外政

策などに対する人々の関心が高まった。

　18世紀末頃
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図版、地図、表はできる限り大きく
し、見やすくしました。

できるだけ平易かつ簡潔な叙述を心がけました。
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61いまの私たちにつながる課題
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■4と■5の絵は、それぞれどのような様子を描いたものであるかに注目しよう！

貿易以外の点では、南部と北部の考え方には共通点もみられるようだ。それは、どのようなことだろう？

Q5 「自由貿易を選択するか、保護貿易を選択するか」ということをめぐって、国
家間や国内の地方間で意見が異なるという問題は、現代の社会でもみられるだ
ろうか？　あるとしたら、どのような点が問題となっているのだろうか？

Q4 つぎにあげた南部・北部それぞれの主張にある（ A ）から（ D ）
に当てはまる言葉を、■3から■5を参照して考えてみよう！

　自由貿易か保護貿易かの選択をめぐっては、国内でも意見が異なる

ことがある。このことを、南北戦争にいたるまでのアメリカ合衆国の

状況をまとめた■3から■5のグラフと絵から考えてみよう。

●19世紀後半の
アメリカ合衆国

北部の主張

自由貿易で（ A ）からの安い（ D ）の輸入を野放
しにすると、私たちの工場の経営が危なくなる。それに、
（ C ）を解放すれば、私たちは安価な労働力を獲

かく

得
とく

できるんだ。

南部の主張

保護貿易で（ A ）からの輸入を制限すると、彼
かれ

らは、
報復として、私たちのつくった（ B ）を輸入しなく
なるかもしれない。それに、人口の少ない南部では、
（ C ）は貴重な労働力でもあるんだ。

南　部 北　部

産　業 奴
ど
隷
れい
制
せい
にもとづく大農園（プランテーション）

経営（綿
めん
花
か
など） 資本主義的商工業

貿易政策 自由貿易主義（イギリスに綿花を輸出） 保護貿易主義

国会体制 州
しゅう
権
けん
主
しゅ
義
ぎ

連
れん
邦
ぽう
主
しゅ
義
ぎ

支持政党 民
みん
主
しゅ
党
とう
（1820年代結成） 共

きょう
和
わ
党
とう
（1854年結成）

奴隷制 肯
こう
定
てい

拡大反対
■3アメリカ合衆国の南部と北部の比

ひ

較
かく

野村達朗『大陸国家アメリカの展開』より作成

■4南部の風景 ■5北部の風景

人口

生産高

工場

農場

34％

39％ 61％

75％25％

81％19％

67％33％

66％

南部 北部

鉄道敷設
（距離）

てつどう ふ せつ

（1860年時点）
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工業や商業が発達している国と、
そうではない国との違いに着目
すると、どうだろう？

32～33ページに書かれていることも参照してみよう！

　貿易には、大きく分けて自由貿易と保護

（制限）貿易という２つの形態がある。これ

らの形態は、歴史上、どのような国で、ど

のようなときに、選択されたのだろうか。

まずは、自由貿易と保護貿易の特徴を整理

してみよう。

■♴の絵は、1793年にイギリスから派
は

遣
けん

されたマ

カートニー が清の皇
こう

帝
てい

に謁
えっ

見
けん

して、貿易の改善を求

めている様子を描
えが

いたものである。
1737～1806

どっちがお得？　
自由貿易と保護貿易

人類の歴史をみると、国や人々がいろいろな制約から
自由になろうとする動きがある一方で、行き過ぎた自
由を制限しようとする動きがあることにも気がつく。
このことについて、「貿易」を例として考えてみよう。

Q1 ■♳から、自由貿易を選ぶ国と保護貿易を選ぶ国には、どのよ
うな違いがあるといえるだろうか？

① イギリスは、清からおもに何を輸入していたのだ
ろうか？

② イギリスは、清へ何を輸出したかったのだろうか？
③ イギリスは、清に対してどのようなことを求めた

のだろうか？
④ 清は、なぜイギリスの要求を受け入れなかったの

だろうか？
⑤ 交

こう

渉
しょう

に失敗したあと、イギリスはどのような手段
で貿易の損失をおぎなおうとしたのだろうか？

●自由貿易と保護貿易

●中国（清）とイギリス

いまの私たちにつながる課題 自由・制限

Q3

① １円でも安い商品を買いたい人にとって、自由貿易はどの
ような意味をもつだろうか？

② 他国より優
すぐ

れた製品の開発を進めている人や国にとって、
保護貿易はどのような意味をもつだろうか？

Q2

■♴清の皇帝に謁見するマカートニー

■♳自由貿易と保護貿易の違
ち が

い

自由貿易＝国家が貿易に介
かい

入
にゅう

しない
→市場の働きに任せた自由な取引がおこなわれる
保護貿易＝国家が貿易に介入して自国の産業を保護・振

しん

興
こう

する
　例：関

かん

税
ぜい

や輸入数量制限などにより輸入を制限する
　　　輸

ゆ

出
しゅつ

奨
しょう

励
れい

金
きん

などにより自国製品の輸出をあと押しする

060-061 rs3_1_0_今の私達に繋がる問題_自由貿易と保護貿易(2).indd   60 2020/12/22   10:21

第1部のまとめのページです。学習指導要領にある観点から、 「自由・制
限」「対立・協調」を取り上げました。過去の人々が課題に 対してどの
ような取り組みを行ったかを資料を読み解きながら振り返 り、現代の
諸課題について自ら課題を設定して考えます。
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61いまの私たちにつながる課題
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第1部のまとめのページです。学習指導要領にある観点から、 「自由・制
限」「対立・協調」を取り上げました。過去の人々が課題に 対してどの
ような取り組みを行ったかを資料を読み解きながら振り返 り、現代の
諸課題について自ら課題を設定して考えます。

これまでの学習を通して、身近な現代の課題の解決を視野に入れて構想できるようにしています。
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878　大量生産・大量消費社会

