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となる問いを 表１  ３）のように紹介している。その上で、
「『私自身』が現実世界にどう向かい合うかを探究するよ
うな『実存的な問い』を持つ歴史の授業を組み立てるこ
とが、『自分事』の歴史授業、『レリバンス』を構築する
歴史授業を実現する一つの方法」４）という。

　二井の指摘は筆者の経験と符合する。 図１  は、筆者
の授業を受講した生徒に対し、卒業前に実施したアン
ケート結果の一部である。筆者の勤務校では、ほとんど
の生徒が在学時の成績評価により内部推薦で大学に進学
する。公平な成績評価や、何をすれば点数につながるか
について非常に敏感である。にもかかわらず、87％超
の生徒は歴史学習における内発的動機付けを重視する。

１　はじめに

　教科書内容を丁寧に押さえると「歴史総合」の時間は
足りない。日本史専門の同僚は、中学歴史の学習内容の
定着を前提に授業をするのは難しいと嘆く。世界史専門
の筆者としては、中学段階より世界史内容が急に増え、
生徒にとって知識・内容が多過ぎるのではと懸念する。
　一方、学習指導要領の示す目標は、知識・理解の習得
にとどまらない。それらを用いた思考・判断・表現、さ
らに、よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に追究、
解決しようとする態度を養うことまで求めている。
　筆者は、中学校社会科歴史的分野・「歴史総合」・「公共」・

「世界史特論」（学校設定科目）の担当者として、2025
年３月の卒業生を中学３年次から４年間持ち上がった。
新課程を初めから順に担当し卒業させるまでの間に得た
経験的知見を紹介し、次に「歴史総合」を担当するなら、
最初の単元をどのようにデザインすべきか、試案を示し、
具体的に論じる。

２　主体的・対話的で深い学びが
　　成立する条件

　社会科教育学では、「レリバンス」に注目する研究が
増えている。「レリバンス（relevance）」とは「関連性」
の意である。学習者が自身にとって有意だと感じ、自分
事として学びに向かう歴史の授業が成立する条件や、授
業実践に関する知見が蓄積されつつある１）。
　二井（2024a）は従来の流れを重視する歴史授業の問
題点を批判し、「子どもに学ぶ意味や意義を実感させて

『自分事』として学ばせようという意識が希薄なのでは
ないか。そして、これが『歴史は暗記科目』という意識
を生むと同時に、子どもを主体的な学びから阻害する」２）

と述べている。この問題意識からレリバンスの構築に成
功している授業を収集・分析し、内外３つの授業の中心

「歴史総合」レリバンス構築を目指す
単元デザインの工夫 －「近代化と私たち」を事例に－

－使用教材－
『明解 歴史総合』同志社香里中学校・高等学校　虫本 隆一（むしもと・りゅういち）

授業研究歴史

設問：歴史を勉強せねばと思うには、外発的要因（他の教科よりも点数がと
りやすいかどうか、大学に行けるかどうかなど）よりも、内発的要因（歴史

の内容が面白いかどうか、内容的に歴史の勉
強をすることが自分にとって大切な意味があ
るかどうか）の方がより重要な意味を持つ。

■ そう思う
■ どちらかといえばそう思う
■ どちらかといえばそう思わない
■ そう思わない　　　　　　　 　（n=215）

55.8％32.1％

11.2％

図１  歴史学習についてのアンケート結果
対象：高校３年生、2025年２月実施（筆者作成）

表１  レリバンスの構築がなされた授業実践における「問い」の例
（二井・2024a 所収の表を基に作成）

ｈ）なぜ、彼／彼女は「行動者」になったのか。（私なら、この状況で
どのような行動ができるだろうか。）

ｉ）私にとって重要な社会問題を、どういった文脈に意味づけ、価値づ
けて説明すればよいか。

ｊ）私は、どうすれば、そしてどのような「行動者」になることができるのか。

ｋ）私の家族は、これまでどのような行動を選び取っていたか。

⑤博物館活動・
　個人的所感２

ｇ）私は、自分が関心を持った一次史料としての歴史的遺物や二次資料的な
制作物を、どういった文脈に意味づけ、価値づけて説明すればよいか。

⑥「行動者」に
　ついての発表

⑧総まとめ：
　希望
　プロジェクト

◯

実践例 生徒の中心的な「問い」
ａ）私なら竹槍訓練に参加するか。
ｂ）同調圧力が想定される現在での事例に対して、（私は）民主的な社
会のためには、どのようにするのがより望ましいか。

ｄ）私が他人にレッテルを貼ったり、貼られたりした時、どのような影
響が生じたか。

ｃ）歴史って何、そこから（私は歴史に）どう関わっていけばよいのか。

①個人的所感１

１ 粟谷好子
　「第二次世界大戦と日本」

２ 前田佳洋
　「歴史との関わり方」
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ｅ）なぜ、彼／彼女はホロコーストの「加害者」になったのか。（私な
ら、この状況でどのような行動ができるだろうか。）

②ナチ関係者に
　ついての発表

ｆ）私は、ジェノサイドの犠牲者をどのようにして追悼すればよいか。③追悼碑と私の主張

Ａ

◯Ｂ

◯Ｃ
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３　レリバンスを構築できた事例

　中学３年次、生徒たちは加藤（2009）５）を手がかり
に、誰が、いつ、なぜ太平洋戦争の開戦を決断したか、
あなた自身が当時を生きた国民であったとすれば開戦に
賛成したかという問いを中心に史料を比較しながら学習
した。
　一昨年（2022 年度）の高校１年次「歴史総合」の授
業でも問いを自分事とした例を経験した。『明解 歴史総
合』（以下、教科書）４部「グローバル化と私たち」２章「多
極化する世界」の単元であった。

図２  ３  日米間の貿易額の変化『明解 歴史総合』p.173
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　その概略（６時間程度）を示す。導入では、昨今の日
米の経済関係にまつわるニュースを収集させ印象を話し
合った。その後に、教科書 p.173「 1  日本車を壊すア
メリカ人」の写真（および動画も紹介）を読み解くため
に解明すべき疑問点を丁寧に出し合った。そして、次に 
図２  のグラフについて、ドル建てで見るとどうなるか、

またその後はどうなったかを考察した。さらにトランプ
政権の “MAGA”（Make America Great Again）とい
う標語が 1980 年代のレーガン政権で登場したものであ
ることを紹介し、最近の米中関係に見られる緊張の要因
に何があるか考えてもらった。単元の終わりには、次の
ような小論文の作成を求めた。

　指導上留意した点は、教科書に登場する重要な概念的
用語（「経済大国」、「日米経済摩擦」など）以外については、
なるべく教え込まないという点であった。もちろん教科
書の理解に関する質問には応じ、必要に応じて他の生徒
にも共有した。しかし、それ以上に今日的課題と接合す
ること、学習者自身で調べること、考えをまとめて書く
ことを促した。例えば、上に示した小論文の例を作成し
た生徒は、導入時のニュース収集の時に、野村総合研究
所の研究員が執筆した「コラム：米中摩擦の緩和に向け
て、日本にできること」（2019 年 8 月 28 日 Reuters）
と題した配信に興味を示し、紹介した。これがレリバン
ス構築の糸口となり、今日の日本を取り巻く状況を過去
の日米関係史の延長線上に捉え、今日の問題状況を考察
する手がかりとして過去を活用できるようになった。
　この授業の際、日米関係について安全保障などの主題
に関心を持つ生徒も多数いた。小論文では副題に自由度
を持たせ多様な問いを設定できるようにし、何点かには
コメントを付し、匿名で共有、相互参照することも促した。
　昨年度（2024 年度）、高校３年次の「世界史特論」

