
日本の世界遺産
　世界遺産として登録されている自然遺産・文化遺産のなか
から，歴史に関係の深い建造物や遺構の写真を示しています。

世紀
時代

1 52 3 4 6 189 107 8 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21
古墳 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 江戸 明治 昭和 平成南北朝 戦国

大
正

富岡製糸場と絹産業遺産群（富岡製糸場東繭倉庫）
石見銀山とその文化的景観

琉球王国のグスク及び関連遺産群（首里城）

姫路城 日光の社寺（日光東照宮） 原爆ドーム

法隆寺地域の仏教建造物群（法隆寺）

古都奈良の文化財（薬師寺）

厳島神社

古都京都の文化財（慈照寺［銀閣寺］）

平泉の文化遺産（中尊寺金色堂） ※１ ８県にまたがる 23 の産業遺産群で構成されている。
※２ 日本のほか，フランスなど計７か国の 17 作品で構成されている。

0             200km

①法隆寺地域の仏教建造物群㉑「神宿る島」宗像・
　沖ノ島と関連遺産群

②姫路城

③屋久島

④白神山地

⑤古都京都の
　文化財

⑥白川郷・
　五箇山の合掌造り集落

⑦原爆ドーム

⑧厳島神社

㉒長崎と天草
地方の潜伏
キリシタン
関連遺産

⑨古都奈良の文化財

⑩日光の社寺

⑪琉球王国のグスク
　及び関連遺産群

⑫紀伊山地の霊場と参詣道

⑬知床

⑭石見銀山遺跡と
　その文化的景観

⑮小笠原諸島

⑯平泉―仏国土（浄土）
　を表す建築・庭園及び
　考古学的遺産群

⑰富士山
　―信仰の対象と芸術の源泉

⑲明治日本の産業革命遺産※１
　―製鉄・製鋼，造船，石炭産業

⑱富岡製糸場と
　絹産業遺産群

⑳ル・コルビュジエ
　の建築作品※２
　―近代建築運動へ
　　の顕著な貢献

(2018年10月現在，番号は登録順)
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6 近代史を学ぶ前に ／ Ⅰ　東アジアと日本の文明化

縄文時代

猿
さる

から人間への進化は 700 万年ほど前のアフリカ
にさかのぼる。彼らは，その生誕地から各地に広がっ
ていった。現

げん

生
せい

人
じん

類
るい

の直接の祖先（新
しん

人
じん

）がアフリカ
を出て世界に広がっていったのは約５万年前で，その
痕
こん

跡
せき

は，日本列島でも約３，４万年前にはじまった後
期旧石器時代に確認される。
日本で新石器時代（縄

じょう

文
もん

時代）がはじまるのは，約
1万 3000 年前に氷

ひょう

河
が

期
き

が終わったころのことであ
る。縄文人は，シベリアと東南アジア方面からの文化
を受けついで，採集・狩

しゅ

猟
りょう

・漁
ぎょ

労
ろう

の生活を成
せい

熟
じゅく

させた。
彼らのつくった土器を縄文土器という。土器がこれだ
け古くからつくられたのは東アジアの特

とく

徴
ちょう

である。人
びとはこの列島の豊かな山

さん

野
や

河
か

海
かい

のなかで原始的な神
の存在を考え，土器・木器・石器などの道具を改良し
て，後期には補助的なものではあるが，穀

こく

物
もつ

の栽培も
はじめている。

弥生時代

中国に殷
いん

が成立するなどの文明の発展の影響をうけ
て，紀元前 1500 年ころ，朝鮮半島で水

すい

稲
とう

耕作がは
じまった。そして，紀元前 1000 年以降，気候の寒
冷化のなかで，温暖な気候と水田適地を求めた朝

ちょう

鮮
せん

半
島の人びとが北九州に移住してきた。彼らが用いた無

む

文
もん

土器は，日本の弥
や よ い

生土器に酷
こく

似
じ

している。水稲耕作
と金属器の使用を特色とする弥生文化は，灌

かん

漑
がい

農法の
技術とともに列島各地に広まっていった。
弥生文化が拡大するなかにあっても，山野河海の世

界に密着した縄文文化は各地に残り，社会の平等な性
格も長く続いた。しかし，紀元前 100 年ころになる
と部族の族長の権限が強くなり，従属した地位におか
れる村むらや奴

ど

隷
れい

が発生した。中国の史書に記述され
た，この時代の「倭

わ

」にあった「百余国」とは，この
族長の勢力圏

けん

をいう。中国に朝
ちょう

貢
こう

使
し

を派
は

遣
けん

した倭の奴
な

国
こく

王（57 年），倭国王（107 年）などは，そのなか

Ⅰ　東アジアと日本の文明化
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竪穴住居の再現　（千葉県，松戸市立博物館制作） 弥生土器　弥生時代後期の
つぼ。（東京国立博物館蔵）

縄文時代中期の火
か

炎
えん

土器　新
潟県出土（十日町市博物館蔵）
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でも有力な北九州の族長たちである。
弥生時代には，縄文時代とは違って戦争がおきたが，

とくにこの時期にはげしかったことは，中国の史書に
記されており，瀬戸内海周辺には軍事的性格をもつ高
地性集落が分布している。戦

せん

闘
とう

の焦
しょう

点
てん

となったのは，
大陸・朝鮮半島との政治・貿易の関係を誰がにぎるか
という点にあった。その背景には，中国では，黄

こう

巾
きん

の
乱によって漢の没

ぼつ

落
らく

が決定的になり，朝鮮半島も戦乱
の時代に突入したことがあった。
こうしたなかで，200 年ころ，列島の国ぐには連

合して，邪
や

馬
ま

台
たい

国
こく

の女王・卑
ひ

弥
み

呼
こ

を「共立」した。卑
弥呼は中国三国時代の魏

ぎ

から「親魏倭王」の称
しょう

号
ごう

をう
け，部族連合の女王として君

くん

臨
りん

した。邪馬台国には，
大
たい

人
じん

－下
げ

戸
こ

－奴
ぬ

婢
ひ

という身分差があり，対外関係を統
とう

括
かつ

する役所もあった。邪馬台国が近畿・九州のどちら
にあったかについての論争は，まだ決着していないが，
この前後に，政治の中心が九州から近畿地方に移動し
たことは確実である。奴

な

国・伊
い

都
と

国などの北九州の国
ぐには，従来，弥生文化の故地である朝鮮半島，とく
にその南部との強い関係を維

い

持
じ

し，鉄器や先進知識の
輸入を主導していた。その権限をヤマト（奈良県）の
族長がにぎったのである。

184 年

？～？

古墳時代

奈良県南東部の箸
はし

墓
はか

古墳は，３世紀に築造された最
初の前方後円墳である。邪馬台国近畿説は，この古墳
を卑弥呼の墓とすることが多い。これ以降６世紀ころ
までの前方後円墳が築造された時代を古墳時代とい
う。「辛

しん

亥
がい

年」（471 年）の年号が記された，稲
いな

荷
り

山
やま

古墳出土鉄剣銘
めい

に登場する「オホビコ」は，大
おお

王
きみ

崇
す

神
じん

（「ハツクニシラス」）の叔
お

父
じ

とされるが，崇神は，こ
の箸墓古墳とほぼ同時代に実在が推

すい

定
てい

される人物であ
る。
古墳時代は，吉

き

備
び

（岡山），肥
ひ

（九州）など，全国
各地に地域国家が存在した時代であるが，なかでもヤ
マトが強い位置を占

し

めていた。彼らは連合して中国や
朝鮮と外交や貿易をおこない，あるときには，朝鮮南
部の伽

か

耶
や

諸国と連
れん

携
けい

して，当時，高
こう

句
く

麗
り

・百
く だ ら

済・新
し ら ぎ

羅
の３国が並び立っていた朝鮮半島に出兵した。中国の
歴史書には，５世紀ころの５人の倭王の名前が伝えら
れている。ヤマトの王権は，戦乱を避

さ

けて渡来してき
た朝鮮南部の人びとを河

かわ

内
ち

などの近畿地方に招き，彼
らのもつ土木や鍛

か

冶
じ

などの進んだ技術や文字文明によ
って，その権威を強めた。
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吉野ヶ里遺跡　周囲に濠をめぐらした大規模な環濠集落。（佐
賀県）
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こ

墳
ふん

　仁
にん

徳
とく

天
てん

皇
のう

陵
りょう

と伝えられる。墳丘長486ｍ。（大阪府堺
さかい

市
し

）
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5世紀の東アジア
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日本史では，おおむね 19世紀なかばの江戸時代末期以降を近代，1945 年のアジア太平洋戦争敗戦以
降を現代と時代区分しています。この「日本史Ａ」の教科書では，その近代・現代を中心に，日本とそれ
に関連する世界の歴史を学んでいきますが，その際，現代社会がかかえるさまざまな問題や課題には，こ
の近代・現代史のなかで形成されてきたものが多いことを意識しておきましょう。
ここでは，近代史のなかで生み出された現代における課題の一例として「日本の近代化とアイヌの人権」
を取りあげています。あわせて，近代・現代史を探究する際に有効な歴史資料にはどのようなものがあり，
どこに保存されているのか，また，それらの資料を調べる方法や留意点についても学んでいきましょう。