5
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15

20

日本における 
都市の暮らし

第一次世界大戦後、日本は工業化によって、都市

化が進み 、人口は増加していった。住宅地は都

市周辺に広がり、鉄道や乗
のり

合
あい

自
じ

動
どう

車
しゃ

（バス）・タクシーなどの交通手段が

発達した。大都市の中心には鉄筋コンクリートの建造物が並ぶようにな

り、さらに電気やガスを使う生活が広がり、洋室を備えた文
ぶん

化
か

住
じゅう

宅
たく

も各

地に建てられるようになった。鉄道のターミナル駅 付近には百貨店が進

出し、人々の購
こう

買
ばい

意
い

欲
よく

をかき立てた。都市には、事務や営業にたずさわ

る俸
ほう

給
きゅう

生
せい

活
かつ

者
しゃ

（サラリーマン）や、バスガール などの職業婦人も増えた。

　食生活にも大きな変化がみられ、カレーライスやコロッケなどの洋食

が都市の人々に受け入れられるようになった。服装は洋服を着る男性が

増える一方で、女性はまだ和服が中心であったが、しだいに洋装が広が

っていった。

　1920（大正９）年には６年間の義務教育の就
しゅう

学
がく

率
りつ

が99％をこえ、中学

校・高等学校への進学率も高まった。大学の数も増えたことで学生数は

大
おお

幅
はば

に増加し、都市部では知識層が拡大した。

　これらを背景に日本でもマスメディアが発達した。新聞は国内外の事

件を報道し、急速に人々への影響力を高め、発行部数が100万部をこえ

る新聞もあった 。また、大衆雑誌や円
えん

本
ぽん

と呼ばれる安価な本も広く流通

した。1925（大正14）年には、東京・大阪・名古屋でラジオ放送が始まり、

翌年には日本放送協会（NHK）が設立された。ラジオ・映画・レコード

が人々に親しまれ、六大学野球などのスポーツ観戦も人々の娯
ご

楽
らく

として

定着していった。都会で形成された文化は徐
じょ

々
じょ

に地方にも広がった。

5

8

7

6

■5大正時代の東京駅の様子　鉄道博物館蔵

■6日本における新聞の発行部数　『朝日新聞社史』、
『毎日新聞販売史』、『読売新聞百年史』より作成

■7バスガール　1924（大正13）年、東京にはじめてバ
スガールが登場した。石川光陽撮影

■8阪
はん

神
しん

急
きゅう

行
こう

電
でん

鉄
てつ

の梅
うめ

田
だ

停
てい

留
りゅう

場
じょう

　阪急電鉄株式会社蔵

●❶描
えが

かれている赤
あか

煉
れん

瓦
が

の建物は何だろう？
●❷  この絵の内容を述べたもので、誤っているもの
をつぎから選ぼう！

　●①人々は、和服ではなく洋服を着ている。
　●②空には、飛行機や飛行船がみられる。
　●③  自動車がみられる一方、馬車や人

じん

力
りき

車
しゃ

もみられる。
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86 第2部　国際秩序の変化や大衆化と私たち
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アメリカ合衆国
の繁栄

第
だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

中、アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

はイギリス

やフランスなどに大量の武器・物資を送り、資

金の貸出もおこなって大きな利益をあげ、戦後、これまでにない繁
はん

栄
えい

の

時代を迎
むか

えた。

　20世紀初めには、フォード によって流れ作業による自動車の大量生

産システムがつくられ 、自動車の低価格化が実現した。労働者の賃金は

上
じょう

昇
しょう

し、電気冷蔵庫、電
でん

気
き

洗
せん

濯
たく

機
き

など、家電製品の生産・消費も急速に

増えた 。こうしてアメリカ合衆国には、大
たい

量
りょう

生
せい

産
さん

・大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

が到
とう

来
らい

した。

　大量消費の背景には、新聞・雑誌・ラジオなどのマスメディアと広告

の発達もあった。多くの人々が同じ情報に触
ふ

れて影
えい

響
きょう

を受けることで、

生活が画一化され、大衆と呼ばれる人々が増加した。大衆は参政権をも

ち、政治に対して一定の影響力をもった。また、ニューヨークには高層

ビルが建ち並び、現代の大都市の原型が誕生した。アメリカ的な生活様

式や価値観は、ヨーロッパや日本などにも広がった。

　この一方で、繁栄の恩
おん

恵
けい

にあずかることができない貧しい人々も少な

からずいた。また、白人たちのあいだでは豊かな生活を守ろうという保

守的な風潮がみられ 、1924年、人種によって移民 を制限する法律がつ

くられた（移
い

民
みん

法
ほう

）。

1863～19471

2

4 3

第
だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

後、大
たい

量
りょう

生
せい

産
さん

・大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

が到
とう

来
らい

した。
この時代には、どのようなものや文化が広がったのだろうか？8  大量生産・

大量消費社会

■1自動車の組立てライン

■2アメリカにおける家電製品の普
ふ

及
きゅう

常松洋『大

衆消費社会の登場』より作成

■3アメリカにおける移民数の変化　
Historical Statistics of the United States,Colonial Times to 1970より作成

■4クー=クラックス=
クラン（KKK）　南

なん

北
ぼく

戦
せん

争
そう

（→p.39）後に、
白人の優

ゆう

越
えつ

を守るた
めに結成された人種
差別主義の秘密結社。
第一次世界大戦後、
再び勢力を拡大した。
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なぜ、電気冷蔵庫がもっとも
普及したのだろう？
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テーマを通して本文の分量を統一し、図版
などの資料や問いかけの点数も精選して、
シンプルなレイアウトとしています。
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●②空には、飛行機や飛行船がみられる。
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アメリカ合衆国 
の繁栄

第
だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

中、アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

はイギリス

やフランスなどに大量の武器・物資を送り、資

金の貸出もおこなって大きな利益をあげ、戦後、これまでにない繁
はん

栄
えい

の

時代を迎
むか

えた。

　20世紀初めには、フォード によって流れ作業による自動車の大量生

産システムがつくられ 、自動車の低価格化が実現した。労働者の賃金は

上
じょう

昇
しょう

し、電気冷蔵庫、電
でん

気
き

洗
せん

濯
たく

機
き

など、家電製品の生産・消費も急速に

増えた 。こうしてアメリカ合衆国には、大
たい

量
りょう

生
せい

産
さん

・大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

が到
とう

来
らい

した。

　大量消費の背景には、新聞・雑誌・ラジオなどのマスメディアと広告

の発達もあった。多くの人々が同じ情報に触
ふ

れて影
えい

響
きょう

を受けることで、

生活が画一化され、大衆と呼ばれる人々が増加した。大衆は参政権をも

ち、政治に対して一定の影響力をもった。また、ニューヨークには高層

ビルが建ち並び、現代の大都市の原型が誕生した。アメリカ的な生活様

式や価値観は、ヨーロッパや日本などにも広がった。

　この一方で、繁栄の恩
おん

恵
けい

にあずかることができない貧しい人々も少な

からずいた。また、白人たちのあいだでは豊かな生活を守ろうという保

守的な風潮がみられ 、1924年、人種によって移民 を制限する法律がつ

くられた（移
い

民
みん

法
ほう

）。
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この時代には、どのようなものや文化が広がったのだろうか？8  大量生産・

大量消費社会

■1自動車の組立てライン

■2アメリカにおける家電製品の普
ふ

及
きゅう

　常松洋『大
衆消費社会の登場』より作成

■3アメリカにおける移民数の変化　
Historical Statistics of the United States,Colonial Times to 1970 より作成

■4クー=クラックス=
クラン（KKK）　南
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北
ぼく

戦
せん

争
そう

（→p.39）後に、
白人の優

ゆう

越
えつ

を守るた
めに結成された人種
差別主義の秘密結社。
第一次世界大戦後、
再び勢力を拡大した。
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なぜ、電気冷蔵庫がもっとも
普及したのだろう？
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車もみられる。

図版や地図、表などに付す問いかけには選択
形式なども採用し、より資料にアプローチし
やすくしています。
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大衆文化として
の映画

大衆文化のなかで発達した映画は、私たちの社会にどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えたのだろう？