「歴史総合」レリバンス構築を目指す
単元デザインの工夫 －「近代化と私たち」を事例に－

－使用教材－
『明解 歴史総合』同志社香里中学校・高等学校　虫本 隆一（むしもと・りゅういち）

授業研究歴史

【小論文・考査の課題】
　「日米関係の推移と○○」（○○の部分は自分で決め
てよい）というタイトルに適当な副題を付し、過去半世
紀間（50年間）の日米関係の推移とこれに関連する現代
の課題について、問題設定を行い、あなたの考えを論じ
なさい（以下の条件を満たすこと）。
条件１：過去半世紀間（50年間）の日米関係についての

知識や理解を可能な限り具体的に示すこと。
条件２：日米関係に関する考察にとどまらず、マルチラテ

ラルな国際関係（日・米とそれ以外の国を含む多
国間関係）の推移に関する考察を含むこと。

【作成された小論文の一例】 （原文ママ、ただし波線は筆者）

「日米関係の推移と日米中関係
　－日米関係と米中関係から日本への影響は？－」
　今回、「日米関係の推移と日米中関係」というテーマで

Google Classroomのサンプル８を参考に日米関係と米中関
係の共通点からアメリカの方針が日本にどのように影響す
るかを考える。これをテーマにした理由は、最近米中関係に
ついてテレビで目にしたので興味をもったからである。
　まず、1980年頃日本が経済大国になったときに、アメ
リカが貿易赤字となり、日米の経済摩擦は深刻化した。ア
メリカはそれを受けオレンジ・牛肉の輸入自由化、日本の
閉鎖的な市場慣行の是正、規制緩和を要求し、さらには
プラザ合意によりドル安円高となり、日本は輸出がしにく
くなった。経済大国として駆け上がろうとしていた日本に
とってはかなりの痛手だっただろう。
　一方、米中関係に目を移すと今まで圧倒的経済力と軍
事力を発揮させてきたアメリカは、台湾問題や尖閣諸島
問題、そして中国製品の多さからわかるように急激に軍事
力、経済力を成長させてきた中国をかなり対抗している。
ここで私は中国に対しかなり強力な対抗をしてきたトラン
プ政権から世界協調を主張するバイデンに代わり中国と
の関係もよくなるのではと考えたが違うようだ。バイデ
ンの就任後初の対外政策の演説で中国は“台頭する権威主
義”“最大の競争相手”と位置付け、中国に対し対抗する姿
勢を見せた。
　この２つの共通点は、日中共に経済的に急激に成長し
て、それをアメリカが強力な対抗により抑えようとする点
である。このことから、経済的に急激な成長をし、アメリ
カが脅威に感じた場合、アメリカを抜いてトップに立たせ
ないような強い姿勢で対抗し不平等な要求をされることが
わかった。また、中国のように軍事力もとなるとさらに強
い姿勢でくることもわかった。上記で述べた演説でバイデ
ンは対抗は友好国や同盟国と連携すると言っていたことか
らトランプの後は２国間での問題が日本まで巻き込まれ、
日本も新たな問題を抱えることが多くなると予想できる。
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を担当した際も同様の経験を得た。自分事として扱える
主題が何かを見極めるために、アンケートを繰り返し実
施した。その際、解決すべき喫緊の現代的課題として内
外の難民・移民問題を挙げ、授業で扱うことを希望する
生徒が多数にのぼった。そこで、1914 年カナダで起こっ
た駒形丸事件を取り上げ、参考文献６）に当たりながら
事件に関する問いを各自で設定して探究する授業を行っ
た。この授業を意義深い学びであったと振り返る生徒も
多かった。
　授業に参加する生徒自身にとって問う意味があり、大
切だと思える内容であれば本気で学ぶというのは、筆者
の経験を通じて得た実感である。

４　最初の単元のデザイン方針

　「歴史総合」の最初の単元はどのようにデザインすべ
きか。二井（2024b）は、「この科目が抱える現在の課
題は、科目の意図が教室の教師に十分に伝わらず、依然
として通史としての歴史を生徒に “ 与える ” 授業が数多
く見られることである」７）という。筆者は「歴史総合」
が終わらないと感じるのであれば、与える知識・理解の
内容はもっと大胆に精選されてよいと考える。
　また、二井は学習指導要領に示された「歴史総合」の
学習項目はいずれも「○○○と私たち」という文言で示
されることに注目し、ここに科目の特徴を見いだした。
大項目Ｂ「近代化と私たち」の構造を 図３  ８）のよう
に抽出し、この大単元では最終的に問いを深化させて、

「『（４）近代化と現代的な諸課題』では、（１）から（３）
までの学習を踏まえ、現代的な諸課題が近代化とどう関
わっているのかについて主題を設定し、考察・表現する
構造になっている」９）こと、またいずれ「グローバル
化と私たち」を学ぶまでに「生徒が自らテーマを設定す
るよう明示されており、生徒の『問い』を設定する力の
成長にも留意している」10）点を強調する。
　教科書 p.19「やってみよう」にあるように、「近代化」
に関する重要なキーワードが何かを選び、資料から、読
み取って感じた疑問点をまとめ、主題に関する問いを表

現できれば理想的である。しかし、これをいきなり行う
のはいささかハードルが高いように思える。そこで、自
分事として歴史について問うということができるようにな
ることを目標に、最初の単元を構想したい。

５　主題学習「永野万蔵と私たち」の
　　単元デザイン

　以下、大項目Ｂ「近代化と私たち」を念頭に構想した
主題学習「永野万蔵と私たち」の単元デザインを試案と
して紹介する（ 図４  ）。投げ込みの主題学習ではなく、
この主題学習で「近代化と私たち」を完結させるよう構
想する。「導入１」を丁寧に行えるかどうかは、問いが主
体的なものとして成立するかどうかの肝である。「導入１」

図３  大項目Ｂ「近代化と私たち」の構造　（二井・2024b 所収の図を基に作成）

図４  主題学習「永野万蔵と私たち」単元デザイン案（筆者作成）

・資料を活用し、…近代化
に伴う生活や社会の変容
について考察し、問いを
表現する

（１）近代化への問い

・現代的な諸課題につながる歴史的な
観点から、主題を設定し、…現代的
な諸課題の形成に関わる近代化の歴
史を理解する

（４）近代化と現代的な諸課題
・18世紀のアジアの経済と社会
　を理解する

・工業化と世界市場の形成を
　理解する

（２）結び付く世界と日本の開国
・立憲体制と国民国家の形成を
　理解する

・列強の帝国主義政策とアジア
　諸国の変容を理解する

（３）国民国家と明治維新

近代化に伴う生活や社会の変容についての問いを深化させたり、新たな課題（問い）を見いだしたりする近代化に伴う生活や社会の変容についての問いを深化させたり、新たな課題（問い）を見いだしたりする近代化に伴う生活や社会の変容についての問いを深化させたり、新たな課題（問い）を見いだしたりする

「問い」の表現 （４）で設定する
主題の考察への
「問い」の活用

学習内容と「問い」との関係
の確認、「問い」の見直し①

近代化に伴う生活や社会の変容についての問いを深化させたり、新たな課題（問い）を見いだしたりする

学習内容と「問い」との関係
の確認、「問い」の見直し②

導入１（1h）今の日本国内外には移民に関
してどのような問題があるか？
グループワーク ニュース検索・意見交換
…授業設定意義の確認

展開１（1h）永野万蔵について何を問えばよいか？①…単元を貫く「問い」の構築・レリバンスの形成
グループワーク 以下の「問い」を例示して、学習課題としてどの「問い」が重要か選択を促し、その「問い」は学習者にとってなぜ
学ぶ意義のある「問い」なのかを意見交換・相互に説明させる。自分で問いを新たに立てるのも可とする。
　・万蔵がカナダに渡った選択は成功だったのか、失敗だったのか？
　・初の日系カナダ移民とされる万蔵はなぜカナダへ渡り、帰国して日本で死んだのか？　
　・もし私が永野万蔵だったら、カナダへ渡っただろうか？　
　・なぜカナダにはマンゾー・ナガノ山があり、ナガノ・マンゾー公園があるのか？
　・永野万蔵や「家族」の写真から日系人の生活について何が分かるか？
　・私がカナダに移住（留学、就職、居住）するのは、永野万蔵の時代より簡単か？
　・カナダの移民政策の歴史は、今日の日本の移民問題を考える上で参考になるか？　など