あかり：わたしたちは北海道修学旅行の研究課題
として「日本の近代化とアイヌの人権」とい
うテーマを選びました。歴史的にみれば，古
くからアイヌは北海道や東北地方北部で，独
自の言語や文化をもってくらしてきた人びと
ですね。先生，調べるにあたって何か手がか
りになるものはないですか。

先生：1997（平成 9）年に公布された「アイヌ
文化振

しん

興
こう

法
ほう

」はどうだろう。

❶テーマが決まったら，教科書や資料集・地図帳
など，身近なものを手がかりにして，調査をは
じめましょう。

　以下では，「日本の近代化とアイヌの人権」という研究テーマを設定した生徒たちが，先生に調査のためのヒントをも
らっています。会話をたどりながら，調査方法や資料の活用方法を考えていきましょう。

1 日本の近代化とアイヌの人権

　歴史学では，一般的に，社会のありようや政治や経済のしくみなどを指標として，原始・古代・中世・近世・
近代・現代という大きな時代区分を設け，歴史の流れを理解することにつとめている。この時代区分は，お
おむね世界共通に用いられる。また，日本では，奈良時代・江戸時代などと政権の所在地にもとづく区分，
縄
じょう
文
もん
時代や古

こ
墳
ふん
時代，戦国時代といった文化や社会の特色をもとにする区分，明

めい
治
じ
時代というように年号を

もとにする区分をあわせて使用している。このように時代区分にはさまざまなあらわし方があるが，いずれ
にしても，歴史をどのような視点で理解するかによってその使われ方も異なっているのである。

時代区分とは
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私たちの時代と歴史序 編

史
料

（目的）第一条　この法律は，アイヌの人々の誇
ほこ

りの源泉であるアイヌの伝統及
およ
びアイヌ文化

（以下「アイヌの伝統等」という。）が置かれ
ている状況にかんがみ，アイヌ文化の振興並
びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知
識の普

ふ
及
きゅう
及び啓

けい
発
はつ
（以下「アイヌ文化の振興等」

という。）を図るための施
し
策
さく
を推

すい
進
しん
することに

より，アイヌの人々の民族としての誇りが尊
重される社会の実現を図り，あわせて我が国
の多様な文化の発展に寄

き
与
よ
することを目的と

する。

アイヌ文化の振興並びにアイヌの
伝統等に関する知識の普及及び啓
発に関する法律（アイヌ文化振興法）

020-025 序編.indd   20 2016/11/26   9:17:25

大地：第１条には，「アイヌの人々の民族として
の誇

ほこ

りが尊重される社会の実現を図」るため
に，アイヌ文化を発展させ，アイヌの伝統等
に関する国民の知識を普

ふ

及
きゅう

させ啓
けい

発
はつ

するとい
う法律制定の目的が記されていますね。

あかり：なぜ，このような法律が，平成の時代に
なってから制定されたのかしら。ちょっと不
思議ね。そのことの意味も考えながら，アイ
ヌの人びとの生活や文化の歴史を学ぶ必要が
あるわね。

❷近代や現代では新聞や書
しょ
籍
せき
などが種類も多く豊

富に発行されているので，まずこうした文字資
料（史

し
料
りょう
）からテーマに関する記事を探してみ

ましょう。これらは活
かつ
字
じ
化されて刊行されてい

るので，比
ひ
較
かく
的
てき
読みやすい資料です。そのほか

に図書館や郷土資料館などにも保管されている
当時のままの公的・私的な文書や記録・日記な
ども貴重な資料です。こうした資料（史料）を
利用するには，誰が，何のために，いつ，どこ
で書いたものか，などを確認する必要がありま
す。

先生：まずこれを見てごらん。これは平沢屛
びょう

山
ざん

と
いう絵師が，江戸時代後半から明治初期にか
けてのアイヌの生活を描いた「アイヌ風

ふう

俗
ぞく

十二ケ月屛
びょう

風
ぶ

」の９月の場面だ。銛
もり

を使って
サケ漁をしている老人と少年が描かれている
よ。それからこの写真は明治初期に撮

さつ

影
えい

され
たアイヌの男性で，民族衣装を着ているね。

大地：老人の持つ長い銛は珍しいし，絵や写真の
服装も独特のデザインですね。

先生：そうだね，絵にある銛はマレクといって先
端に紐

ひも

のついた鉄製のカギがはめこまれてい
て，獲

え

物
もの

を突くと，カギが反転して獲物に刺
さ

さり棒から外れて獲物がぶら下がるしくみに
なっているんだ。

あかり：ふーん。すごい工夫ですね。生活様式に
も独特な要素があるように感じますね。

❸文字で書かれた資料のほかに，絵画や写真，地図，
映像などの視覚資料も重要な情報をあたえてく
れます。最近ではインターネットで手軽にこう
した情報を得ることもできますので，活用しま
しょう。その際，情報の質や発信者などに注意
をはらい，正確な情報か，著作権を侵

しん
害
がい
してい

ないか，などについての慎
しん
重
ちょう
な扱

あつか
いが必要です。

5

10

15

20

21

私たちの時代と歴史序 編

サケ漁をおこなうアイヌの老人と少年　
（平沢屛山画「アイヌ風俗十二ケ月屛
風」市立函館博物館蔵）

明治期の男性　アイヌの
民族衣装を着ている。

_29供310日本史A見本本.indb   21 2016/04/09   10:59



江戸時代 明治時代

1 8 4 0年 18 5 0 1 8 6 0 1 8 7 0 1 8 8 0 1 8 9 0 1 9 0 0 1 9 1 0

ア
ヘ
ン
戦
争

天
保
の
改
革

ペ
リ
ー
が
来
航

大
政
奉
還

民
撰
議
院
設
立
建
白
書

岩
倉
遣
欧
米
使
節
団
派
遣

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

日
清
戦
争

日
露
戦
争

韓
国
併
合

二
月
革
命

ク
リ
ミ
ア
戦
争

ド
イ
ツ
帝
国
成
立

甲
午
農
民
戦
争

北
清
事
変

血
の
日
曜
日
事
件

アヘン戦争

� ドイツ帝国の成立

横浜に上陸したペリー一行

岩倉遣欧米使節団

近
代
の
日
本
と
世
界

第１編

　十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
心
が
東
ア
ジ
ア
へ
と
向
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
産

業
革
命
の
成
果
に
よ
る
大
量
生
産
を
開
始
し
た
イ
ギ
リ
ス
や
、
シ
ベ
リ
ア
開
発
を
進
め
た
ロ
シ
ア
の

う
ご
き
は
、
や
が
て
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
全
体
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

_29供310日本史A見本本.indb   26 2016/04/09   11:01

江戸時代 明治時代

1 8 4 0年 18 5 0 1 8 6 0 1 8 7 0 1 8 8 0 1 8 9 0 1 9 0 0 1 9 1 0

ア
ヘ
ン
戦
争

天
保
の
改
革

ペ
リ
ー
が
来
航

大
政
奉
還

民
撰
議
院
設
立
建
白
書

岩
倉
遣
欧
米
使
節
団
派
遣

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

日
清
戦
争

日
露
戦
争

韓
国
併
合

二
月
革
命

ク
リ
ミ
ア
戦
争

ド
イ
ツ
帝
国
成
立

甲
午
農
民
戦
争

北
清
事
変

血
の
日
曜
日
事
件

北清事変に出兵した8か国連合軍

大日本帝国憲法発布式典 朝鮮をめぐる風刺画

沖縄

マカオ

香港

セイロン島

ゴア

モーリシャス

ケープタウン

カナダ

上海

日本
朝鮮

清アメリカ合衆国

オランダ

イギリスの領土
フランスの領土
スペインの領土
ポルトガルの領土
オランダの領土
ドイツの領土
イタリアの領土

ロシア

フィリピン
フランス領
インドシナ

オランダ領
東インドシンガポール

オーストラリア

ブラジル

キューバメキシコ

イタリア

イギリス

フランス
スペイン

ポルトガル

ニュージー
ランド

オスマン帝国
ドイツ

エ
チ
オ
ピ
ア

大
西
洋

太
平
洋

インド

 19世紀後半の世界のようす

アヘン戦争により，それまで保たれていた東
アジアの冊封体制を基礎とする国際秩序は大
きな転換点をむかえ，東アジアは，欧米の資
本主義国を中心とした近代的な国家間関係へ
と強制的に編入させられていくことになった。
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１ ペリーの横
よこ