● ●映画の発明と広がり

　映画は、フランスのリュミエール兄弟 やアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

のエディソンらによって発明された。当時の映画は

音声がなく、言語の違
ちが

いが大きな問題とならなかったた

め、国境をこえた技術の交流が盛
さか

んにおこなわれた。第
だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まる頃
ころ

までには、様々な国で映画がつ

くられるようになった。

　アメリカにも多くの映画が輸入され、移民や労働者な

どの娯
ご

楽
らく

となった。1910年頃には、アメリカ西海岸に

映画の街ハリウッドが建設されはじめ、徐
じょ

々
じょ

に映画産業

の中心的役割を担
にな

うようになっていった。

　日本でも映画は人気を得て、1903（明治36）年には浅
あさ

草
くさ

に日本最初の常設映画館が開業した 。

● ●アメリカ合衆国と映画

　第一次世界大戦が始まると、アメリカはヨーロッパな

どに資金の貸出などをおこなって利益をあげ、経済的に

急成長した 。アメリカ映画の製作数は大
おお

幅
はば

に増加し、世

界中にアメリカ映画が輸出されるようになった。

　第一次世界大戦後は、ヨーロッパの監
かん

督
とく

や俳優がハリ

ウッドにまねかれたこともあり、アメリカの映画産業は

大きく成長した。映画は多くの人々に親しまれ 、チャッ 

プリン などのスターと呼ばれる俳優たちが注目を集めた。

　映画が人々の娯楽として定着していくにつれて、映画

の社会への影
えい

響
きょう

力
りょく

も強まった。たとえば、1915年に公

兄1862～1954、弟1864～1948

2

1847～1931

1

→p.86

4

1889～19773

考えてみよう！

■2「ラ =シオタ駅への列車の到
とう

着
ちゃく

」　リュミエ
ール兄弟により、1895年に上映された短編映画。
スクリーンに映った列車がせまってくると、驚

おどろ

いて逃
に

げ出
だ

す観客がいたといわれる。

■1浅草の映画街 関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

（→p.93）の
あと、区画整理され
た浅草には多くの映
画館や劇場が建てら
れた。写真は1930
年代の様子。

■3チャップリン 「モダン・タイムス」「独
どく

裁
さい

者
しゃ

」
など、社

しゃ

会
かい

風
ふう

刺
し

を取り入れた喜劇映画を多数発
表した。

■4映画館の前に集まった人 （々1920年代、ニューヨーク）
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91考えてみよう！　大衆文化としての映画

5

10

5

10

開された「国民の創
そう

生
せい

」では、南
なん

北
ぼく

戦
せん

争
そう

が描
えが

かれるな

かで、黒人は悪役として登場した。映画では白
はく

人
じん

優
ゆう

越
えつ

主
しゅ

義
ぎ

の秘密結社クー = クラックス = クラン（KKK ）が英
えい

雄
ゆう

として描かれ、このことが実際のクー = クラックス =

クランの活動を活発にさせたという説もある。

　1927年から映画には音声が取り入れられるようにな

り、映画の表現は大きく前進した。世
せ

界
かい

恐
きょう

慌
こう

がおこると、

映画産業も打
だ

撃
げき

を受けたが、1930年代になると、再び

映画の人気は高まっていった。1930年代には、「白
しら

雪
ゆき

姫
ひめ

」

「オズの魔
ま

法
ほう

使
つか

い 」などアニメーションやミュージカル

を取り入れた映画や、「フランケンシュタイン」などの怪
かい

奇
き

映
えい

画
が

、「風と共に去りぬ」や西
せい

部
ぶ

劇
げき

といったアメリカ

の歴史を描く映画など、様々な種類の映画がつくられた。

● ●映画と政治

　映画は、各国政府によってプロパガンダとして利用さ

れることもあった。

　ソ連では、1920年代にロシア革
かく

命
めい

を正当化する映画

がつくられた。ドイツでは、ナチ党
とう

が法律で映画への検
けん

閲
えつ

を強めるとともに、多くの宣伝映画をつくらせた 。

　日本でも、政府は映画を管
かん

轄
かつ

下
か

におこうとして、法律

を定めた。戦時中には、多くの戦争映画がつくられ、観

客は映画を通じて兵士への感謝や、戦争への協力をうな

がされた。アメリカやイギリスなどでも戦時中には戦
せん

意
い

高
こう

揚
よう

のための映画がつくられ、現代の映画にも登場する

ヒーローが、日本やドイツと戦う映画もあった。

7

→p.39

→p.86

→p.92

5

8

6

★

→p.78～79

→p.95 9

■7「国民の創生」のポスター　クー =
クラックス =クランが描かれている。

■5「白雪姫」　ディズニー（1901～66）によるハリウッ
ド初の長編アニメーション映画で、はじめて世界に配
給されたアニメーション映画でもあった。

■8「オズの魔法使い」　アメリカの児童文学を原
作として製作された。当時はまだ珍

めずら

しかったカラ
ーフィルムを使用するなど、製作には多額の資金
がかかった。

■6西部劇　アメリカが北アメリカ大陸の西へと領土を
広げていった時代や、そこで活

かつ

躍
やく

した人々を描く映画
は西部劇と呼ばれ、数多く製作された。写真は1939年
に公開された「駅

えき

馬
ば

車
しゃ

」で、町と町を結ぶ駅馬車に乗
りあわせた人々の人間模様と、駅馬車を襲

おそ

う先住民族
との戦いを描いた。

■9「意
い

志
し

の勝
しょう

利
り

」　1934年、ドイツのニュルンベ
ルクでおこなわれたナチ党の党大会を記録した映
画。ナチ党のよいイメージをアピールしようと、
様々な演出が用いられた。

7■7■「国民の創生」のポスター

090-091 rs3_2_0_考えてみよう_大衆文化としての映画(3).indd   91 2020/12/22   10:45

「考えてみよう！」と題した特集ペー
ジを7つ設け、本文の内容をよりいっ
そう深く考察できるよう、重要な
テーマを別途叙述しています。
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あか

字
じ

国
こく

債
さい

を発行して、公
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テーマを通して本文の分量
を統一し、図版などの資料
や問いかけの点数も精選し
て、シンプルなレイアウト
としています。

図版、地図、表はできる限り
大きくし、見やすくしました。
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適宜2次元コードを配置し、
動画を参照することでより
深い学びを促します。
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1355　高度経済成長の光と影
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介
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みん

所
しょ

得
とく

倍
ばい

増
ぞう

計
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長
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総
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せい

産
さん

（GNP）がアメリカにつぐ西側諸国第２位となった。

　高度経済成長を支えたのは、消費の拡大、関
かん

連
れん

企
き

業
ぎょう

の設備投資、企業

どうしの競争などを背景とする設備投資の拡大である 。大企業や中小企

業では技術革新が進み、日本製品の品質が向上した。また、西アジアの

産油国からの安価な原油 により石炭から石油へのエネルギー源の転
てん

換
かん

が生じたこと、固
こ

定
てい

為
か わ せ

替レートや品質の向上などにより輸出がのび、資
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用したこと、防衛費をおさえて経済成長に政府の資金を向けたことなど

もあげられる。

大衆消費社会
の誕生

高度経済成長は、国民の生活様式や意識を大きく

変化させた。1950年代後半には、「三
さん

種
しゅ

の神
じん

器
ぎ

」、

その後、1960年代末以降には、3C（「新
しん

三
さん

種
しゅ

の神
じん

器
ぎ

」）が普
ふ

及
きゅう

した 。こ

のような耐
たい
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きゅう

消
しょう

費
ひ

財
ざい

のほか、インスタント食品なども普及した。こうし

た消費生活における変化は流通面にも変化をもたらし、スーパーマーケ
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1950年代後半から1960年代、日本経済は急速に成長した。
この時期、日本ではどのようなことがおこったのだろうか？5  高度経済成長の