展開３（4h＋宿題）永野万蔵について何を問えばよいか？②…単元を貫く「問い」の再構築・レリバンスの形成
グループワーク 改めて探究すべき「問い」が何かについて意見交換・相互に説明させる
個人ワーク　　問いを解決するために必要な細かい疑問点を列挙し、解くための史資料・手がかりを探し、整理

まとめ（3h＋宿題）小論文「永野万蔵と私たち―副題（　　　　　）―」作成
（レポートまたはテスト）作成上満たすべき要件
　１．「問い」とその「問い」を設定する意味・意義を最初に明らかにすること。それに合わせて副題を適切に付けること。
　２．欧米諸国と日本の近代化、特に資本主義の発達と国民国家の形成（ナショナリズム）に関する理解を含めること。
　３．近代化と移民に関する理解を含めること。

展開２（5～7h）永野万蔵の生きた時代はどのような時代か？…教科書的知識・理解の確認、主題との関連付け
（教員の説明・個別に記述演習⇒共有）主な問いと扱う知識内容・理解の例
２部１章　江戸時代の日本と結び付く世界（p.27地図■１ 図■２、p.28図■５、p.30図■11 ）
 主な問い ・万蔵が生まれた1855年、万蔵の家族はどこでどのように暮らしていたか？
  ・18世紀（工業化以前）の日本やアジア、ヨーロッパはそれぞれどのように結び付いていたのか？
　　２章　欧米諸国における近代化（p.31図■３■４■５、p.39図■１■２、p.41図■２、p.33図■１、p.35図■１■２、p.36図■５ ）
 主な問い ・万蔵ら初期の日系移民はカナダで何をしていたか？
  ・18世紀から19世紀にかけてのカナダはどのような国（地域）だったか？（p.41～42）
  ・欧米で起こった産業革命・市民革命により、社会はどのように変化したのか？
　　３章　近代化の進展と国民国家形成（p.46図■１、p.47図■１、p.53図■１■２、p.52図■３、p.54図■３■４ ）
 主な問い ・19世紀後半から20世紀初頭、カナダはアジア系移民をなぜ、どのように受け入れたか？（p.54）
  ・近代化が進む中で、欧米諸国はどのような国家を形成していったのか？
　　４章　アジア諸国の動揺と日本の開国（ｐ.59図■１、p.61図■１、p.56図■１、p.65図■１■２・史料）
 主な問い ・幕末の長崎港はどのような土地であったか？万蔵が10代で海外に関心を持てた背景は何か？
  ・日本や東アジア諸国は近代化を通じてどのように変化していったか？
　　５章　近代化が進む日本と東アジア（p.71図■１・史料、p.73図■１、p.75図■１、p.77図■１■２、p.79図■１ ）
 主な問い ・19世紀後半以降、日本がカナダや他の地域に移民を送り出したのはなぜか？
  ・万蔵の出身地口之津は明治維新後、どのような性格の町に変わっていったか？
  ・日本や東アジア諸国は近代化を通じてどのように変化していったか？

導入２（2h）永野万蔵とはどのような人物か？…主題となる学習対象の認知
グループワーク p.42図■３の写真と説明を見て、永野万蔵を認知
⇒永野万蔵とその生涯についてインターネットなどを用いて資料・情報を調べ、
　年表を作成

※ページ番号・図番号は『明解 歴史総合』のもの。大単元：「近代化と私たち」：全16～18h程度）
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では主題となる移民にまつわる諸問題が現代の喫緊の課
題であること、これからの授業における歴史に対する問
いかけがどのような意義を持つかを生徒はそれぞれ確認
する。「導入２」では、図５  のコラムによって日系移民
の先駆者の例である永野万蔵を認知し、調べ学習により
生涯をたどって考察対象に対する解像度を上げる。
　「展開１」は「近代化」に関するキーワード「移民」に
注目して、歴史に関する問いを表現できるようになるた
めの練習である。どのような問いであれば自分事として
探究する価値があるか、またそれはなぜか、他の生徒と
自分の関心の在り方はどのように違うか、熟考を促す。
　「展開２」は教科書的知識・理解を主題に即して整理
する時間である。「与える」説明は「市民」、「国民国家」、

「工業化」、「産業革命」、「資本主義社会」、「国際分業体制」
など、概念的用語に関する最低限の事項のみに絞る。ワー

クシートの作成と作成結果の共有は、教科書の活用方法
（読み方・まとめ方）を知り、主要な概念的用語を活用で
きるようになるための演習でもある。ワークシートの一
例を 図６  に示す。「展開２」の２部２章「欧米諸国にお
ける近代化」（１時間程度）の学習内容を想定している。
内容を示した程度に精選し、与え過ぎに注意する。
　「展開３」および「まとめ」は、問いを改めて深化させ、
生徒が自分事として答えを見つける過程としたい。生徒
が何を史資料として扱おうとするかによって、読み解き
方や活用上の留意点を一緒に考えたい。また、自身で概
念的用語を用いて書くことによって、結果的に用語は使
える知識として身に付く。この部分に時間を十分割くこ
とが「歴史総合」には必須であろう。

〈参考文献〉
１）二井正浩編著（2023）『レリバンスを構築する歴史授業の論理と実践

－諸外国および日本の事例研究－』風間書房など
２～４）二井正浩（2024）「レリバンスの構築をめざす歴史教育の可能性

－歴史教育において「実存的な問い」にどう向き合わせるか－」『社
会系教科教育学論叢』第４号、二井（2024a）と略記。

５）加藤陽子（2009）『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』朝日出版社
６）秋田茂・細川道久（2021）『駒形丸事件－インド太平洋世界とイギリ

ス帝国』ちくま新書
７～ 10）二井正浩（2024）「地理歴史科の新科目「歴史総合」における探

究的な問い」『日本科学教育学会第 48回年会論文集』、二井（2024b）
と略記。

図６  ２部２章「欧米諸国における近代化」ワークシート案（筆者作成）〈写真提供：サイネットフォト、ユニフォトプレス、WPS〉　一部図版 教科書より変更

図５  
世界の中の日本

「カナダに移民した
日本人」『明解 歴史
総合』p.42
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　　　　　　　　産業革命を経て世界最大の工業国となったイギリスは ,

「世界の工場」とよばれ，新たな市場を求めて世界各地に進
出し，最大の植民地を有する帝

てい
国
こく
となった。続いて産業革命を迎

むか
えた西

せい
欧
おう

諸国も，アジアやアフリカなどの諸地域を自国の商品の市場や原料・食料

の供給地に変え，国際分業体制に組み入れた。世界が一つの市場（世界市
場）となり，世界の一体化が西欧諸国を中心に一層進んだ。世界市場の成立
により，景気の後退による経済の混乱（恐