浜
はま

上陸　（横浜開港資料館蔵）

　　　　　　　　　　アヘン戦争の結果
▶1
によって清

しん
国が欧

おう
米
べい
諸国の自

由貿易体制に組みこまれると，アジアと欧米の

関係は大きく変化した。1846（弘
こう
化
か
3）年，アメリカは東インド艦

かん

隊
たい
司令長官ビッドルを送って，日本との貿易を求めたが，江

え
戸
ど
幕府は

相手にしなかった。

　また，それまでヨーロッパ諸国で唯
ゆい
一
いつ
日本と貿易関係を結んでいた

オランダの国王は，この変化に対応するために，1844 年，将軍あて

に開国をすすめる国書を送ったが，幕府はこれも拒
きょ
否
ひ
した。アヘン戦

争以来，オランダは以前よりくわしいヨーロッパ情勢を日本に報告し

ており，そのなかには，アメリカが新たな使節ペリーを送り出したと

いう情報も含まれていたものの，幕府はこの情報に対して真
しん
剣
けん
に対応

しなかった。

　　　　　　　　　　1853（嘉
か
永
えい
6）年 6月，アメリカ東インド艦

隊司令長官ペリーは，2隻
せき
の蒸気軍

ぐん
艦
かん
を含む 4

隻の黒
くろ

船
ふね
を率いて江戸湾

わん
入口の浦

うら
賀
が
に来航し，開国を求めるアメリカ

大統領の国書を受理するよう幕府に要求した。ペリー艦隊が湾内に侵
しん

入
にゅう
して品

しな
川
がわ
沖
おき
で測量をはじめると，幕府は要求に従うことを決断した。

ペリーは上陸して浦賀奉
ぶ
行
ぎょう
に国書を渡し，翌年春の回答を幕府に求め

て，10 日ほどの日本滞
たい
在
ざい
を終えた。また，1か月遅れで長崎に来航

オランダ国王の
開国勧告

（→ p. 29）

1783〜1848

1794〜1858

ペリー来航

ペ リ ー の 要 求 に 対 し
て，幕府はどのように対
応しただろうか。

ペリー来航と日米和親条約1

明治維新と近代国家の形成第2章

▲

1　アヘン戦争で清国は
大敗し，1842年に南

ナン
京
キン
条約

が締
てい
結
けつ
された。この条約で，

清国は上
シャン
海
ハイ
ほか5港の開港や

香
ホン
港
コン
のイギリスへの割

かつ
譲
じょう
な

どを約束した。▲

2　大名の一部には開国
反対や積極開国の意見があっ
たものの，大部分は開国もや
むなしとする消極的な意見
だった。なお，これまで外交
は幕府の専権事

じ
項
こう
であった

が，この慣例を破った行
こう
為
い
は，

日本国中で政治的議論をさか
んにさせ，有力大名の幕政へ
の介

かい
入
にゅう
を進めることとなっ

た。

２ ペリー　アメリカ東
インド艦隊司令長官。
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15

20

あなたならアメリカとどのような条約を結ぶか考えてみよう。？

したロシア使節プチャーチンも，国境の画
かく
定
てい
や貿易を求める国書を提

出した。

　老中阿
あ

部
べ

正
まさ

弘
ひろ
は，アメリカ大統領の国書を公開して，幕

ばく
臣
しん
や譜

ふ
代
だい
大

名以外の諸大名にも広く意見を求め，国難を乗り切ろうとした
▶2
。

　　　　　　　　　　1854 年 1月，ペリーは 7隻
せき
の軍艦を率いてふ

たたび来日した。幕府はアメリカとの貿易関係

を拒否したが，ペリーは日本に開港地さえできれば満足したので，（1）

下
しも
田
だ
・箱
はこ
館
だて
の開港と薪

しん
水
すい
・食

しょく
糧
りょう
・石炭などの供給，（2）漂

ひょう
流
りゅう
民
みん
の救助，

（3）アメリカに対する一方的な最
さい

恵
けい

国
こく

待
たい

遇
ぐう
の
▶3
供
きょう
与
よ
，（4）下田への領

事駐
ちゅう
在
ざい
などを取り決めた日

にち
米
べい

和
わ

親
しん

条約（神
か

奈
な

川
がわ

条約）が結ばれた。こ
のあと，幕府はイギリス・ロシア

▶4
・オランダともほぼ同

様の条約を結び，開国への道を歩きはじめた。

　　　　　　　　　　老中阿部正弘は，ペリー来航を機

にさらに海防政策をおし進めた。

江戸湾に台
だい
場
ば
の建設を進める一方，大

たい
船
せん
建
けん
造
ぞう
の禁を解い

て諸
しょ
藩
はん
に海防の強化を命じた。また，江戸に講

こう
武
ぶ
所
しょ
，蕃

ばん

書
しょ

調
しらべ

所
しょ
，長崎に海軍伝

でん
習
しゅう
所
じょ
を設置して，すぐれた外国の

軍事技術を研究しようとした。積極的な人材登用もおこ

ない，外国使節との折
せっ
衝
しょう
など重要な職務には身分にこだ

わらず優
ゆう
秀
しゅう
な人材を配置した。

1803〜83

1819〜57

日米和親条約

安政の改革

▲

3　日本がほかの国にあ
たえた有利な条件を，自動的
にアメリカにも認めることが
最恵国待遇であり，日本のみ
がこの義務を負うことになっ
ていた。▲

4　1854（安政元）年に
ロシア使節プチャーチンと締

てい

結
けつ
した日

にち
露
ろ

和親条約（日露通
好条約）では，択

え
捉
とろふ
島
とう
とウルッ

プ島のあいだに国境を設け，
樺
から
太
ふと
（サハリン）には国境線

を画定せず，従来どおりに日
露の雑居地とした。

３ ペ リ ー の 肖
しょう

像
ぞう

　
日本人が描いたもの。

４ ペリーの航
こう

路
ろ

　ペリーは日本への寄港ルートを，太平洋経由ではなくアフリカまわりにして，欧米諸
国にも遠

えん

征
せい

をアピールした。アメリカ大統領はアメリカがアジア・アフリカに植民地をもっていないことを
強調した。

浦賀

小笠原

マカオ

上海
香港

マデイラ諸島

セントヘレナ島

セイロン島

モーリシャス諸島

ノーフォーク

カナダ

日本朝鮮
清アメリカ合衆国

オランダ

1852.11

大
西
洋

太
平
洋

ロシア

フィリピン

シンガポール

イタリア

イギリス
フランス

スペイン
ポルトガル

オスマン帝国
ドイツ

エ
チ
オ
ピ
ア

イギリスの領土
フランスの領土
スペインの領土
ポルトガルの領土　（19世紀後半）

オランダの領土
ドイツの領土
イタリアの領土

1853.7
［旧暦6月］
1854.2

琉球

ケープタウン ペリーの航路

イ
ン
ド

５ 江戸湾の海防

下総

上総

安房

武蔵

相模

　
1853年ペリー
来航ルート
諸藩の防備地
台場（1854年時）

江戸湾

佃島

洲崎

品川砲台羽田

芝

大井
品川

江戸城

生麦

大房崎

横浜
神奈川

竹ヶ岡

富津

洲ノ崎

本牧

鎌倉
小坪

城
ケ
島

三崎

浦賀
横須賀

剣
崎

久
里
浜
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　　　　　　　　　　ペリー来航直後に 13代将軍の座についた徳
とく
川
がわ