光と影

■♶生活の変化　たらい
と洗

せん

濯
たく

板
いた

（上）を使って
おこなわれていた洗濯
は、電気洗濯機（下）を
使用しておこなわれる
ようになった。
上：昭和のくらし博物館提供

電気洗濯機など耐久消費財の普及は、人々
の生活に、どのような変化をおよぼしたのだろう？
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ビデオカメラ
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機
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（%）■♳日本の経済成長率
（実質）
総務庁統計局監修『日本長
期統計総覧』、内閣府「国
民経済計算」より作成

■♵耐久消費財普及率　白黒テレビ・電
でん

気
き

洗
せん

濯
たく

機
き

・電気冷蔵庫は
「三種の神器」、自家用車・カラーテレビ・クーラー（ルームエア
コン）は3C（「新三種の神器」）と呼ばれた。
内閣府「消費動向調査」より作成

■♴自動車の生産　自動車生産には新しい技術や組立てライン方
式などが取り入れられた。

134-135 rs3_3_5_高度経済成長の光と影(3).indd   134 2020/12/22   11:15

適宜2次元コード を配置し、動画を参照
することでより深 い学びを促します。
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ている権利で、選挙権などの公的な権
けん

利
り

全
ぜん

般
ぱん

を指す。現代史では、公民権運動
というと、1950～60年代におけるアメリ
カ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

の黒人たちの反差別運動を指
す場合が多い。

★国
こく

書
しょ

　⇒親
しん

書
しょ

・国
こく

書
しょ

★小
こ

作
さく

人
にん

（p.81,109）　農民の種類。自分で
は田畑をもたず、地

じ

主
ぬし

と呼ばれる大土地
所有者から土地を借りて農業を営み、収

しゅう

穫
かく

の一部を地
ち

代
だい

として地主に支
し

払
はら

う。
★国

こっ

交
こう

（p.50,132）　国と国が相
そう

互
ご

に国家と
して認めあうことを前提にした外交関係。

さ
★最
さい

恵
けい

国
こく

待
たい

遇
ぐう

（p.34）　他国と取り決めた
もっともよい待遇を以前の条約締

てい

結
けつ

国
こく

に
与
あた

えること。日
にち

露
ろ

和
わ

親
しん

条
じょう

約
やく

（1854年）で長
崎が開港されたが、これはアメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

などにも適用された。
★債
さい

権
けん

国
こく

・債
さい

務
む

国
こく

（p.76）「債
さい

」とは借金
のこと。資金を他国に貸していて、取り
立てる権利をもつのが債権国。逆に、資
本を借りていて、返済義務を負うのが債
務国。

★財
ざい

閥
ばつ

（p.77,93,97,109）　経済界に特別な影
えい

響
きょう

力
りょく

をもっている巨
きょ

大
だい

企
き

業
ぎょう

のこと。より
厳密には、独

どく

占
せん

資
し

本
ほん

のいくつかある形態
の1つで、グループを構成する企業間に
厳格な支

し

配
はい

・被
ひ

支
し

配
はい

の関係があるものを
指す。

★債
さい

務
む

国
こく

　⇒債
さい

権
けん

国
こく

・債
さい

務
む

国
こく

★冊
さく

封
ほう

（p.27,28） 中
ちゅう

国
ごく

の皇
こう

帝
てい

に使節を派
は

遣
けん

して貢
みつ

ぎ物
もの

を献
けん

上
じょう

した周辺諸国の君主に
対し、中国の皇帝が王号などの爵

しゃく

位
い

を与
あた

え、その地域の支配権を保証すること。
朝
ちょう

鮮
せん

・琉
りゅう

球
きゅう

・ベトナムなどの例がある。
★雑
ざっ

居
きょ

地
ち

（p.35）　国境を定めず、異なる国
の人々が、ともに住んでいる場所。

★市
し

場
じょう

（p.10,27,56,92,141,148）　商品や金銭
そのものを取引する場のこと。日本語で
は取引がおこなわれる特定の場所を「い
ちば」と読み、広い範

はん

囲
い

で取引の状態が

みられる場を「しじょう」と読んで区別
することが多い。

★自
し

然
ぜん

科
か

学
がく

（p.30）　天文学・物理学・化学・
生物学など、自然界の現象を実験と観察
などによって探究する学問。高校でいう
ところの理系科目に当てはまる。

★自
じ

治
ち

・自
じ

治
ち

国
こく

・自
じ

治
ち

領
りょう

（p.9,75,84,92） 植
しょく

民
みん

地
ち

であるが、宗主国からある程度のこ
とは自ら決める権限（自治権）を認められ
ている状態の国や地域をいう。

★地
じ

主
ぬし

（p.30,81,94,109）　広大な土地を所有
している人のこと。自分が利用するほか
に他人に貸すことで、生産物や現金など
を受け取って利益を得ることができる。

★資
し

本
ほん

（p.30,56,77,83,92,95,129,154,157）　ある
事業をおこなうために必要な資金、事業
の進行にともなってつくられた工場や機
械などの生産設備、そこで生まれた製品
や利