きょう
慌
こう
）も世界を襲

おそ
うようになった。

　　　　　　　　　イギリスは，ヴィクトリア女王の時代に，国民形成の
ための初等教育を普

ふ
及
きゅう
させる 1870 年の教育法や，組合

運動を合法化した 71年の労働組合法，また男性の選挙権を労働者・農民

までしだいに拡大した一連の選挙法改正など諸改革が行われ民主化が進ん

だ。そして責任内閣制の下
もと
，ディズレーリが保守党を，グラッドストンが

自由党を率いて国政を担当し合い，二大政党による政党政治を特
とく
徴
ちょう
とする

議会制民主主義を発展させ，その後，日本など各国の政治に影
えい
響
きょう
を与

あた
えた。

　　　　　　　　　　イギリスの統治するカナダ地域には，先住民のほか

に，フランス系住民が多く居住する地域，毛皮交易や

漁業が盛
さか
んな地域など，異なる特徴を持つ植民地が形成されていた。

1848 年には各植民地に内政上の自治権が与えられていたが，南北戦争の

ころ，アメリカからの攻
こう
撃
げき
や併

へい
合
ごう
の動きが強まったため，連邦形成を求め

る声が高まった。そして，67年にイギリス帝国初めての自治領としてカ

世界市場の
形成

➡ p.39

2

QR

ヴィクトリア
時代の諸改革

在位 1837〜 1901 人物 FILE

➡ p.93

1

➡ p.114

大英帝国と
その植民地統治

➡巻末１

➡ p.51

ナダ連邦が成立し，その後の自治領モデルとなった。イギリスが植民地間

にめぐらせた航路を利用して，日本からの移民も明治維
い
新
しん
後に本格化し，

カナダ太平洋岸には日本人コミュニティが形成された。

　また，航路のほか，海底通信ケーブルの敷
ふ
設
せつ
などによる通信技術の発達

も，ヨーロッパ本国と植民地の連
れん
携
けい
を強め，統治を支える役割を果たした。

　　　　　　　　　　　　　産業革命に伴
ともな
う都市化と国際分業体制の展開

は世界の農業も変えた。フランスや西部ドイツ，

アメリカなどは自営農による農業が中心で，激増した食料需
じゅ
要
よう
に技術革新

で応じ，自国の産業革命を支えた。特にアメリカ西部では，機械による大

規模農業が発展した。東ヨーロッパは，イギリス方面への穀物供給地とな

り，同時にイギリスで生産された工業製品の市場となった。東部ドイツで

はユンカーとよばれた土地貴族による大土地所有制の農業が行われ，ロシ

アなどでは封
ほう
建
けん
的な農

のう
奴
ど
制に基

もと
づく農業が営まれていた。しかし農奴制は，

工業化を進めるため，19世紀後半に廃
はい
止
し
されていった。

　はるかに離
はな
れた生産地と消費地の結び付きを可能にしたのは，交通革命

によってであったが，砂糖入りのコーヒーや紅茶を欧米の人々が楽しめる

ようになった反面で，国際分業体制の展開は，熱帯・亜
あ
熱帯地域の農業に

特に大きな影響を与えた。16世紀に砂糖やコーヒーの生産から始まった

プランテーション農業が，19世紀以降の植民地化の進行につれて綿花や
茶，天然ゴムなどの生産にも広がった。同時に，本国や欧米への輸出向け

の特定の農産品に依
い
存
そん
する，モノカルチャー経済化も進んだため，地域の

伝統的農業が廃
すた
れ，それまで成り立っていた経済的自立が困難となった。

この困難の克
こく
服
ふく
は，今日なおこれらの地域の問題となっている。
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　　　　国際分業体制の説明を，本文から書
き出そう。
確認

　　　　資本主義の展開や，国際分業体制に
よって現れた問題は何か，説明しよう。
説明

イギリスの繁
はん

栄
えい

と国際分業体制 欧
おう

米
べい

による世界市場の形成は，世界をどのよう
に変えていったのだろうか。

学習
課題

世界の工場，プランテーション農業，モノカルチャー経済中学校との関連

　　 紅茶を運ぶカティーサーク号　中国の港か
らロンドンへ一番茶を届ける競争は「ティーク
リッパーレース」とよばれ，人々は熱

ねっ

狂
きょう

した。

１

　　 「世界の工場」イギリス　世界中からさまざまなものがイギリスに集められた。２

　　内閣は議会に対して責任を負うという制度。1

　　 19 世 紀 の
理想の女性像　
ヴィクトリア朝
時 代 の 女 性 は，

「良妻賢
けん

母
ぼ

」であ
ることが求めら
れた。

５

読み解き  なぜイギリスは，世界各地のさまざ
まな商品を集めることができたのだろうか。

ヨーロッパ→p.47　

前のできごと 　ヨーロッパ→p.39

次のできごと

５
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ヨーロッパの祖母とよばれた女王

　夫アルバートとの模
も

範
はん

的な家庭生活や，国
王は「君臨すれども統治せず」というイギリス
立憲君主政の原則を体現するよう努め，国民
から敬愛された。９人の子どもたちがヨー
ロッパ各国の王家と姻

いん

戚
せき

関係になったことか
ら，「ヨーロッパの祖母」とよばれた。

ヴィクトリア女王（1819 〜 1901）

カナダに移民した日本人

　カナダに移民した最初の日本人は，記録によれば 1877
年に渡

わた

った長崎出身の永
なが

野
の

万
まん

蔵
ぞう

（1855 ～ 1924）とされる。
横
よこ

浜
はま

との定期航路ができた 1880 年代後半以降，移民が
本格化し，漁業，製材所や炭
鉱での労働，農業などに従事
した。1914 年にはヴァンクー
ヴァーで日系人野球チームの
朝日軍が誕生し輝

かがや

かしい戦績
を誇

ほこ

ったが，太平洋戦争勃
ぼっ

発
ぱつ

により（→ p.132），強制移動・
離
り

散
さん

となった。
　　 永

なが

野
の

万
まん

蔵
ぞう

とその家族３ 　　 キューガーデンの内部４

２章の
まとめ 欧米で起こった近代化とはどのようなものか，思想，政治体制，経済の面からあなたの考えを説明しよう。

　植物園は，18 世紀には博物学の発展と
ともにヨーロッパ各地に作られた。有名
なロンドン郊

こう

外
がい

のキューにある王立植物
園「キューガーデン」も，1759 年に開園
している。世界中の植物を収集し，栽

さい

培
ばい

されている植物は 2 万 5000 種，標本は
700 万種を数える。それらの植物は品種
改良の後

のち

，19 世紀に植民地に移植されプ
ランテーションで大量生産されたが，現
地にとっては巨

きょ

大
だい

な環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

を意味した。

植民地の拡大に影
えい

響
きょう

を与
あた

えた
【 植物園 】FILE

世界
遺産

　産業革命以前の家族は，祖父母・父母・子
どもたちの３世代にわたる家族が，家父長
を中心として労働と生活の共同体を営むイ
メージでとらえられてきたが，平均寿

じゅ

命
みょう

の
短かった 19 世紀までのヨーロッパでは，
実際には，夫

ふう

婦
ふ

と子どもからなる家族が主
流であった。そして 18 世紀以降，ルソー

（→ p.34）の『エミール』に代表されるように，
母性愛や情愛に基

もと

づく家族のきずなを重視
する風潮が広まり，妻は家庭内にとどまり
家事労働や育児
を担

にな

うことが理
想とされた。

近代化によって変化した
【 家族 】FILE
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41 42

記入例：18世紀後半の産業革命により、手作業による家内工業から、機械を用いた工場におけ
　　　　る大量生産に変化した。これを端緒として生産設備や資金を資本として所有する資本家
　　　　が賃金労働者を雇用して商品を生産し、大量販売して利潤を得る資本主義社会を確立し
　　　　た。その結果、イギリスは世界の各大陸に植民地を持ち、植民地を中心とする各地から
　　　　原料を輸入して、植民地をはじめとする世界市場に工業製品を輸出する国際分業体制を
　　　　確立した。これが一番重要な変化である。

記入例：啓蒙思想の影響を受け、それまでの国王や貴族による専制支配を武力により打ち破り、
　　　　自由で平等な権利を有する市民によって代表者を選ぶ議会と、憲法に従って権力者の恣
　　　　意的な権力行使を抑止する立憲を確立した。また、主権は対等な国民による共同体によっ
　　　　て保持されるべきとする国民国家の理想の下に人々が結集するようになった。

記入例：ヨーロッパでもアメリカでも、革命当時は一定以上の財産と教養を有する富裕な白人
　　　　（ヨーロッパ系）男性のみが市民と見なされた。女性、奴隷、黒人、貧者などを市民と
　　　　見なさなかった点が、全ての社会の構成員を財産・出自・人種・性別を問わず市民と見
　　　　なす今日とは根本的に異なる。