家
いえ
定
さだ
には，継

けい
嗣
し
（あとつぎ）がいなかったため

養子をとる必要があった。外
と
様
ざま
である薩

さつ
摩
ま
藩
はん
主
しゅ
の島

しま
津
づ
斉
なり
彬
あきら
や土

と
佐
さ
藩主

の山
やま
内
うち
豊
とよ
信
しげ
などは，従来通り譜

ふ
代
だい
中心で政治をおこなおうとする幕府

に改革を求めて，御
ご
三
さん
家
け
の前水

み
戸
と
藩主徳

とく
川
がわ
斉
なり
昭
あき
の実子である一

ひとつ
橋
ばし
家の

徳
とく
川
がわ
慶
よし
喜
のぶ
を継嗣におして，さまざまな活動をおこした（一橋派

▶1
）。彼

らは一橋派の親
しん
藩
ぱん
の越

えち
前
ぜん
藩主松

まつ
平
だいら
慶
よし
永
なが
（春

しゅん
嶽
がく
）を大

たい
老
ろう
にし，慶喜を継

嗣に確定しようとしたが，1858（安
あん
政
せい
5）年 4月，南

なん
紀
き
派
▶2
の中心で

ある井
い

伊
い

直
なお

弼
すけ
が大老に就任し，徳

とく
川
がわ

慶
よし

福
とみ
が継嗣にむかえられた（のち

の 14代将軍家
いえ
茂
もち
）。

　　　　　　　　　　日
にち
米
べい
和
わ
親
しん
条約にもとづき，1856 年，下

しも
田
だ
に着

任したアメリカ総領事ハリスは，アロー戦争に
おけるイギリス・フランスの清国侵

しん
略
りゃく
を口実に，老

ろう
中
じゅう

堀
ほっ

田
た

正
まさ

睦
よし
らに通

商条約の早期締
てい
結
けつ
を求めた。すでにオランダ・ロシアに貿易を許可し

た幕府は，ハリスとの交
こう
渉
しょう
を進めた。堀田は条約締結に反対する勢力

をおさえるため，孝
こう
明
めい
天皇の許可（勅

ちょっ
許
きょ
）を得ようとしたが，失敗した。

　1858 年 6月，大老井伊直弼のもとで日
にち

米
べい

修
しゅう

好
こう

通
つう

商
しょう

条約が調印され，
（1）神奈川・長崎・箱

はこ
館
だて
・新潟・兵庫の開港

▶3
と自由貿易，（2）開港

場への外国人の居留，（3）江
え
戸
ど
・大
おお
坂
さか
の開市，（4）関税率の協定，（5）

日本における領事裁判権（治外法権），（6）外交使節の首都駐
ちゅう
在
ざい
など

将軍継嗣問題 1824〜58

1827〜72

1837〜1913

1828〜90

1815〜60 1846〜66

日米修好通商条約
1804〜78

1810〜64

在1846〜66

開港後の日本ではどの
ような政治がおこなわれ
たのだろうか。

通商条約の締結と安政の大獄2

▲

1　13代将軍家定の継嗣
問題において，徳川慶喜をお
す雄
ゆう
藩
はん
のグループ。▲

2　御三家の紀
き
伊
い
藩主徳

川慶福を将軍継嗣におす，譜
代を中心とする勢力。

１ 桜田門外の変　水戸藩を脱
だっ

藩
ぱん

した浪士の一部が，江戸城に向かう途中の籠
かご

にのった井伊大老を暗殺した。（茨城県立図書館蔵）

２ 井伊直弼　彦
ひこ

根
ね

藩主から大老
職についた。（東京都，豪徳寺蔵）
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幕府はどうして条約を締結しようとしたのか，またなぜ反対した人がいたのか，考えてみよう。？

が定められた。しかし勅許を得ずに調印した井伊大老に対する反発が

強まった。なお，この条約批
ひ
准
じゅん
書
しょ
の交換のため，1860（万

まん
延
えん
元）年

に遣
けん
米
べい
使節が派

は
遣
けん
され，勝

かつ
海
かい

舟
しゅう
の乗る咸

かん
臨
りん
丸
まる
も同行した。

　この修好通商条約は，日本には関税自主権がなく，アメリカには領
事裁判権を容認したもので，さきの和親条約の最

さい
恵
けい
国
こく
待
たい
遇
ぐう
とともに長

く日本の外交上の問題点となった。こののち，オランダ・ロシア・イ

ギリス・フランスとのあいだにも同様の修好通商条約が結ばれた（安
政の五か国条約）。
　　　　　　　　　　徳川慶喜を将軍継嗣

におす一橋派は，朝
ちょう

廷
てい
への工作もおこなったが，井伊大老は，そ

れにかかわった大名や藩
はん
士
し
，公

く
卿
ぎょう
（上層の

公
く
家
げ
）などを前例のないほど大

だい
規
き
模
ぼ
に処

しょ
罰
ばつ

した（安政の大
たい

獄
ごく
）
▶4
。一橋派の大名の多くは

開国容認派であったが，無勅許の条約調印

を批判して井伊大老に処罰されたため，尊
そん

王
のう

攘
じょう

夷
い
への期待が高まった。1860 年 3 月，

井伊大老は江戸城の桜
さくら
田
だ
門
もん
外
がい
で尊王攘夷派

の水戸藩の浪
ろう
士
し
たちに暗殺された（桜田門

外の変）。

1823～99

（→ p. 70）

安政の大獄

▲

3　条約では東
とう
海
かい
道
どう
の宿

場町である神奈川を開港する
ことになっていたが，幕府は
外国人を管理しやすく防衛も
しやすい横

よこ
浜
はま
村に新たに港や

町を建設して，外国人をそこ
に誘

ゆう
導
どう
した。神奈川・長崎・

箱館は条約締結1年後から開
港し，順次，兵庫・新潟も開
港した。江戸・大坂の開市も
おこなわれるはずだったが，
攘夷運動の影響で延期され，
実際には1868年にまでのび
た。▲

4　処罰者は100名以上。
橋
はし
本
もと
左
さ
内
ない
・吉田松陰・頼

らい
三
み
樹
き

三
さぶ
郎
ろう
らが処

しょ
刑
けい
された。

５ 勝海舟　江戸に生ま
れる。通

つう

称
しょう

は麟
りん

太
た

郎
ろう

，海舟
は号。蘭

らん

学
がく

・西洋兵学を学
び，長崎海軍伝習所で航海
術を習得し，幕末期の幕府
海軍創設に尽

じん

力
りょく

した。戊
ぼ

辰
しん

戦争に際して，西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

と
ともに江戸無血開城に心を
くだいた。

吉
よし
田
だ
松
しょう
陰
いん
（1830～ 59）

長州藩士の子として萩
はぎ
郊
こう
外
がい
に生まれた。江戸に出て信

しん
州
しゅう

松
まつ
代
しろ
藩の佐

さ
久
く
間
ま
象
しょう
山
ざん
（1811～ 64）に学び，1854年，ペリー

が再来航したときにアメリカへの密航をくわだてて失敗，萩
の牢

ろう
獄
ごく
につながれた。出

しゅつ
獄
ごく
後，実家杉

すぎ
家の松

しょう
下
か
村
そん
塾
じゅく
で，高

たか

杉
すぎ
晋
しん
作
さく
・伊

い
藤
とう
博
ひろ
文
ぶみ
・山
やま
県
がた
有
あり
朋
とも
らを教育したが，安政の大獄

で処刑された。

 吉田松陰（左）と松下村塾（右）
（山口県萩市，松陰神社蔵）

４ 咸臨丸　アメリカに派遣された幕府の使節が
乗った船に随

ずい

行
こう

した。艦
かん

長
ちょう

は勝海舟で，福
ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

（→p.52）も乗り組んでいた。

箱館

下田（1859年閉鎖）長崎

新潟

神奈川（横浜）

兵庫（神戸）

浦賀

３ 開港場　左の地図は日米和親条約・日米修好
通商条約で開港した場所を示す。下田は日米修好
通商条約で閉

へい

鎖
さ

された。右は，イギリス・ロンド
ンで発行された週刊新聞に紹介された開港当時の
神戸港のようす（1868年３月の記事）。
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　　　　　　　　　　欧
おう
米
べい
との貿易は，1859（安