り

潤
じゅん

などの総
そう

称
しょう

。
★社
しゃ

会
かい

資
し

本
ほん

・インフラ（p.140,142,146,158）

社会全体の活動基
き

盤
ばん

となる施
し

設
せつ

のこと。
道路・鉄道・港

こう

湾
わん

施
し

設
せつ

・水道など。イン
フラストラクチャー（インフラ）ともいう。

★社
しゃ

会
かい

主
しゅ

義
ぎ

（p.78,81,85,95,98,103,106,128,130,

136,144,147,148,150,154）　資本主義の問題
点である貧

ひん

富
ぷ

の格差をおさえるため、農
場や工場など（生産手段と呼ばれる）を、
そこで働く人々の共同所有・共同管理に
して、裕

ゆう

福
ふく

な人が貧しい人を酷
こく

使
し

する状
況をなくそうとする思想。

★社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

制
せい

度
ど

（p.105,147,158） 国民から
幅
はば

広
ひろ

くお金を徴
ちょう

収
しゅう

し、事故や災害などに
あった人に一定の金額を支給する制度。
年金も、この社会保障の一種である。

★重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

　⇒軽
けい

工
こう

業
ぎょう

・重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

★自
じ

由
ゆう

貿
ぼう

易
えき

・保
ほ

護
ご

貿
ぼう

易
えき

（p.35,105,155,156）

自由貿易とは国家が干
かん

渉
しょう

せずにおこなう
貿易のこと。保護貿易とは国家などが関

かん

税
ぜい

を設けたり、自主規制をおこなったり
する貿易のこと。

★主
しゅ

権
けん

（p.51,83,105,111）　国家の統治やあり
方を決める最高の権力。日本における大

だい

日
に

本
ほん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では天
てん

皇
のう

、日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では
国民と定められている。

★主
しゅ

力
りょく

艦
かん

（p.83）　軍の保有する軍
ぐん

艦
かん

のなか
で、戦

せん

闘
とう

において中心的な役割を果たす
艦
かん

艇
てい

のこと。その厳密な定義は時代や状
じょう

況
きょう

によって異なるが、ワシントン海
かい

軍
ぐん

軍
ぐん

備
び

制
せい

限
げん

条
じょう

約
やく

（1922年）の場合は、おもに戦
艦と巡

じゅん

洋
よう

戦
せん

艦
かん

を指す。
★上

じょう

表
ひょう

（p.46）　意見や提案を権力者、おも
に天
てん

皇
のう

に対して提出する文書のこと。
★植

しょく

民
みん

地
ち

（p.7,12,26,42,56,59,72,75,82,84,92,94,

100,105,107,126,129,145,151,159）　ある国が
軍事力などによって征

せい

服
ふく

した国外の領域。
移住者らによって、本国の都合にあわせ
て開発され、原料供給地や商品市場など
の役割をもたされた。

★親
しん

書
しょ

・国
こく

書
しょ

（p.33,34）　ある国の国王・大
統領などの元

げん

首
しゅ

が、ほかの国の元首にあ
てて発した書簡。元首個人間の交流が目
的ではなく、国家間の関係や問題につい
て記してある点で、通常の手紙とは異
なった意味合いをもつ。

★神
しん

道
とう

（p.49）　日本固有の民
みん

族
ぞく

信
しん

仰
こう

。自然
信仰や祖

そ

先
せん

崇
すう

拝
はい

などが中心となった。明
治時代に日本政府が神道を国教とするが、
それを国

こっ

家
か

神
しん

道
とう

という。
★�ストライキ　⇒デモ・ストライキ
★制
せい

裁
さい

（p.94,100,104,152）　ルールを破った
人間や国などへ与

あた

える罰
ばつ

のこと。国際社
会で問題行動をおこした国に課せられる
場合は経

けい

済
ざい

制
せい

裁
さい

や武
ぶ

力
りょく

制
せい

裁
さい

など、様々
な段階がある。

★製
せい

糸
し

（p.54,93） 蚕
かいこ

がつくるまゆから生
き

糸
いと

を生産すること。海外から綿花を輸入し
た紡績業に対し、蚕を育てる養

よう

蚕
さん

業
ぎょう

は国
内でおこなえたため、日本では製糸業が
重要視された。

★政
せい

党
とう

内
ない

閣
かく

（p.80,97）　選挙で国民の支持を
得て、議会で多数の議席を獲

かく

得
とく

した政
党が組織した内閣のこと。

★勢
せい

力
りょく

圏
けん

（p.56,96,106）　ある国の勢力がお
よぶ範

はん

囲
い

。19世紀末の中
ちゅう

国
ごく

の場合、列
れっ

強
きょう
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あ
★一
いっ

揆
き

（p.41,52）　農民らが特定の目的を達
成するための抵

てい

抗
こう

運
うん

動
どう

。江
え

戸
ど

時代中期
以降は、年

ねん

貢
ぐ

の負担を軽くするよう求め
る大規模な一揆があり、後期には世直し
を求める一揆が頻

ひん

発
ぱつ

した。
★委

い

任
にん

統
とう

治
ち

（p.82,84,126） 国
こく

際
さい

連
れん

盟
めい

が採用
した制度。本来、独立国になるべきであ
るが準備が整っていない地域を、強国が
国連から一時的にゆだねられおさめる。
実際は、第

だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

の戦
せん

勝
しょう

国
こく

が敗
はい

戦
せん

国
こく

の植
しょく

民
みん

地
ち

を分
ぶん

割
かつ

する口実に使用した
という見方もある。

★�インフラ　⇒社
しゃ

会
かい

資
し

本
ほん

・インフラ
★�インフレーション・デフレーション（p.83,

110）　ある経済の状態を指す。インフレー
ションは、お金（不

ふ

換
かん

紙
し

幣
へい

）の発行が本来
の妥

だ

当
とう

な量をこえて過
か

剰
じょう

になっている状
態。この状態では通貨の価値は下がり、
物価は上がる。デフレーションは、お金
（不換紙幣）の発行が本来の妥当な量より
も過少になることをいう。この状態では
通貨の価値は上がり、物価は下がる。

か
★革
かく

命
めい

（p.42,59,131）　政治体制や社会経済
が、比

ひ

較
かく

的
てき

短い期間に大きく変化するこ
と。政治においては、それまで支配を受
けていた階層の人々が武力などを用いて
支配階層を倒

たお

し、権力を握
にぎ

ることを指す
場合が多い。

★割
かつ

譲
じょう

（p.33,55）　ある国が、国の領土の一
部を他国にゆずり与

あた

えること。
★為

か わ せ

替相
そう

場
ば

（p.93,104,138,141）　ある国の通
貨と別の国の通貨との交

こう

換
かん

比
ひ

率
りつ

のこと。
為替レートともいう。

★関
かん

税
ぜい

・関
かん

税
ぜい

自
じ

主
しゅ

権
けん

（p.35,92,105,141,155）

自国の商品や生産者を守るため、他国か
ら輸入する商品にかける税を関税といい、
自国の関税を自主的に決められる権利の
ことを関税自主権という。

★旧
きゅう

暦
れき

（p.49）　使用されている暦
こよみ

より以前
の暦のこと。現在、太

たい

陽
よう

暦
れき

を採用してい
る日本の旧暦は太

たい

陰
いん

暦
れき

である。
★協

きょう

商
しょう

・同
どう

盟
めい

（p.56）　同盟は国家・組織・
個人が共通の目標を達成するために取決
めで約束すること。協商は複数の国家が
特定のことがらについて取決めをおこな
い、協力しあうことで、同盟に比べてゆ
るやかな結びつきとなる。