記入例：経済的にはカナダはイギリスの工業製品を受け入れ、木材・穀物（食料）・銅などの原
　　　　料や一次産品を輸出する国際分業体制に組み込まれていた。万蔵も最初は漁業を仕事と
　　　 した。政治的にはイギリスの植民地であったが、1867年にイギリス帝国初の自治領
　　　　（外交以外の内政自治を許された海外領土）になった。

２部２章「欧米諸国における近代化」ワークシート（案）
１．永野万蔵はカナダについて間もない頃、どのような仕事をしていましたか？

記入例：ヴァンクーヴァー近郊のフレーザー川でサケ漁・サケ加工業に従事した。

記入例：18世紀末以前（19世紀初めに至っても）は大西洋三角貿易により砂糖やコーヒー・銀
　　　　などの世界商品を入手し、また進んだ航海術と大型帆船を活用して、アジア域内の貿易
　　　　（中継貿易）に参加し、インドの綿織物などを購入・輸入していた。

FILE.1 綿織物
庶民の服装を変えた流行の品見る歴史

ものから

●インドの綿織物との出会い
綿花を原料とする綿織物は，肌

はだ

触
ざわ

りがよいうえ吸
きゅう

湿
しつ

性と保温性
が高く，私たちの衣服にとって不可欠な素材である。しかし，そ
れが世界中に行き渡

わた

るのは，近代まで待たねばならなかった。
綿花栽

さい

培
ばい

には高温と適度な降雨・乾
かん

燥
そう

が必要で，綿織物は紀元
前からインドやアメリカ大陸中部で作られていた。綿花は 4世
紀にインドから西アジアに広がり，10世紀には綿織物はイスラー
ム世界からの商品としてイタリアやイベリア半島で知られていた。
綿花栽培は中国には 7世紀に伝わったが，インドの綿織物はす
でに海上交易により東南アジアから中国にかけて流通していた。
　ヨーロッパ北部では，羊毛と麻

あさ

が衣料の主な原料であったが，
16世紀以降，ヨーロッパ諸国がインド洋交易に参入（→p.28）す
ると，インドの綿織物は主な買い付け商品の一つとなった。イギ
リスの東インド会社は，18世紀初めまで，薄

うす

手
で

の優美なモスリ
ンや丈

じょう

夫
ぶ

なキャラコを大量に輸入し，大きな利益を上げた。
日本では，麻

あさ

と絹が衣料の主な原料であった。綿は戦国時代に
普
ふ

及
きゅう

し，江戸時代になってインドの綿織物が更
さら

紗
さ

とよばれて広
まると，やがて国内生産も行われるようになった。幕末に開国
（→p.64）した後，綿織物の輸入量は爆

ばく

発
はつ

的に増加した。

●産業革命を支える商品に
　イギリスでは，綿織物は単に衣服だけでなく，多くの日用品に
用いられた。この需

じゅ

要
よう

の高まりを受けて，インドから輸入した綿
花を原料として国内で綿織物を生産しようとする動きが生まれ
た。18世紀後半に，1000 もの機械織りを工員が一人で操作で
きるミュール紡

ぼう

績
せき

機が発明されると，蒸気機関の利用も相
あい

まって，
大工場での綿織物の大量生産が可能になった（→ p.39）。こうし
て 19世紀初めにイギリスは綿織物の輸出国に転

てん

換
かん

し，マンチェ
スターは綿織物業の中心都市として知られるようになった。一方，
もともと綿織物業が行われていたインドは，安価なイギリスの機
械製綿織物の輸入を強

し

いられるようになっていった（→p.59）。
日本では，開国以降，主な綿織物の輸入先はイギリスであった
が，19世紀末に大阪を中心に紡績会社が多数設立され，インド・
中国・アメリカから綿花を輸入して，綿糸を輸出するようになっ
た。日

にっ

清
しん

戦争（→p.76）以降は綿糸・綿織物のアジア諸国への輸出
が増大し，ついにはイギリスを上回るほどとなった。このよう
に綿織物工業は日本の産業革命（→ p.75）も支えたのである。綿
花の輸入と綿製品の輸出という貿易の中心地となったのが神

こう

戸
べ

（→p.81，120）であり，世界各地から商人が集まった。

　 インドの綿織物1

　 更
さら

紗
さ

樹木や鳥，
花などの模様が多い。
この更紗はヨーロッパ
向けにインドで作られ
たものだが，江戸時代
の日本へ伝わり，着物
の裏地に使用された。
〈『花樹額縁文様胴着』松坂屋コレ
クション 17 ～ 18 世紀〉

2

　 イギリスと
インドの綿布輸出
の変化

5

　 インドの綿
織物を使ったヨー
ロッパのドレス
〈18世紀〉

3

　 生活の中の
キャラコ　テーブ
ルクロスやカーテ
ンなど，さまざま
な物に活用された。
〈シャルダン作『食前の祈
り』ルーヴル美術館蔵 
1740 年〉

4
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〈山本達郎編『インド史』〉

31

FILE.1 綿織物
庶民の服装を変えた流行の品見る歴史

ものから

●インドの綿織物との出会い
綿花を原料とする綿織物は，肌

はだ

触
ざわ

りがよいうえ吸
きゅう

湿
しつ

性と保温性
が高く，私たちの衣服にとって不可欠な素材である。しかし，そ
れが世界中に行き渡

わた

るのは，近代まで待たねばならなかった。
綿花栽

さい

培
ばい

には高温と適度な降雨・乾
かん

燥
そう

が必要で，綿織物は紀元
前からインドやアメリカ大陸中部で作られていた。綿花は 4世
紀にインドから西アジアに広がり，10世紀には綿織物はイスラー
ム世界からの商品としてイタリアやイベリア半島で知られていた。
綿花栽培は中国には 7世紀に伝わったが，インドの綿織物はす
でに海上交易により東南アジアから中国にかけて流通していた。
　ヨーロッパ北部では，羊毛と麻

あさ

が衣料の主な原料であったが，
16世紀以降，ヨーロッパ諸国がインド洋交易に参入（→p.28）す
ると，インドの綿織物は主な買い付け商品の一つとなった。イギ
リスの東インド会社は，18世紀初めまで，薄

うす

手
で

の優美なモスリ
ンや丈

じょう

夫
ぶ

なキャラコを大量に輸入し，大きな利益を上げた。
日本では，麻

あさ

と絹が衣料の主な原料であった。綿は戦国時代に
普
ふ

及
きゅう

し，江戸時代になってインドの綿織物が更
さら

紗
さ

とよばれて広
まると，やがて国内生産も行われるようになった。幕末に開国
（→p.64）した後，綿織物の輸入量は爆

ばく

発
はつ

的に増加した。

●産業革命を支える商品に
　イギリスでは，綿織物は単に衣服だけでなく，多くの日用品に
用いられた。この需

じゅ

要
よう

の高まりを受けて，インドから輸入した綿
花を原料として国内で綿織物を生産しようとする動きが生まれ
た。18世紀後半に，1000 もの機械織りを工員が一人で操作で
きるミュール紡

ぼう

績
せき

機が発明されると，蒸気機関の利用も相
あい

まって，
大工場での綿織物の大量生産が可能になった（→ p.39）。こうし
て 19世紀初めにイギリスは綿織物の輸出国に転

てん

換
かん

し，マンチェ
スターは綿織物業の中心都市として知られるようになった。一方，
もともと綿織物業が行われていたインドは，安価なイギリスの機
械製綿織物の輸入を強

し

いられるようになっていった（→p.59）。
日本では，開国以降，主な綿織物の輸入先はイギリスであった
が，19世紀末に大阪を中心に紡績会社が多数設立され，インド・
中国・アメリカから綿花を輸入して，綿糸を輸出するようになっ
た。日

にっ

清
しん

戦争（→p.76）以降は綿糸・綿織物のアジア諸国への輸出
が増大し，ついにはイギリスを上回るほどとなった。このよう
に綿織物工業は日本の産業革命（→ p.75）も支えたのである。綿
花の輸入と綿製品の輸出という貿易の中心地となったのが神