あん
政
せい
6）年 6月から

横
よこ

浜
はま
を中心に長崎・箱

はこ
館
だて
ではじまった。輸出品

は生
き

糸
いと
・茶・蚕

さん
卵
らん
紙
し
（蚕

さん
種
しゅ
）などがおもで，輸入品には綿織物・毛織

物・武器などの加工品が多い。国別ではイギリスが過半数を占
し
めた。

　生糸の輸出量の増加は，製糸業のマニュファクチュア（工場制手工

業）の発達を促
うなが
したが，国内での品不足を引きおこした。また在

ざい
郷
ごう
商

人が直接横浜に出荷するため，これまでの江戸の問
とい
屋
や
商人を仲立ちと

した流通統制がくずれ，品不足はより深刻化した。このため，幕府は

1860（万
まん
延
えん
元）年に五

ご
品
ひん

江
え

戸
ど

廻
かい

送
そう

令を出し，雑
ざっ
穀
こく
・水

みず
油
あぶら
・蠟

ろう
・呉

ご

服
ふく
・生糸の生活用品を，江戸の問屋をとおして輸出するよう命じたが，

あまり効果はなかった。

　国内の品不足，金貨の国外流出
▶1
，さらに貨

か
幣
へい
悪
あく

鋳
ちゅう
による経済の混乱，幕府・諸

しょ
藩
はん
の米の買い占め

は，物価の高
こう
騰
とう
を招き，庶

しょ
民
みん
や下級武士の生活を

圧
あっ
迫
ぱく
した。このころ各地で百

ひゃく
姓
しょう
一
いっ
揆
き
や打ちこわし

がしきりにおきていたが，下級武士のなかにはそ

の原因を開港に求め，幕府への不満をあらわすと

ともに，商人や外国人への襲
しゅう
撃
げき
事件をおこす者も

あらわれ，攘
じょう
夷
い
論が強まった。

貿易の開始と経済
の混乱

貿易の開始は，日本の
政治や経済にどのような
影響をおよぼしたのだろ
うか。

＊公武合体
朝廷（公）と幕府および
諸藩（武）を一体化して，
幕藩体制を再編強化しよ
うとするうごき。

貿易の影響と尊王攘夷3

１ 当時の横浜のにぎわい　左手前の建物は三
みつ

井
い

呉
ご

服
ふく

店の出店。中央の荷車は船積み用にこん包
ぽう

された生糸を運んでいる。（「神名川横
浜新開港図」1860年，横浜開港資料館蔵）

２ 幕末の横浜における輸出入
品目　当初は輸出額が輸入額を
上まわっていたが，1866年に
輸入関税が引き下げられたため
逆転した。

輸

　出

輸

　入

その他

その他

その他

茶

生糸
（万ドル）

綿織物綿織物

毛織物米

武器類

1860年度 1867年度

53.7（％）

970
16.7

6.8
15.8

395

7.7

52.8（％）

（％）

20.7

22.412.610.0

1,490

25.3（％）

94

その他

茶
生糸

毛織物

7.8
油5.5

銅5.3

65.6

39.5

蚕種

綿糸

22.8

9.0
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薩摩藩や長州藩の人びとが何をめざしていたのか考えてみよう。？

　　　　　　　　　　桜
さくら
田
だ
門
もん
外
がい
の変のあと，老

ろう
中
じゅう

安
あん

藤
どう

信
のぶ

正
まさ
と久

く
世
ぜ
広
ひろ
周
ちか
は幕府の強

きょう
硬
こう
な態度

を改めて，安
あん
政
せい
の大

たい
獄
ごく
における処

しょ
罰
ばつ
者を復権させた。ま

た
＊
公
こう

武
ぶ

合
がっ

体
たい
の考えから，孝

こう
明
めい
天皇の妹和

かずの
宮
みや
を将軍家

いえ
茂
もち
の

妻にむかえ，朝
ちょう
廷
てい
と結ぶことによって難局を乗り切ろうとした。しか

し安藤は尊
そん
王
のう
攘
じょう
夷
い
派の反感を買うことになり，1862（文

ぶん
久
きゅう
2）年 1

月に坂
さか
下
した
門
もん
外
がい
で襲

しゅう
撃
げき
され（坂下門外の変），失

しっ
脚
きゃく
した。

　島
しま
津
づ
斉
なり
彬
あきら
の死後，薩

さつ
摩
ま
藩
はん
の実権をにぎった島

しま
津
づ

久
ひさ

光
みつ
は，斉彬の遺志

を引きついで京都へ上った。久光は勅
ちょく
使
し
を
▶2
ともなって江戸に下り，徳

とく

川
がわ
慶
よし
喜
のぶ
を将軍後見職に，松

まつ
平
だいら
慶
よし
永
なが
を政事総裁職に就任させた。その結

果，京都守護職の設置（会
あい
津
づ
藩主松

まつ
平
だいら

容
かた

保
もり
が就任）や大名の参勤交代

の緩
かん
和
わ
など，公武合体に向けて幕政は大

おお
幅
はば
に改革された（文久の改革）。

　久光一行はその帰路，1862 年 8月，武
むさし
蔵国生

なま
麦
むぎ
村（いまの横浜市

鶴
つる
見
み
区）で，行列に遭

そう
遇
ぐう
したイギリス人一行を藩士が殺傷するという

事件（生麦事件）をおこし，のちの薩
さつ
英
えい
戦争の原因をつくった。

　　　　　　　　　　長
ちょう
州
しゅう
藩は開国路線をとって，当初，幕府と朝廷

を結ぶためにうごいていたが，藩内の実権が攘

夷派へ移り，薩摩藩の島津久光のうごきにも対
たい
抗
こう
するように，過激な

尊王攘夷派へと舵
かじ
を切った。吉

よし
田
だ

松
しょう

陰
いん
の影響をうけた桂

かつら
小
こ

五
ご

郎
ろう
（のち

の木
き
戸
ど
孝
たか
允
よし
）・高

たか
杉
すぎ

晋
しん

作
さく
などのもと，長州藩は朝廷をうごかして幕府

に攘夷を迫
せま
った。将軍家茂はこのうごきを封

ふう
じようと京都に上ったが，

逆に 1863 年 5月 10 日を期して攘夷決行することを朝廷に約束させ

られた。その当日以降，長州藩は，下
しもの
関
せき
沖
おき
を通る欧米の外国艦

かん
船
せん
に砲

ほう

撃
げき
を加えた。

薩摩藩のうごき 1819～71

1819～64

1846～77

1817～87

1835～93

（→ p. 45）

長州藩のうごき

1833～77

1839～67

▲

1　金銀交
こう
換
かん
比率が日本

は1対5，外国では1対15で
あったため，外国人は大量の
銀貨を小判などの金貨と交換
し，国外へと持ち出した。こ
のため，幕府は万

まん
延
えん
小判など

質の低い金貨を大量に発行し
て対応したが，はげしいイン
フレーションを招くことと
なった。▲

2　天皇の使者。天皇の
代理として処

しょ
遇
ぐう
された。この

ときの勅使は大
おお
原
はら
重
しげ
徳
とみ
（1801

～79）。

６ 島津久光　島津斉彬
の異母弟。薩摩藩主島

しま

津
づ

忠
ただ

義
よし

（1840～97）の父とし
て，実権をにぎっていた。

３ 物価騰
とう

貴
き

を風
ふう

刺
し

する錦
にしき

絵
え

（国文学研究資料館蔵）

４ 蚕卵紙　蚕
かいこ

の成
せい

虫
ちゅう

である蛾
が

が卵（蚕種）を
産みつけた専用の厚紙のこと。紙のまま養蚕農家
に販売される。（宝

ほう

暦
れき

・文
ぶん

久
きゅう

時代のもの。岡谷蚕
糸博物館蔵）

５ 生麦事件の現場（1863年
ベアト撮影，ボードインコレク
ション，長崎大学附属図書館蔵）
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　　　　　　　　　　過激な攘
じょう
夷
い
論を嫌