★共
きょう

和
わ

政
せい

（p.43）　国家に君主がいない政治
形態。

★極
きょく

東
とう

（p.39）　ヨーロッパからみて、中
ちゅう

国
ごく

・朝
ちょう

鮮
せん

・日本・東シベリアなど、もっ
とも東に離

はな

れた地域を指す言葉。
★居
きょ

留
りゅう

地
ち

（p.35）　外国人に居住を許可した
地域。ここでおこなわれた貿易を居

きょ

留
りゅう

地
ち

貿
ぼう

易
えき

という。日
にち

米
べい

修
しゅう

好
こう

通
つう

商
しょう

条
じょう

約
やく

（1858年）
では、外国人の行

こう

動
どう

範
はん

囲
い

は居留地周辺
に限られ、日本国内を自由に旅行するこ
とはできなかった。

★金
きん

融
ゆう

緩
かん

和
わ

（p.141）　景気対策の1つとし
て、中央銀行が公

こう

定
てい

歩
ぶ

合
あい

の引下げなど
の手段を使い、一

いっ

般
ぱん

の企
き

業
ぎょう

が資金を調
達しやすい状態を意図的につくり出すこ
とをいう。

★�クーデタ（p.46,55,57,58,107,139,149） 政権
に関わる人物が、おもに武力・軍事力な
どによって、法令に則

のっと

らずに政権を奪
うば

い
取
と

ること。
★君
くん

主
しゅ

権
けん

（p.53）　国家において、世
せ

襲
しゅう

した
1人の統治者がもっている権力のこと。

★軍
ぐん

需
じゅ

品
ひん

（p.76,111）　軍事活動に必要な物
資のこと。

★景
けい

気
き

（p.77,93,141,158）　経済の状態。好
こう

景
けい

気
き

とは売買・取引などが全体的に活発で、
人々が総じて満足している状態。不

ふ

景
けい

気
き

とは経済活動が不活発な状態で、失業
者やお金に困っている人などが多い。

★軽
けい

工
こう

業
ぎょう

・重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

（p.54,56）　軽工業とは、
繊
せん

維
い

・製紙・食品など、すぐに消費する
ための製品を生産する工業。重工業とは、
鉄
てっ

鋼
こう

・機械・化学など、おもに重量の大

きな製品を生産する工業。
★経
けい

済
ざい

制
せい

裁
さい

　⇒制
せい

裁
さい

★啓
けい

蒙
もう

思
し

想
そう

（p.49）　人間が意識して思考す
る能力のことを理性というが、その理性
を個人で確立していこうとする思想。

★毛
け

織
おり

物
もの

（p.30,40）　ヒツジ・ヤギ・ラクダ
などの毛でつくった糸から織られる織物
で、保温性と耐

たい

久
きゅう

力
りょく

にすぐれている。気
候の冷

れい

涼
りょう

な地域では必
ひつ

需
じゅ

品
ひん

で、衣料品
のほかにも遊牧民のテントや敷

しき

物
もの

をつく
る際の素材となる。

★�ゲリラ（p.136）　大軍同士の決戦を避
さ

け
て小規模な部隊で行動し、奇

き

襲
しゅう

や破
は

壊
かい

工
こう

作
さく

などをおこなう軍隊、またその戦法
をいう。

★権
けん

益
えき

（p.76,83,85,96）　権利と利益のこと。
国際政治では、ある国が他の国から獲

かく

得
とく

した特権や租
そ

借
しゃく

地
ち

などを指して用いられ
ることが多い。

★元
げん

首
しゅ

（p.53,96）　国の行政機関の代表者。
対外的に国を代表する人物である。たと
えば、大

だい

日
に

本
ほん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

下
か

の日本では天
てん

皇
のう

、
アメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

では大統領のことを指す。
★原
げん

油
ゆ

　⇒石
せき

油
ゆ

・原油
★公
こう

共
きょう

事
じ

業
ぎょう

（p.92,95） 私
し

企
き

業
ぎょう

が利益を求め
るためにおこなう活動に対して、国や地
方公共団体（地方自治体）が税金などの
資金を用いておこなう公共目的の事業。
道路や港

こう

湾
わん

の整備などがあげられる。
★工
こう

作
さく

機
き

械
かい

（p.54）　金属や木材・石材など
の素材を、切る・削

けず

る・折る・穴をあけ
るなどの目的に合わせて加工するための
機械。

★公
こう

衆
しゅう

衛
えい

生
せい

（p.157）　人々の健康的な生活
のためにおこなわれる公共的な活動のこ
と。上下水道の管理、感

かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

、ゴミ
処理、生まれたばかりの子どもとその母
親の支

し

援
えん

など、多
た

岐
き

におよぶ。
★公
こう

布
ふ

（p.49,109）　成立した法令などを、
政府が広く国民に知らせ、拘

こう

束
そく

力
りょく

をもた
せること。

★公
こう

民
みん

権
けん

（p.136） その国の国民が本来もっ
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ている権利で、選挙権などの公的な権
けん

利
り

全
ぜん

般
ぱん

を指す。現代史では、公民権運動
というと、1950～60年代におけるアメリ
カ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

の黒人たちの反差別運動を指
す場合が多い。

★国
こく

書
しょ

　⇒親
しん

書
しょ

・国
こく

書
しょ

★小
こ

作
さく

人
にん

（p.81,109）　農民の種類。自分で
は田畑をもたず、地

じ

主
ぬし

と呼ばれる大土地
所有者から土地を借りて農業を営み、収

しゅう

穫
かく

の一部を地
ち

代
だい

として地主に支
し

払
はら

う。
★国

こっ

交
こう

（p.50,132）　国と国が相
そう

互
ご

に国家と
して認めあうことを前提にした外交関係。

さ
★最
さい

恵
けい

国
こく

待
たい

遇
ぐう

（p.34）　他国と取り決めた
もっともよい待遇を以前の条約締

てい

結
けつ

国
こく

に
与
あた

えること。日
にち

露
ろ

和
わ

親
しん

条
じょう

約
やく

（1854年）で長
崎が開港されたが、これはアメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

などにも適用された。
★債
さい

権
けん

国
こく

・債
さい

務
む

国
こく

（p.76）「債
さい

」とは借金
のこと。資金を他国に貸していて、取り
立てる権利をもつのが債権国。逆に、資
本を借りていて、返済義務を負うのが債
務国。

★財
ざい

閥
ばつ

（p.77,93,97,109）　経済界に特別な影
えい

響
きょう

力
りょく

をもっている巨
きょ

大
だい

企
き

業
ぎょう

のこと。より
厳密には、独

どく

占
せん

資
し

本
ほん

のいくつかある形態
の1つで、グループを構成する企業間に
厳格な支

し

配
はい

・被
ひ

支
し

配
はい

の関係があるものを
指す。

★債
さい

務
む

国
こく

　⇒債
さい

権
けん

国
こく

・債
さい

務
む

国
こく

★冊
さく

封
ほう

（p.27,28） 中
ちゅう

国
ごく

の皇
こう

帝
てい

に使節を派
は

遣
けん

して貢
みつ

ぎ物
もの

を献
けん

上
じょう

した周辺諸国の君主に
対し、中国の皇帝が王号などの爵

しゃく

位
い

を与
あた

え、その地域の支配権を保証すること。
朝
ちょう

鮮
せん

・琉
りゅう

球
きゅう

・ベトナムなどの例がある。
★雑
ざっ

居
きょ

地
ち

（p.35）　国境を定めず、異なる国
の人々が、ともに住んでいる場所。

★市
し

場
じょう

（p.10,27,56,92,141,148）　商品や金銭
そのものを取引する場のこと。日本語で
は取引がおこなわれる特定の場所を「い
ちば」と読み、広い範

はん

囲
い

で取引の状態が

みられる場を「しじょう」と読んで区別
することが多い。

★自
し

然
ぜん

科
か

学
がく

（p.30）　天文学・物理学・化学・
生物学など、自然界の現象を実験と観察
などによって探究する学問。高校でいう
ところの理系科目に当てはまる。

★自
じ

治
ち

・自
じ

治
ち

国
こく

・自
じ

治
ち

領
りょう

（p.9,75,84,92） 植
しょく

民
みん

地
ち

であるが、宗主国からある程度のこ
とは自ら決める権限（自治権）を認められ
ている状態の国や地域をいう。

★地
じ

主
ぬし

（p.30,81,94,109）　広大な土地を所有
している人のこと。自分が利用するほか
に他人に貸すことで、生産物や現金など
を受け取って利益を得ることができる。

★資
し

本
ほん

（p.30,56,77,83,92,95,129,154,157）　ある
事業をおこなうために必要な資金、事業
の進行にともなってつくられた工場や機
械などの生産設備、そこで生まれた製品
や利