こう

戸
べ

（→p.81，120）であり，世界各地から商人が集まった。

　 インドの綿織物1

　 更
さら

紗
さ

樹木や鳥，
花などの模様が多い。
この更紗はヨーロッパ
向けにインドで作られ
たものだが，江戸時代
の日本へ伝わり，着物
の裏地に使用された。
〈『花樹額縁文様胴着』松坂屋コレ
クション 17 ～ 18 世紀〉

2

　 イギリスと
インドの綿布輸出
の変化

5

　 インドの綿
織物を使ったヨー
ロッパのドレス
〈18世紀〉

3

　 生活の中の
キャラコ　テーブ
ルクロスやカーテ
ンなど，さまざま
な物に活用された。
〈シャルダン作『食前の祈
り』ルーヴル美術館蔵 
1740 年〉

4

万ポンド
600

500

400

300

200

100

0
年1770 180080 90 10 20 30 40

インドからヨーロッパへ
輸出された綿布（手織り）

イギリスからアジアへ輸出
された綿布（機械織り）

〈山本達郎編『インド史』〉

31

5

10

15

20

E
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　　　　　　　 工業化社会の出発点である産業革命は，18世紀のイギ
リスから始まった。17 世紀に海外進出が本格化すると，

イギリスはオランダ・フランスとの植民地獲
かく
得
とく
競争において優位に立ち，

18世紀後半には海上交易の主導権を握
にぎ
るようになった。広大な海外市場

を得て，国際貿易が盛
さか
んになり，商工業者は資本を蓄

たくわ
えた。

　また，農村では 18世紀に地主が小農民の土地や共有地を吸収して農地

を広げ（囲い込
こ
み），この土地を資本家が借りて農業労働者を雇

やと
い生産を行

うようになった。土地を失って都市に流入した農民は工場労働に必要な労

働力となった。農業経営者による新しい農法の採用や農機具の改良により

農業生産の増大が始まり，人口増を支えることが可能となった（農業革命）。
　　　　　　　　インドから輸入され，需

じゅ
要
よう
の高まっていた綿織物を国内

で生産しようとするところから産業革命は始まるが，綿織

物への需要に従来の手作業では応じきれず，大量生産が求められた。そこ

で飛
と
び杼

ひ
，紡
ぼう
績
せき
機などの機械が発明され，綿織物が工場で機械によって生

産されるようになった。綿工業の技術革新は，毛織物業など伝統的分野に

も波
は
及
きゅう
した。ワットが改良した蒸気機関は，それまで用いられていた動物

や水力・風力などの自然力に替
か
わる機械力を人類に与

あた
え，さまざまな機械

の動力となった（動力革命）。蒸気機関は蒸気機関車・蒸気船に応用されて
交通革命を引き起こし，長距

きょ
離
り
・大量・高速の輸送を実現した。産業革命は，

農業中心の社会を機械による工業中心の社会に変え，現在も続く機械文明

産業革命の
背景

4

産業革命の
開始

1

2 3

1736 ～ 1819

産業革命で変わる社会 産業革命は，近代社会の形成にどのような役割
を果たしただろうか。

学習
課題

産業革命，資本主義，社会主義，マルクス中学校との関連

　 伝統的な糸つむぎ
（亜

あ

麻
ま

糸）
１

　 紡
ぼう

績
せき

機による糸つむぎ（綿糸）　
ジェニー紡績機の発明から水力紡績機
を経て，1830 年代には蒸気機関で動
く紡績機により，1人で1200錘

すい

(1200
本)の糸つむぎを受け持てるようになっ
た。

２

国

イギリス

フランス

プロイセン
（ドイツ）

アメリカ

ロシア
（ソ連）

日本

時期
18世紀
半ば
19世紀
初頭
19世紀
前半
19世紀
半ば
19世紀
後半
19世紀
後半

鉄道開通

1825年

1832年

1835年

1830年

1838年

1872年

特徴

ふ ふつ

産業革命始まりの国
「世界の工場」とよばれる
ナポレオン帝政下の
保護政策により開始
普仏戦争後，1870年代に
重化学工業が発展
南北戦争後に本格化
19世紀末に英・独を追い越す
1861年
農奴解放令がきっかけ
主に国家主導で行われ，
日清・日露戦争後に発展

のう ど

　 各国の産業革命の開始時期4

年
1709
33
64
65
68
85
93

1807
14
19
25
30

主な発明
ダービー
ジョン＝ケイ
ハーグリーヴズ
ワット
アークライト
カートライト
ホイットニー（米）
フルトン（米）
スティーヴンソン
蒸気船による最初の大西洋横断
スティーヴンソン
リヴァプール‒マンチェスター間鉄道開通

コークス製鉄法
飛び杼
ジェニー紡績機
蒸気機関の改良（～69）
水力紡績機（69 特許）
力織機
綿繰機
蒸気船試運転
蒸気機関車試運転

蒸気機関車実用化

と ひ

ぼうせき

りきしょっ  き

わたくり

　 産業革命期の主な発明3

読み解き 図　と　を比べると，糸
つむぎの作業はどのように変化して
いるだろうか。

1 2

ヨーロッパ→p.41　

前のできごと 　ヨーロッパ→p.37

次のできごと

4

39

３．教科書p.39図■１ ■２ 、p.31図■５ 、p.40本文、p.41図■２ を見て考えてください。p.39読み解き「糸
　　つむぎの作業はどのように変化しているだろうか？」の解答と、p.40説明「産業革命によるさま
　　ざまな変化のなかで、一番重要だと思うものとその理由を説明しよう。」の解答をモノのつくり方
　　の変化とその影響という視点からまとめてください。

４．17世紀のイギリスの２度の革命（1642年～、1688年～）、18世紀のアメリカの独立革命（1775
　　年～ p.33図■１ など）、フランス革命（1789年～ p.35図■１ ■２ ）などの国々でどのように政治や社
　　会がそれ以前とは変わったか、共通点をまとめてください。

５．４の革命で権力を握った人々を「市民」といいますが、今日私たちが使う「市民」という言葉とは
　　ニュアンスが違います。議会で議員になれた人や選挙に参加できた人も今とは異なります。教科書
　　のp.36を参考に、当時の「市民」と今日の「市民」の違いをまとめてください。

６．永野万蔵がカナダに移民として渡った19世紀後半、イギリスとカナダはどのような関係でした
　　か？教科書p.41の図■２ とp.41～42「大英帝国とその植民地統治」「国際分業体制の展開と世界の
　　農業の変化」を参考に、経済と政治の両面からまとめてください。

２．教科書p.31の図■３ ■４ ■５ を見て考えてください。産業革命が起こった18世紀末以前、ヨーロッパは
　　綿織物などの世界商品をどのようにして手に入れていましたか？
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　17 世紀前半，イギリスでは専制支配を強める国