きら
った孝

こう
明
めい
天皇の意向をうけ，

会
あい
津
づ
藩
はん
や薩

さつ
摩
ま
藩などの公武合体派は，1863

（文
ぶん
久
きゅう
3）年 8月 18 日，武力を背景に尊

そん
王
のう
攘夷派の長

ちょう
州
しゅう
藩やこれと

結ぶ三
さん

条
じょう

実
さね

美
とみ
らの公

く
家
げ
を京都から追放した（八月十八日の政変）。長

州藩は挽
ばん
回
かい
をねらったが，京都守護職松

まつ
平
だいら
容
かた
保
もり
の配下であった新

しん
選
せん
組
ぐみ

の活
かつ
躍
やく
もあり，計画が事前に察知されて失敗した（池

いけ
田
だ

屋
や

事件）。
　これに憤

ふん
激
げき
した攘夷派は，長州藩士を中心に 1864（元

げん
治
じ
元）年 7

月に京都に攻
せ
め上り，会津・薩摩などの藩兵と御

ご
所
しょ
付近で戦ったが敗

れた（禁
きん

門
もん

の変［蛤
はまぐり
御
ご
門
もん
の変］）。この事件により長州は朝

ちょう
敵
てき
（天皇

の敵）とされ，勢力回復をはかる幕府は長州征
せい
討
とう
の出兵を全国の大名

に命じた（第 1 次長州征討）。長州藩内では，同年 8月の四国艦
かん
隊
たい
下
しもの

関
せき
砲
ほう
撃
げき
事件に完敗して攘夷派が勢力を失っており，幕府に抵

てい
抗
こう
せずに

降
こう
伏
ふく
した。また，薩摩藩を含む出兵した諸藩も，戦

せん
闘
とう
を積極的にのぞ

んではいなかった。

　　　　　　　　　　八月十八日の政変によって攘夷派を京都から追

い出した薩摩藩ら公武合体派の諸藩は，幕府と

協力して朝
ちょう
廷
てい
を開国にうごかすはずだった。しかし，幕府が孝明天皇

の固
こ
執
しつ
する攘夷を受け入れたため，西

さい
郷
ごう

隆
たか

盛
もり
や大

おお
久
く

保
ぼ

利
とし

通
みち
らが力をに

ぎる薩摩藩と，幕府とのあいだにはふたたび距
きょ
離
り
ができた。

　また，長州藩では，幕府への恭
きょう
順
じゅん
に不満をもつ高

たか
杉
すぎ
晋
しん
作
さく
らが挙兵し，

長州藩の後退

1837～91

薩長連合

1827～77 1830～78

倒幕に向けて，薩長両
藩はどのようにうごいた
のだろうか。

倒幕運動の展開4

▲

1　1863年，高杉晋作が
創設した軍隊。志願制で武士
のほかに百

ひゃく
姓
しょう
や町人も混在

した。500名の定員を上まわ
る志願者があらわれたため，
別に多くの諸隊が創設され
た。▲

2　1863年5月10日の長
州藩による攘夷実行によっ
て，アメリカ・フランス・オ
ランダの船が被

ひ
害
がい
をうけた。

翌年，イギリス公使オール
コックの発案により，イギリ
スを加えた4か国の艦船で長
州藩の下関を砲撃した。長州
藩に課された300万ドルの賠

ばい

償
しょう
金
きん
は，のちに明治政府の

大きな負担となった。

１ 四国連合艦隊による下関砲台の占
せん

拠
きょ

　四国連合艦隊に敗れた長州藩は，このの
ちイギリスと接近し，開国倒幕をめざすことになった。

２ 幕末のうごき　幕府と薩摩・長州の関係を中
心にしたもの。

年 長州藩 薩摩藩 幕府
1858 9月　安政の大獄

60 3月　桜田門外の変
62 1月　坂下門外の変

〈尊王攘夷運動の高揚〉 　　　文久の改革
8月 生麦事件

63 5月　外国艦船砲撃 3月　 家茂上洛
7月　薩英戦争 4月　 攘夷決行を

約束8月　 八月十八
日の政変

64 6月 池田屋事件
7月 禁門の変 7月　第１次長州征討
8月  四国艦隊下

関砲撃事件
65
66

6月　第２次長州征討
12月　慶喜，将軍に就任

67
10月　大政奉還

1月　薩長同盟

10月　討幕の密勅
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倒幕へのうごきと諸外国との関係を考えてみよう。？

奇
き

兵
へい

隊
たい
な
▶1
どの諸隊の協力を得て，木

き
戸
ど
孝
たか
允
よし
・高杉らがふたたび藩の実

権をにぎり，幕府に抵
てい
抗
こう
する態度をとった。そこで幕府は第 2 次長

州征討を企
くわだ
てたが，土

と
佐
さ
藩出身の坂

さか
本
もと

竜
りょう

馬
ま
らの仲

ちゅう
介
かい
で長州藩と急速に

接近していた薩摩藩は，1866（慶
けい
応
おう
2）年 1月，京都で薩

さっ
長
ちょう

連合（同
盟）を結び，第 2次長州征討への出兵を拒

きょ
否
ひ
した。同年 6月，実際

に戦闘が開始されると，近代的装備をもち，ゲリラ戦法をしかける長

州藩に対して，幕府側は各所で敗れた。7月，指
し
揮
き
をとる将軍家

いえ
茂
もち
が

大
おお
坂
さか
城で病

びょう
没
ぼつ
したのを機に，幕府は軍を引きあげてしまった。

　この戦いで米の買い占
し
めなどにより諸物価が高

こう
騰
とう
したため，各地で

打ちこわしや世直し一
いっ

揆
き
があいついだ。1867 年 7月以降には「ええ

じゃないか」と連呼しながら踊
おど
る社会現象も京都を中心に各地でおこ

った。

　　　　　　　　　　幕府は諸外国との戦争を徹
てっ
底
てい
的
てき
に避

さ
けたが，薩

摩・長州両藩は諸外国と実際に戦火を交えた。

1863 年には生
なま
麦
むぎ
事件の処理をめぐって，イギリス艦

かん
隊
たい
が鹿児島を攻

撃した（薩
さつ

英
えい

戦争）。また同年，長州藩が攘夷実行として外国艦
かん
船
せん
を

砲
ほう
撃
げき
すると，翌 64年 8月，イギリスの発案によって四国連合艦隊が

下関を砲撃した
▶2
（四国艦隊下関砲撃事件）。これらの

戦いに敗れた薩長両藩は，欧米の武器の優位を知り，

軍事技術の移入を優先して考えるようになった。

　幕府は万
まん
延
えん
遣
けん
米
べい
使節のあとも諸外国へ使節を派

は
遣
けん
し

たり，留学生を送ったりしていたが，薩摩藩や長州藩

のなかにもこれらに同行する者がおり，その後は密航

というかたちで諸外国へ留学生を派遣したりもした。

また，薩摩藩はイギリスへ使節を派遣したり，パリ万

国博覧会に参加したりするなど，独自の行動をとった。

薩摩・長州両藩と
諸外国の結びつき

（→ p. 41）

坂本竜馬（1835～ 67）
土佐（高知県）に生まれる。江戸に出て剣を学

び，勝
かつ
海
かい
舟
しゅう
と出会って開明的な思想をいだく。

亀
かめ
山
やま
社
しゃ
中
ちゅう
（のちに海

かい
援
えん
隊
たい
）という貿易会社を長

崎につくり，長州藩や薩摩藩に洋式武器などの
輸入を世話した。このことが，薩長同盟を成功
させた要因の一つともなった。大

たい
政
せい
奉
ほう
還
かん
後の新国

家の構想として，憲法の制定や議会の開設などを想定
した「船

せん
中
ちゅう
八
はっ
策
さく
」を後

ご
藤
とう
象
しょう
二
じ
郎
ろう
とともに策定したといわれる。

４ 「ええじゃないか」　「ええ
じゃないか」とかけ声をかけて
はやしながら踊り歩く民衆運動。
空から舞

ま

い降りたという，伊
い

勢
せ

神
じん

宮
ぐう

などのお札，仏像，貨
か

幣
へい

な
どによってさらにはげしさを増
した。（国文学研究資料館蔵）

５ スフィンクスの前の日本人武士　1863年の幕府
使節団。帰国途

と

中
ちゅう

に撮
さつ

影
えい

したもの。27人の武士がいる。

３ 木戸孝允の書状への坂本竜
馬の裏書　木戸孝允が薩長同盟
の内容を6項目にまとめて確認
を求めたのに対し，坂本竜馬が
表の内容に相

そう

違
い

ないと，裏に朱
しゅ

書
がき

で返答したもの。（1866年，
宮内庁蔵）
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　　　　　　　　　　江
え
戸
ど
時代以来，薩

さつ
摩
ま
藩
はん
の支配下にあった琉

りゅう
球
きゅう
王

国は，清
しん
国への従属も続けていた。日本政府は

1872（明治 5）年に琉球藩を設置し，国王の尚
しょう
泰
たい
を藩王として，日

本の領土の一部であることを主張したが，清国は認めなかった。明治

六年の政変によって征
せい
韓
かん
論
ろん
が挫

ざ
折
せつ
すると，不平士族を中心に国内の不

満が高まった。そのため，政府は，琉球宮
みや
古
こ
の島民が清国の台

タイ
湾
ワン
に漂

ひょう

着
ちゃく
して現地人に殺害された 1871 年の事件を口実に，1874 年，台湾

出兵
▶1
をおこなった。日清間の戦争をのぞまないイギリスの仲

ちゅう
介
かい
によっ

て，清国に日本の出兵を正当な行動と認めさせて決着した。

　その後も清国は琉球を日本領と認めなかったが，日本政府は 1879

年，警官と兵士を琉球に送り，武力を背景に琉球藩を廃
はい
し，沖縄県の

設置を強行した（琉球処分
▶2
）。沖縄県の

統治に関して，政府は土地や租
そ
税
ぜい
制度な

どの改革を引きのばし，旧来の農民支配

や重い収
しゅう
奪
だつ
の制度を温存したので，沖縄

の民衆は各地で旧制度撤
てっ
廃
ぱい
の戦いを展開

した。

台湾出兵と
琉球処分

1843～1901

江戸時代と比較して，
領土や国境がどのように
変化したか，確認しよう。

▲

1　木戸孝允はこの出兵
に反対し，参議を辞職した。▲

2　清国はこれに抗
こう
議
ぎ
し，

1880年，宮古・八
や
重
え
山
やま
の先

島諸島を清国にゆずり渡すこ
とで両国は合意したが，結局
清国が調印せず，解決は日清
戦争後にもちこされた。

３ 台湾出兵　西
さい

郷
ごう

従
つぐ

道
みち

（1843～1902，西郷隆
たか

盛
もり

の弟）が
強
きょう

硬
こう

論を主張し，出兵がおこなわれた。（『台湾新聞』月岡芳
年画，早稲田大学図書館蔵）

日 本 海

太 平 洋

黄

海

竹島

尖閣諸島

千島列島

うるっぷ

得撫島

え とろふ

択捉島
くなしり

国後島
しこたん

色丹島
はぼまい

歯舞群島

沖縄 小笠原諸島

漢城

台湾

樺太・千島交換条約
（1875年）国境

日露和親条約
（1854年）国境

樺
太

ロシア

清

朝鮮

日本

東京

1000km0

２ 国境の画定と樺太・千島の交換　（1875年ころ）

１ 屯田兵のようす　（高村真夫画「北海道巡幸屯田兵御覧」明
治神宮聖徳記念絵画館蔵）

国境の画定と北海道の開拓10
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北海道開拓によってアイヌの人びとの生活がどうして変化したのか，政府の政策とともに考え
てみよう。