り

潤
じゅん

などの総
そう

称
しょう

。
★社
しゃ

会
かい

資
し

本
ほん

・インフラ（p.140,142,146,158）

社会全体の活動基
き

盤
ばん

となる施
し

設
せつ

のこと。
道路・鉄道・港

こう

湾
わん

施
し

設
せつ

・水道など。イン
フラストラクチャー（インフラ）ともいう。

★社
しゃ

会
かい

主
しゅ

義
ぎ

（p.78,81,85,95,98,103,106,128,130,

136,144,147,148,150,154）　資本主義の問題
点である貧

ひん

富
ぷ

の格差をおさえるため、農
場や工場など（生産手段と呼ばれる）を、
そこで働く人々の共同所有・共同管理に
して、裕

ゆう

福
ふく

な人が貧しい人を酷
こく

使
し

する状
況をなくそうとする思想。

★社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

制
せい

度
ど

（p.105,147,158） 国民から
幅
はば

広
ひろ

くお金を徴
ちょう

収
しゅう

し、事故や災害などに
あった人に一定の金額を支給する制度。
年金も、この社会保障の一種である。

★重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

　⇒軽
けい

工
こう

業
ぎょう

・重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

★自
じ

由
ゆう

貿
ぼう

易
えき

・保
ほ

護
ご

貿
ぼう

易
えき

（p.35,105,155,156）

自由貿易とは国家が干
かん

渉
しょう

せずにおこなう
貿易のこと。保護貿易とは国家などが関

かん

税
ぜい

を設けたり、自主規制をおこなったり
する貿易のこと。

★主
しゅ

権
けん

（p.51,83,105,111）　国家の統治やあり
方を決める最高の権力。日本における大

だい

日
に

本
ほん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では天
てん

皇
のう

、日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では
国民と定められている。

★主
しゅ

力
りょく

艦
かん

（p.83）　軍の保有する軍
ぐん

艦
かん

のなか
で、戦

せん

闘
とう

において中心的な役割を果たす
艦
かん

艇
てい

のこと。その厳密な定義は時代や状
じょう

況
きょう

によって異なるが、ワシントン海
かい

軍
ぐん

軍
ぐん

備
び

制
せい

限
げん

条
じょう

約
やく

（1922年）の場合は、おもに戦
艦と巡

じゅん

洋
よう

戦
せん

艦
かん

を指す。
★上

じょう

表
ひょう

（p.46）　意見や提案を権力者、おも
に天
てん

皇
のう

に対して提出する文書のこと。
★植

しょく

民
みん

地
ち

（p.7,12,26,42,56,59,72,75,82,84,92,94,

100,105,107,126,129,145,151,159）　ある国が
軍事力などによって征

せい

服
ふく

した国外の領域。
移住者らによって、本国の都合にあわせ
て開発され、原料供給地や商品市場など
の役割をもたされた。

★親
しん

書
しょ

・国
こく

書
しょ

（p.33,34）　ある国の国王・大
統領などの元

げん

首
しゅ

が、ほかの国の元首にあ
てて発した書簡。元首個人間の交流が目
的ではなく、国家間の関係や問題につい
て記してある点で、通常の手紙とは異
なった意味合いをもつ。

★神
しん

道
とう

（p.49）　日本固有の民
みん

族
ぞく

信
しん

仰
こう

。自然
信仰や祖

そ

先
せん

崇
すう

拝
はい

などが中心となった。明
治時代に日本政府が神道を国教とするが、
それを国

こっ

家
か

神
しん

道
とう

という。
★�ストライキ　⇒デモ・ストライキ
★制
せい

裁
さい

（p.94,100,104,152）　ルールを破った
人間や国などへ与

あた

える罰
ばつ

のこと。国際社
会で問題行動をおこした国に課せられる
場合は経

けい

済
ざい

制
せい

裁
さい

や武
ぶ

力
りょく

制
せい

裁
さい

など、様々
な段階がある。

★製
せい

糸
し

（p.54,93） 蚕
かいこ

がつくるまゆから生
き

糸
いと

を生産すること。海外から綿花を輸入し
た紡績業に対し、蚕を育てる養

よう

蚕
さん

業
ぎょう

は国
内でおこなえたため、日本では製糸業が
重要視された。

★政
せい

党
とう

内
ない

閣
かく

（p.80,97）　選挙で国民の支持を
得て、議会で多数の議席を獲

かく

得
とく

した政
党が組織した内閣のこと。

★勢
せい

力
りょく

圏
けん

（p.56,96,106）　ある国の勢力がお
よぶ範

はん

囲
い

。19世紀末の中
ちゅう

国
ごく

の場合、列
れっ

強
きょう
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あ
★一
いっ

揆
き

（p.41,52）　農民らが特定の目的を達
成するための抵

てい

抗
こう

運
うん

動
どう

。江
え

戸
ど

時代中期
以降は、年

ねん

貢
ぐ

の負担を軽くするよう求め
る大規模な一揆があり、後期には世直し
を求める一揆が頻

ひん

発
ぱつ

した。
★委

い

任
にん

統
とう

治
ち

（p.82,84,126） 国
こく

際
さい

連
れん

盟
めい

が採用
した制度。本来、独立国になるべきであ
るが準備が整っていない地域を、強国が
国連から一時的にゆだねられおさめる。
実際は、第

だい

一
いち

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

の戦
せん

勝
しょう

国
こく

が敗
はい

戦
せん

国
こく

の植
しょく

民
みん

地
ち

を分
ぶん

割
かつ

する口実に使用した
という見方もある。

★�インフラ　⇒社
しゃ

会
かい

資
し

本
ほん

・インフラ
★�インフレーション・デフレーション（p.83,

110）　ある経済の状態を指す。インフレー
ションは、お金（不

ふ

換
かん

紙
し

幣
へい

）の発行が本来
の妥

だ

当
とう

な量をこえて過
か

剰
じょう

になっている状
態。この状態では通貨の価値は下がり、
物価は上がる。デフレーションは、お金
（不換紙幣）の発行が本来の妥当な量より
も過少になることをいう。この状態では
通貨の価値は上がり、物価は下がる。

か
★革
かく

命
めい

（p.42,59,131）　政治体制や社会経済
が、比

ひ

較
かく

的
てき

短い期間に大きく変化するこ
と。政治においては、それまで支配を受
けていた階層の人々が武力などを用いて
支配階層を倒

たお

し、権力を握
にぎ

ることを指す
場合が多い。

★割
かつ

譲
じょう

（p.33,55）　ある国が、国の領土の一
部を他国にゆずり与

あた

えること。
★為

か わ せ

替相
そう

場
ば

（p.93,104,138,141）　ある国の通
貨と別の国の通貨との交

こう

換
かん

比
ひ

率
りつ

のこと。
為替レートともいう。

★関
かん

税
ぜい

・関
かん

税
ぜい

自
じ

主
しゅ

権
けん

（p.35,92,105,141,155）

自国の商品や生産者を守るため、他国か
ら輸入する商品にかける税を関税といい、
自国の関税を自主的に決められる権利の
ことを関税自主権という。

★旧
きゅう

暦
れき

（p.49）　使用されている暦
こよみ

より以前
の暦のこと。現在、太

たい

陽
よう

暦
れき

を採用してい
る日本の旧暦は太

たい

陰
いん

暦
れき

である。
★協

きょう

商
しょう

・同
どう

盟
めい

（p.56）　同盟は国家・組織・
個人が共通の目標を達成するために取決
めで約束すること。協商は複数の国家が
特定のことがらについて取決めをおこな
い、協力しあうことで、同盟に比べてゆ
るやかな結びつきとなる。