王と議会との対立が深まり，内戦となった。議会派

はクロムウェルの指導で王党派に勝利し，国王を処
しょ
刑
けい
して共和政を打ち立

てた（ピューリタン革命）。クロムウェルは，続いてアイルランド征
せい
服
ふく
を行

い，独裁体制を敷
し
いた。彼

かれ
の死後，王政が復活したが（復古王政），再び国

王が専制を強め議会と対立したため，議会は国王の長女メアリと夫ウィリ

アムをオランダから招き，夫妻が 1689 年に王位についた（名
めい
誉
よ
革命）。議

会は権利の章典を制定し，立憲君主政が確立した。その後，イングランド
銀行が創設され国

こく
債
さい
発行で多くの資金が調達可能になったイギリスは，対

外戦争を有利に進めた。18世紀にはメアリの妹アンが女王となり，その

死後は北ドイツのハノーファーから遠
とお
縁
えん
が招かれ現在の王室の祖となった。

　　　　　　　　　 18 世紀半ばまでに北アメリカ大陸では，東海岸に

イギリスが 13の植民地を建設していた。一方，フラ

ンスはカナダからルイジアナに連なる植民地を築き，イギリス植民地の拡

大をはばんでいたため，両者の間でたびたび紛
ふん
争
そう
が起こり，ヨーロッパで

の諸国間の戦争とも連動して世界規模での戦争となった。イギリスは，こ

の七年戦争期において植民地での戦いに勝利したものの，ばく大な戦費に

苦しみ，植民地の人々への課税を強化した。

イギリスの革命と
議会政治の成立

1599 ～ 1658

1642 ～ 49

1688 ～ 89

1689 QR 2 , ➡巻末１

QR

植民地をめぐる
英仏の抗

こう

争
そう ➡p.28

3

QR

イギリスの革命とアメリカの独立 イギリスの革命とアメリカの独立戦争によって，
どのような政治体制が生まれたのだろうか。

学習
課題

アメリカ独立革命，権利の章典，三権分立，啓蒙思想，市民社会中学校との関連

　 ボストン茶会事件　1773年，本国が定めた茶法に反対する人々が，先住民に変装して東インド会社の船から紅茶を港に投げ込
こ

んだ。１

読み解き  なぜ，人々は先住民に変装して茶を海に投げ込んだのだろうか。

ヨーロッパ→p.35， アメリカ→p.37　

前のできごと 　ヨーロッパ・アメリカ→p.27

次のできごと

1

　 政治の体制2

君主政治
専制君主政 共和政

民主政治

立憲君主政
国王や皇帝に統治
の権利があり，
思うままに政治を
行う

国王や皇帝は存在
するが，法によっ
て制限され，国民
が政治を行う

国民に統治の権利
があり，法に基づ
いて政治を行う

もと

アメリカ合衆国「建国の父」

独立後，人々の尊敬を
集めたワシントンは王位
につくこともできたとい
われていたが，直ちに一
市民に戻

もど

った。これに示
されている彼

かれ

の揺
ゆ

るがぬ
共和主義の信念や誠実さ，不

ふ

屈
くつ

の精神によっ
て，対立が多かった初期の合衆国の指導者た
ちすべてから尊敬された。大統領制度を憲法
に定めるときにも，起草者たちはワシントン
を頭に浮

う

かべながら書いたといわれる。一方
で，ワシントンは，ヴァージニアの大農園主
にして数百人の奴

ど

隷
れい

の所有者であった。

ワシントン（1732～ 99）

33
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　　　　　　　　　　18 世紀フランスでは，身分制など封
ほう
建
けん
社会の諸制

度が存続していた（旧体制）。第一身分（聖職者）と第二

身分（貴族）は免
めん
税
ぜい
特権などを持つ一方，第三身分（平民）の大半は貧しい都

市民衆や農民で，各種の租
そ
税
ぜい
や封建制の下

もと
での重い負担に苦しんでいた。

国王ルイ 16世は，破
は
綻
たん
した国家財政を再建するため，特権身分への課税

を行おうとしたが，特権身分はこれに反対し，三つの身分の代表による三

部会（身分制議会）の開
かい
催
さい
を約束させた。三部会が開かれると，身分ごとの

議決方式に反対する第三身分とこれに同調する第一・第二身分の一部の議

員が合流し，国民議会（憲法制定国民議会）を結成した（球
きゅう
戯
ぎ
場の誓

ちか
い）。議

会弾
だん
圧
あつ
のため軍隊が動員されると，パリの民衆は圧政の象

しょう
徴
ちょう
とされたバス

ティーユ監
かん
獄
ごく
を襲

しゅう
撃
げき
した。農民蜂

ほう
起
き
も広がるなか，議会は封建的特権を廃

はい

止
し
し，人権宣言（人および市民の権利宣言）を採択した。

　　　　　　　　　1791 年，立憲君主政と制限選挙を柱とする憲法が発

布され，選挙で成立した立法議会は，翌 92年，革命へ
の干
かん
渉
しょう
を宣言したオーストリアに宣戦し，戦争が始まった。戦争で革命が

危機に陥
おちい
ると，全国からの義勇兵とパリの民衆が蜂起して，王権を停止し

た。男子普
ふ
通
つう
選挙によって国民公会が成立し，共和政の成立が宣言された

（第一共和政）。93年には国王が処
しょ
刑
けい
され，革命の波

は
及
きゅう
を恐

おそ
れたヨーロッ

パ君主国は第 1回対仏大同盟を結成し，国内でも反革命の動きが強まった。

革命の始まりと
人権宣言の採

さい

択
たく アンシャン＝レジーム

1

在位 1774～ 92

1

3

QR ➡p.32

2 史料 ➡p.43

革命戦争と
共和政の樹立

➡巻末１ 2

1791 ～ 92

1792 ～ 95

1792 ～ 1804 ➡p.44

1793 ～ 97

フランス革命 ～ヨーロッパ近代の幕開け フランス革命によって，政治と社会はどのよう
に変化したのだろうか。

学習
課題

フランス革命，人権宣言，基本的人権中学校との関連

　 革命前の社会を描
えが

い
た風

ふう

刺
し

画
１

　 革命後の社会を描
えが

い
た風

ふう

刺
し

画
2

　　身分制議会で，1614 ～ 15 年以来開
かい

催
さい

され
ていなかった。三つの身分がそれぞれ別々に議
決するので，第一・第二身分が一

いっ

致
ち

すれば議会の
決議となる。特権身分は課税反対を決議しよう
とした。

1

　 「自由の木」を植える人々　ヨーロッパでは
春の到

とう

来
らい

を祝って 5月に木を植える慣習があり，
革命後，最初の５月が訪

おとず

れた 1790 年から，町
や村の広場に革命の象

しょう

徴
ちょう

で飾
かざ

られた「自由の木」
が植えられていった。革命戦争やナポレオンの
侵
しん

攻
こう

に伴
ともな

い，「自由の木」の植樹の儀
ぎ

礼
れい

はドイツ
のライン地方やポーランドにも広がった。

4

読み解き 図　と　は，
それぞれ何を示し，革
命によってどのような
変化があったことを描

えが

いているのだろうか。

1 ２

ヨーロッパ→p.37　

前のできごと 　ヨーロッパ→p.33

次のできごと

２

　 『球
きゅう

戯
ぎ

場の誓
ちか

い』　1789 年 6月，国民議会の議員
たちが，ヴェルサイユの球戯場に集まり， 憲法が制定
されるまで解散しないことを誓った。

13

革命後

第二身分第一身分

革命前

第三身分

革命のシンボル
である三色旗と

リボン 自由の象徴である
赤い帽

ぼう
子
し

E
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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　　　　　　　 産業革命を経て世界最大の工業国となったイギリスは ,

「世界の工場」とよばれ，新たな市場を求めて世界各地に進
出し，最大の植民地を有する帝

てい
国
こく
となった。続いて産業革命を迎

むか
えた西

せい
欧
おう

諸国も，アジアやアフリカなどの諸地域を自国の商品の市場や原料・食料

の供給地に変え，国際分業体制に組み入れた。世界が一つの市場（世界市
場）となり，世界の一体化が西欧諸国を中心に一層進んだ。世界市場の成立
により，景気の後退による経済の混乱（恐