？

　　　　　　　　　　大
おお
久
く
保
ぼ
利
とし
通
みち
らが征韓論に反対した理由の一つと

して，ロシアとの国境問題があげられる。日
にち
露
ろ

和
わ
親
しん
条約以来，樺

から
太
ふと
の帰属は日露間の大きな問題であり，ロシアとの

緊
きん
張
ちょう
関係を残したまま朝鮮と戦争をすべきではないと考えられた。明

治六年の政変のあと，大久保は榎
えの

本
もと

武
たけ

揚
あき
をロシアに派

は
遣
けん
し，1875 年

にはロシアと樺
から

太
ふと

・千
ち

島
しま

交
こう

換
かん

条約を結んだ。この条約で，両国民が雑
居し紛

ふん
争
そう
の続いた樺太をロシアにゆずり，千島列島全体を日本領とし

た。樺太アイヌを北海道へ強制移住させる一方，樺太への出
で
稼
かせ
ぎ移民

はその後も継
けい
続
ぞく
して奨

しょう
励
れい
された。また，1876 年，小

お
笠
がさ

原
わら

諸島の日本
領有を各国に通告し，帰属を確定した。こうして，日本の領土が国際

的にも承認されることになった
▶3
。

　　　　　　　　　　樺太を放
ほう
棄
き
したのは，北海道の開

かい
拓
たく
を重視した

からでもある。1869 年，政府は蝦
え
夷
ぞ
地
ち
を北海

道と改称し，開
かい

拓
たく

使
し
を設置して移民を奨励した。1871 年にはお雇

やと
い

外国人ケプロンが来日して多くの政策を提言し，西洋技術導入に力を

つくした
▶4
。1874 年には士族に対する授産の一つとして屯

とん
田
でん

兵
へい

制度を
設け，屯田兵村を道内各地に建設し，軍事訓練とともに開拓と農耕に

従事させた。また，河川や道路工事，鉄道敷
ふ
設
せつ
や鉱

こう
山
ざん
の開発などに多

数の囚
しゅう
人
じん
を動員し，過

か
酷
こく
な労働を強いた。

　こうした開拓の進行にともない，先住民のアイヌは狩
しゅ
猟
りょう
と漁労の場

をせばめられた。政府はアイヌの同化政策をとり，日本の戸
こ
籍
せき
への編

入と氏名・言語の日本化，農業につかせることを進めた。しかし，こ

れはアイヌにとって伝統的な生活・文化の破
は
壊
かい
を意味するものであっ

た。また，アイヌは旧土人とよばれ，さまざまな社会生活上の差別を

うけることになった。

国境の画定

北海道の開拓

1804～85

▲

3　こののち1895年には
尖
せん
閣
かく
諸島，1905年には竹

たけ
島
しま

を，それぞれ閣議決定により
日本領として編入した。▲

4　技術導入をめざした
学校が設置され，その後，
1876年には札

さっ
幌
ぽろ

農学校と改
かい

称
しょう
され，教頭にクラーク

（1826～86）をむかえた。

できごと 本土 沖縄 北海道

廃藩置県 1871年 1879 年 1869年（開拓使）， 
1882年（3県）

徴兵制施行 1873 1898 1874（屯田兵制）

地租改正施行 1873 1899 1877

市町村制施行 1889 1908（特別制） 1889（区制）， 
1900（1級町村制）

府県制施行 1891 1909（特別制）

衆議院議員 
選挙法施行 1890 1912 1902

４ 本土・沖縄・北海道の行政施
し

行
こう

年

６ 屯田兵屋　当時の建物が復
元されている。（北海道厚岸町）

５ 琉 球 使 節 の 那
な

覇
は

帰 着　
1872年，琉球から王政復古を
祝う慶

けい

賀
が

使
し

が東京に到
とう

着
ちゃく

した。
そこで明治政府は琉球国王を琉
球藩王として任じた。その使節
の帰着風景。（山田真山画「琉
球藩設置」明治神宮聖徳記念絵
画館蔵）
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　　　　　　　　　　日清戦争後，藩
はん
閥
ばつ
政府と衆議院に多くの議席を

有する政党との関係にも変化があらわれた。政

府は議会・政党を無視して政治をおこなうことはできず，また政党も

政権に近づくには政府との妥
だ
協
きょう
が必要であった。こうして自由党など

の政党は，政府と対立する民党としての特色を失いはじめた。このう

ごきに拍
はく
車
しゃ
をかけたのが，三国干

かん
渉
しょう
にはじまるロシアとの対立を背景

とした軍備増強の問題である。

　1896（明治 29）年に第 2次松
まつ
方
かた
正
まさ
義
よし
内閣は，進歩党（立憲改進党

が発展）と提携し，軍備拡張を進めた。

　しかし，1898 年，第 3次伊
い
藤
とう
博
ひろ
文
ぶみ
内閣が地

ち
租
そ
増
ぞう
徴
ちょう
案を衆議院に提

出すると，自由党・進歩党はこれに強く反発した。6月，両党ははじ

めて合同して憲
けん

政
せい

党
とう
を結成し，わが国最初の政

＊
党内閣である大

おお
隈
くま
重
しげ
信
のぶ

内閣（隈
わい

板
はん

内閣
▶1
）が成立した。しかし与党の憲政党が，憲政党（旧自

由党）と憲政本党（旧進歩党）に分
ぶん
裂
れつ
し，わずか 4か月で瓦

が
解
かい
した。

　その後，第 2次山
やま
県
がた
有
あり
朋
とも
内閣は文官任用令の改正

▶2
や軍部大臣現役

武官制
▶3
の制定などで政党の進出をおさえ，あわせて治安警察法を公布

し，労働運動などへの取り締
し
まりを強化した。山県に対して，同じ長

ちょう

州
しゅう
閥
ばつ
の伊藤は与党の必要性を痛感し，みずから政党の結成をめざし憲

政党に接近した。1900 年，憲政党員や伊藤派の官
かん
僚
りょう
を中心に立

りっ
憲
けん

政
せい

友
ゆう

会
かい
が結成され，伊藤みずからが総裁に就任し，同年，これを与党に

第 4次伊藤内閣が成立した。

　1901 年，長州閥で陸軍大将の桂
かつら

太
た

郎
ろう
が内閣を組織すると，伊藤・

政党の発展

1847～1913

日本とロシアとの対立
の原因を考えてみよう。

＊政党内閣
軍部大臣をのぞいて，首
相以下閣

かく
僚
りょう
が政党員で構

成される内閣。

日清戦争後の政治と日英同盟6

▲

1　首相・外相が大隈，
内務大臣が板

いた
垣
がき
退
たい
助
すけ
（旧自由

党総裁）であったことからこ
うよばれた。隈板内閣は陸海
軍大臣をのぞいて憲政党員で
構成された。▲

2　各省の次官・局長も
文官高等試験合格者から任用
されることになった。これは
政党員が高級官僚になること
を阻

そ
止
し
する目的があった。▲

3　現役の大将・中将以
外は陸海軍大臣になれないと
いう制度。

台湾

フランス領
インドシナ

韓国

外モンゴル

清

内モンゴル

0 1000km

ロシア

福
建
省

日

日

R

R
R

G

G

B

B

B
B

F

F

P

P

日　　本
ロシア
ドイツ
イギリス
フランス
ポルトガル

膠州湾

シャンハイ

上海
ナンキン

南京

漢城

ペキン

北京

コワンチョウ

広州

ハルビン

大連

チヤオチョウ

ターリエン

旅順

ニンポー

寧波

フーチョウ

福州

マカオ 澎湖諸島

ティエンチン

天津

チョンチン

重慶

アモイ

厦門

広州湾

威海衛

ウラジオストク

ハノイ
九竜半島
カオルン香

港
ホ
ン
コ
ン

列強の勢力範囲

２ 列強の中国分割

内閣総理大臣の変遷

年 総理大臣 出身・政党

1896 松方正義② 薩摩

1898 伊藤博文③ 長州

1898 大隈重信① 肥前・憲政党

1898 山県有朋② 長州・陸軍

1900 伊藤博文④ 立憲政友会

1901 桂太郎① 長州・陸軍

１ 日英同盟協約の締
てい

結
けつ

を記念した絵はがき
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日英同盟協約が結ばれたことによって，世界における日本の立場はどのように変化したか，考
えてみよう。