★共
きょう

和
わ

政
せい

（p.43）　国家に君主がいない政治
形態。

★極
きょく

東
とう

（p.39）　ヨーロッパからみて、中
ちゅう

国
ごく

・朝
ちょう

鮮
せん

・日本・東シベリアなど、もっ
とも東に離

はな

れた地域を指す言葉。
★居
きょ

留
りゅう

地
ち

（p.35）　外国人に居住を許可した
地域。ここでおこなわれた貿易を居

きょ

留
りゅう

地
ち

貿
ぼう

易
えき

という。日
にち

米
べい

修
しゅう

好
こう

通
つう

商
しょう

条
じょう

約
やく

（1858年）
では、外国人の行

こう

動
どう

範
はん

囲
い

は居留地周辺
に限られ、日本国内を自由に旅行するこ
とはできなかった。

★金
きん

融
ゆう

緩
かん

和
わ

（p.141）　景気対策の1つとし
て、中央銀行が公

こう

定
てい

歩
ぶ

合
あい

の引下げなど
の手段を使い、一

いっ

般
ぱん

の企
き

業
ぎょう

が資金を調
達しやすい状態を意図的につくり出すこ
とをいう。

★�クーデタ（p.46,55,57,58,107,139,149） 政権
に関わる人物が、おもに武力・軍事力な
どによって、法令に則

のっと

らずに政権を奪
うば

い
取
と

ること。
★君
くん

主
しゅ

権
けん

（p.53）　国家において、世
せ

襲
しゅう

した
1人の統治者がもっている権力のこと。

★軍
ぐん

需
じゅ

品
ひん

（p.76,111）　軍事活動に必要な物
資のこと。

★景
けい

気
き

（p.77,93,141,158）　経済の状態。好
こう

景
けい

気
き

とは売買・取引などが全体的に活発で、
人々が総じて満足している状態。不

ふ

景
けい

気
き

とは経済活動が不活発な状態で、失業
者やお金に困っている人などが多い。

★軽
けい

工
こう

業
ぎょう

・重
じゅう

工
こう

業
ぎょう

（p.54,56）　軽工業とは、
繊
せん

維
い

・製紙・食品など、すぐに消費する
ための製品を生産する工業。重工業とは、
鉄
てっ

鋼
こう

・機械・化学など、おもに重量の大

きな製品を生産する工業。
★経
けい

済
ざい

制
せい

裁
さい

　⇒制
せい

裁
さい

★啓
けい

蒙
もう

思
し

想
そう

（p.49）　人間が意識して思考す
る能力のことを理性というが、その理性
を個人で確立していこうとする思想。

★毛
け

織
おり

物
もの

（p.30,40）　ヒツジ・ヤギ・ラクダ
などの毛でつくった糸から織られる織物
で、保温性と耐

たい

久
きゅう

力
りょく

にすぐれている。気
候の冷

れい

涼
りょう

な地域では必
ひつ

需
じゅ

品
ひん

で、衣料品
のほかにも遊牧民のテントや敷

しき

物
もの

をつく
る際の素材となる。

★�ゲリラ（p.136）　大軍同士の決戦を避
さ

け
て小規模な部隊で行動し、奇

き

襲
しゅう

や破
は

壊
かい

工
こう

作
さく

などをおこなう軍隊、またその戦法
をいう。

★権
けん

益
えき

（p.76,83,85,96）　権利と利益のこと。
国際政治では、ある国が他の国から獲

かく

得
とく

した特権や租
そ

借
しゃく

地
ち

などを指して用いられ
ることが多い。

★元
げん

首
しゅ

（p.53,96）　国の行政機関の代表者。
対外的に国を代表する人物である。たと
えば、大

だい

日
に

本
ほん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

下
か

の日本では天
てん

皇
のう

、
アメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

では大統領のことを指す。
★原
げん

油
ゆ

　⇒石
せき

油
ゆ

・原油
★公
こう

共
きょう

事
じ

業
ぎょう

（p.92,95） 私
し

企
き

業
ぎょう

が利益を求め
るためにおこなう活動に対して、国や地
方公共団体（地方自治体）が税金などの
資金を用いておこなう公共目的の事業。
道路や港

こう

湾
わん

の整備などがあげられる。
★工
こう

作
さく

機
き

械
かい

（p.54）　金属や木材・石材など
の素材を、切る・削

けず

る・折る・穴をあけ
るなどの目的に合わせて加工するための
機械。

★公
こう

衆
しゅう

衛
えい

生
せい

（p.157）　人々の健康的な生活
のためにおこなわれる公共的な活動のこ
と。上下水道の管理、感

かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

、ゴミ
処理、生まれたばかりの子どもとその母
親の支

し

援
えん

など、多
た

岐
き

におよぶ。
★公
こう

布
ふ

（p.49,109）　成立した法令などを、
政府が広く国民に知らせ、拘

こう

束
そく

力
りょく

をもた
せること。

★公
こう

民
みん

権
けん

（p.136） その国の国民が本来もっ

用語解説

164-167 rs3_用語解説.indd   164 2020/12/23   14:11

本文に★マークをつけた解説が必要 と思われる用語を
巻末で解説しています。
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歴史総合を学ぶみなさんへ

　歴史総合は、日本の歴史と世界の歴史を関連づけながら学習する科目です。現代の

私たちの生活や考え方、たとえば衣食住の様式や日本人としての意識、さらに、毎日

遅
ち

刻
こく

せずに学校へ通うことなどは、「なぜ」形成されたのでしょうか。

　また、もっと大きな視点で現代の世界をみると、そこには様々な課題が横たわって

いることに気づくかもしれません。それは、世界の各地でおきている紛
ふん

争
そう

であったり、

地球温暖化などの環
かん

境
きょう

問
もん

題
だい

であったり、貧
ひん

困
こん

や経済格差の問題であったり、様々な分

野にわたって存在しています。ここで大事なことは、これらの課題が「ある日、突
とつ

然
ぜん

に」生じたのではないということです。これらの課題は、「いつ」「どこで」「どのよ

うにして」生じたのでしょうか。

　歴史を学ぶということは、過去のできごとについて学ぶことを通じて、これらの疑

問を探
さぐ

ることです。そのためには、日本の歴史と世界の歴史を学びながら、それぞれ

のできごとを比べたり、たがいのつながりや影
えい

響
きょう

を考えたりすることが重要です。

　歴史総合で学ぶ近代・現代は、世界のあらゆる地域の結びつきが、それ以前の時代

と比べて非常に強くなった時代です。そうした時代を重点的に学びながら、疑問に感

じたことについて考えてみましょう。

　そして、自分なりの答えをみつけたら、家族や友人など、まわりの人たちと話しあ

って、自分の考えを深めてみましょう。

　歴史を学ぶことを通じて、みなさんが現在、私たちの抱える課題を少しでも解決し

て、よりよい社会をつくりあげようとする気持ちを強くすることができれば、これ以

上のよろこびはありません。
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本書は、「巻頭資料 歴 史の舞台」「歴史の扉」
「第1部 近代化と私た ち」「 第2部 国 際 秩 序
の変化や大衆化と私た ち」「 第3部 グ ロ ー バ
ル化と私たち」で構成 されています。
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