きょう
慌
こう
）も世界を襲

おそ
うようになった。

　　　　　　　　 イギリスは，ヴィクトリア女王の時代に，国民形成の
ための初等教育を普

ふ
及
きゅう
させる 1870 年の教育法や，組合

運動を合法化した 71年の労働組合法，また男性の選挙権を労働者・農民

までしだいに拡大した一連の選挙法改正など諸改革が行われ民主化が進ん

だ。そして責任内閣制の下
もと
，ディズレーリが保守党を，グラッドストンが

自由党を率いて国政を担当し合い，二大政党による政党政治を特
とく
徴
ちょう
とする

議会制民主主義を発展させ，その後，日本など各国の政治に影
えい
響
きょう
を与

あた
えた。

　　　　　　　　　 イギリスの統治するカナダ地域には，先住民のほか

に，フランス系住民が多く居住する地域，毛皮交易や

漁業が盛
さか
んな地域など，異なる特徴を持つ植民地が形成されていた。

1848 年には各植民地に内政上の自治権が与えられていたが，南北戦争の

ころ，アメリカからの攻
こう
撃
げき
や併

へい
合
ごう
の動きが強まったため，連邦形成を求め

る声が高まった。そして，67年にイギリス帝国初めての自治領としてカ

世界市場の
形成

➡p.39

2

QR

ヴィクトリア
時代の諸改革

在位 1837～ 1901 人物 FILE

➡p.93

1

➡p.114

大英帝国と
その植民地統治

➡巻末１

➡p.51

ナダ連邦が成立し，その後の自治領モデルとなった。イギリスが植民地間

にめぐらせた航路を利用して，日本からの移民も明治維
い
新
しん
後に本格化し，

カナダ太平洋岸には日本人コミュニティが形成された。

　また，航路のほか，海底通信ケーブルの敷
ふ
設
せつ
などによる通信技術の発達

も，ヨーロッパ本国と植民地の連
れん
携
けい
を強め，統治を支える役割を果たした。

　　　　　　　　　　 　　産業革命に伴
ともな
う都市化と国際分業体制の展開

は世界の農業も変えた。フランスや西部ドイツ，

アメリカなどは自営農による農業が中心で，激増した食料需
じゅ
要
よう
に技術革新

で応じ，自国の産業革命を支えた。特にアメリカ西部では，機械による大

規模農業が発展した。東ヨーロッパは，イギリス方面への穀物供給地とな

り，同時にイギリスで生産された工業製品の市場となった。東部ドイツで

はユンカーとよばれた土地貴族による大土地所有制の農業が行われ，ロシ

アなどでは封
ほう
建
けん
的な農

のう
奴
ど
制に基

もと
づく農業が営まれていた。しかし農奴制は，

工業化を進めるため，19世紀後半に廃
はい
止
し
されていった。

　はるかに離
はな
れた生産地と消費地の結び付きを可能にしたのは，交通革命

によってであったが，砂糖入りのコーヒーや紅茶を欧米の人々が楽しめる

ようになった反面で，国際分業体制の展開は，熱帯・亜
あ
熱帯地域の農業に

特に大きな影響を与えた。16世紀に砂糖やコーヒーの生産から始まった

プランテーション農業が，19世紀以降の植民地化の進行につれて綿花や
茶，天然ゴムなどの生産にも広がった。同時に，本国や欧米への輸出向け

の特定の農産品に依
い
存
そん
する，モノカルチャー経済化も進んだため，地域の

伝統的農業が廃
すた
れ，それまで成り立っていた経済的自立が困難となった。

この困難の克
こく
服
ふく
は，今日なおこれらの地域の問題となっている。

➡p.71

日本

1

国際分業体制の展開と
世界の農業の変化

QR

➡p.50

➡ p.39

➡ p.28

➡巻末１ ➡ p.51

➡ p.2 FILE

➡巻末１

　　　　国際分業体制の説明を，本文から書
き出そう。
確認

　　　　資本主義の展開や，国際分業体制に
よって現れた問題は何か，説明しよう。
説明

イギリスの繁
はん

栄
えい

と国際分業体制 欧
おう

米
べい

による世界市場の形成は，世界をどのよう
に変えていったのだろうか。

学習
課題

世界の工場，プランテーション農業，モノカルチャー経済中学校との関連

　 紅茶を運ぶカティーサーク号 中国の港か
らロンドンへ一番茶を届ける競争は「ティーク
リッパーレース」とよばれ，人々は熱

ねっ

狂
きょう

した。

１

　 「世界の工場」イギリス　世界中からさまざまなものがイギリスに集められた。２

　　内閣は議会に対して責任を負うという制度。1

　 19 世 紀の
理想の女性像
ヴィクトリア朝
時代の女性は，
「良妻賢

けん

母
ぼ

」であ
ることが求めら
れた。

５

読み解き  なぜイギリスは，世界各地のさまざ
まな商品を集めることができたのだろうか。

ヨーロッパ→p.47　

前のできごと 　ヨーロッパ→p.39

次のできごと

５

木材
銅・穀物

綿織物
鉄鋼

機械などの
工業製品 穀物

肉・羊毛
バター・ワイン
木材・果物

綿花
たばこ
小麦

綿花
茶・小麦
ジュート

ゴム
すず

コーヒー
たばこ
香辛料

陶磁器
茶・絹

生糸
緑茶

金
羊毛・肉
穀物

綿花

コーヒー

穀物
肉

羊毛
果物

ゴム
コーヒー
綿花

砂糖
たばこ
バナナ

カカオ
木材

肉
小麦

1869年 スエズ運河開通
1880年代 冷凍船による
　肉などの輸送開始

カナダ

西インド
諸島

ブラジル

アルゼンチン

アメリカ合衆国

ヨーロッパ諸国

インド

エジプト

オーストラリア

オランダ領
東インド

マレー

ニュージー
ランド

日本

清

西アフリカ
東アフリカ

ケープ植民地

イギリス

イギリスの植民地
（1900年）
イギリスの輸入品
イギリスの輸出品

ヨーロッパの祖母とよばれた女王

夫アルバートとの模
も

範
はん

的な家庭生活や，国
王は「君臨すれども統治せず」というイギリス
立憲君主政の原則を体現するよう努め，国民
から敬愛された。９人の子どもたちがヨー
ロッパ各国の王家と姻

いん

戚
せき

関係になったことか
ら，「ヨーロッパの祖母」とよばれた。

ヴィクトリア女王（1819～ 1901）

カナダに移民した日本人

　カナダに移民した最初の日本人は，記録によれば 1877
年に渡

わた

った長崎出身の永
なが

野
の

万
まん

蔵
ぞう

（1855～ 1924）とされる。
横
よこ

浜
はま

との定期航路ができた 1880 年代後半以降，移民が
本格化し，漁業，製材所や炭
鉱での労働，農業などに従事
した。1914年にはヴァンクー
ヴァーで日系人野球チームの
朝日軍が誕生し輝

かがや

かしい戦績
を誇

ほこ

ったが，太平洋戦争勃
ぼっ

発
ぱつ

により（→ p.132），強制移動・
離
り

散
さん

となった。
　 永

なが

野
の

万
まん

蔵
ぞう

とその家族３ 　 キューガーデンの内部４

２章の
まとめ 欧米で起こった近代化とはどのようなものか，思想，政治体制，経済の面からあなたの考えを説明しよう。

植物園は，18世紀には博物学の発展と
ともにヨーロッパ各地に作られた。有名
なロンドン郊

こう

外
がい

のキューにある王立植物
園「キューガーデン」も，1759 年に開園
している。世界中の植物を収集し，栽

さい

培
ばい

されている植物は 2万 5000 種，標本は
700万種を数える。それらの植物は品種
改良の後

のち

，19世紀に植民地に移植されプ
ランテーションで大量生産されたが，現
地にとっては巨

きょ

大
だい

な環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

を意味した。

植民地の拡大に影
えい

響
きょう

を与
あた

えた
【 植物園 】FILE

世界
遺産

産業革命以前の家族は，祖父母・父母・子
どもたちの３世代にわたる家族が，家父長
を中心として労働と生活の共同体を営むイ
メージでとらえられてきたが，平均寿

じゅ

命
みょう

の
短かった 19 世紀までのヨーロッパでは，
実際には，夫

ふう

婦
ふ

と子どもからなる家族が主
流であった。そして 18 世紀以降，ルソー
（→p.34）の『エミール』に代表されるように，
母性愛や情愛に基

もと

づく家族のきずなを重視
する風潮が広まり，妻は家庭内にとどまり
家事労働や育児
を担

にな

うことが理
想とされた。

近代化によって変化した
【 家族 】FILE
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