？

山県・松方らは第一線から退いたが，元
げん

老
ろう
（非公式の天皇の最高顧

こ

問
もん
）として天皇へ後

こう
継
けい
首相を推

すい
薦
せん
するなど，権力をにぎり続けた。

　　　　　　　　　　日清戦争の敗北で清
しん
国
こく
の弱体ぶりが明らかにな

ると，ヨーロッパ列国は，こぞって清国の拠
きょ
点
てん

都市や港
こう
湾
わん
などを

＊
租
そ

借
しゃく
し，あわせて勢力範囲を設定して（中国分割），

清国の主権をおびやかした。中国分割に遅
おく
れをとったアメリカは，

1899年，国務長官ジョン=ヘイが中国の門戸開放・機会均等を提唱し，

ヨーロッパ列国や日本を牽
けん
制
せい
した。

　東アジアに拠点となる港を求めるロシアは，1898 年に遼
りょう
東
とう
半島先

端の旅
りょ
順
じゅん
・大

だい
連
れん
を清国から租

そ
借
しゃく
し，三国干

かん
渉
しょう
で遼東半島を返

へん
還
かん
した日

本を強く刺
し
激
げき
した。

　1900 年，義和団（排
はい
外
がい
的
てき
な民間宗教の流れをくむ農村の自衛組織）

が，ドイツの勢力範
はん
囲
い
である清国の山

さん
東
とう
半島で勢力を拡大し，「扶

ふ
清
しん

滅
めつ
洋
よう
」（清を扶

たす
け西洋を滅

ほろ
ぼす）を掲

かか
げて北

ペ
京
キン
の列国公使館を包囲した。

すると清国政府はこのうごきを利用し，清国に権益を拡大する列国に

宣戦を布告した（北
ほく

清
しん

事変）。しかし日本軍を中心に 8か国連合軍が
組織されると清国は降

こう
伏
ふく
し，翌年には北京議定書が結ばれた。これに

よって清国は列国に対し，多額の賠
ばい
償
しょう
金
きん
の支払いや公使館守備隊の駐

ちゅう

留
りゅう
を認めることになった。この間の混乱に乗じて，ロシアは清国東北

部の満
まん

州
しゅう
のほぼ全域を占

せん
領
りょう
し，満州にシベリア鉄道と接続する東

とう
清
しん
鉄

道の建設をはじめた。さらに，満州と陸続きの韓
かん
国
こく
に
▶4
もいっそう影響

力をおよぼすようになり，日本に危機感をあたえた。

　日本政府内には，ロシアと妥
だ
協
きょう
すべきであるという意見もあったが，

イギリスと同盟を結ぼうとする意見（日英同盟論）が強まり，1902 年，

桂内閣は日
にち

英
えい

同盟協約
▶5
に調印した。こうして日本はロシアとの対立を

さらに深め，外交交
こう
渉
しょう
を継

けい
続
ぞく
しながらも戦争準備を進めていった。

中国分割と
日英同盟

1838～1905

リアオトン

リュイシュン ターリエン

シャントン

▲

4　1897年には朝鮮は国
号を大

だい
韓
かん

帝
てい

国
こく
（韓国）と改め

た。▲

5　清国・韓国における
権益をたがいに承認し，日本・
イギリスのいずれかが第三国
と戦う場合にはたがいに中立
を守り，相手が複数の場合に
は共同して事態にあたるなど
の規定が盛りこまれた。

＊租借
他国政府が期限を決めて
土地を借り，排他的特権
をもって支配すること。

３ ８か国連合軍　左から英・米・露・インド（英領）・独・仏・オーストリア・伊・
日本の各兵士。（英領インドをのぞいて8か国）

５ 火中の栗
くり

　栗（韓国）をコ
サック兵（ロシア）が食べよう
としているところに，イギリス
におされた日本がとりに行こう
としている。日

にち

露
ろ

戦争（→p. 
78）直前の情勢をあらわした風

ふう

刺
し

画
が

。（『中央新聞』1903年）

1881 82

96

98

98

90

10

91

98

1900

自由党 板垣退助

大隈

立憲改進党
大隈重信

進歩党

大隈憲政本党

板垣・大隈憲政党

立憲自由党 板垣

立憲国民党 犬養毅

自由党 板垣

憲政党 星亨

立憲政友会 伊藤博文

４ おもな政党の変
へん

遷
せん

（明治期）
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　　　　　　　　　　1911（明治 44）年に成立した立憲政友会を与
よ

党
とう
とする第 2 次西

さい
園
おん

寺
じ

公
きん

望
もち

内閣は，日
にち
露
ろ
戦争後

の慢
まん
性
せい
的
てき
不
ふ
況
きょう
が続くなかで，行財政の整理をその方針に掲

かか
げた。しか

し陸軍は，前年に植民地とした朝
ちょう
鮮
せん
に駐

ちゅう
留
りゅう
させるために 2個師団の

増設を要求してゆずらず，首相らがこれを拒
きょ
否
ひ
すると，陸軍大臣が辞

任し，その後，後任大臣を出さなかった。そのため，内閣は総辞職に

追いこまれた。元老は後
こう
継
けい
首相に長州閥で陸軍出身の桂

かつら
太
た
郎
ろう
を指名し，

1912（大正元）年，第 3 次桂太郎内閣が発足した。これに対し，政
党を支持する国民の不満は高まった。

　衆議院では，犬
いぬ

養
かい

毅
つよし
や尾

お
崎
ざき

行
ゆき

雄
お
らの政党政治家が桂内閣をきびしく

批判し，「閥
ばつ
族
ぞく
打破，憲政擁

よう
護
ご
」を掲げた集会・演説会が全国各地で

開かれた。この運動には政党員や実業家，新聞記者などのほか，多数

の民衆が参加し，国民運動として広がっていった（第 1 次護憲運動）。
　1913 年，内閣不信任案が提出されると，桂首相は議会を停

止し，詔
しょう
勅
ちょく
によって同案を撤

てっ
回
かい
させようとした。しかし，これ

に反発した民衆は大挙して議事堂を取り巻き，抗
こう
議
ぎ
を続け，2

月には政府系の新聞社や交番を襲
しゅう
撃
げき
し，軍隊が出動する事態と

なった。このため桂内閣は 53日で総辞職した（大正政変）。

護憲運動と
大正政変

（→ p. 78）

1855～1932 1858～1954

大 正 デ モ ク ラ シ ー と
は，どのような風潮なの
だろうか。

第一次世界大戦と日本第1章

護憲運動と大正デモクラシー1

第 2編　大戦期の世界と日本 ／ 第 1章　第一次世界大戦と日本94

２ 山本権兵衛　薩
さつ

摩
ま

出身。第
2次山

やま

県
がた

有
あり

朋
とも

内閣から第1次桂太
郎内閣まで海相として活

かつ

躍
やく

した。

３ 犬養毅（左）と尾崎行雄（右）　
護憲運動の先頭に立った立憲国
民党の犬養毅と立憲政友会の尾
崎行雄。

４ 大正政変　衆議院正門前につめかけた民衆。（1913年2月）

１ ジーメンス事件の風
ふう

刺
し

画
が

　ドイツの
ジーメンス社が，軍

ぐん

艦
かん

の受注に関して海
軍高官に贈

ぞう

賄
わい

をしたことが発覚して問題
となった事件。（『東京パック』1914年）
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民本主義と現在の民主主義を比較して，違いを考えてみよう。？

　　　　　　　　　　このあとには薩
さつ
摩
ま
出身で海軍大将の山

やま
本
もと
権
ごん
兵
べ
衛
え

が首相となり，政友会の協力を得た内閣が発足

した。第 1次山本内閣は軍部大臣現役武官制の現役規定を削
さく
除
じょ
し
▶1
，

また行財政整理に取り組んだ。しかし海軍が関係した汚
お
職
しょく
事件（ジー

メンス事件）が 1914 年におき，国民の批判が高まるなかで退
たい
陣
じん
した。

そのあと，民衆や言論界に人気のあった大
おお
隈
くま
重
しげ
信
のぶ
が元老の推

すい
薦
せん
をうけ

組閣した（第 2次大隈内閣）。

　　　　　　　　　　明治末から大正時代にかけて，資本主義が発展

してくると，都市を中心にさまざまな職業が成

長し，それらに従事する都市中間層が形成されるようになった。彼ら

は，藩
はん
閥
ばつ
や軍

ぐん
閥
ばつ
などの特権階級中心の社会や政治のあり方に批判的で，

国民の政治参加を強く求める傾
けい
向
こう
が強くなった。この風

ふう
潮
ちょう
を大正デモ

クラシーという。
　美

み
濃
の

部
べ

達
たつ

吉
きち
と吉

よし
野
の

作
さく

造
ぞう
は，大正デモクラシーを法律学（憲法論）・

政治思想の面から発展させた。美濃部は，国家を法人と考え，天皇を

その最高機関と位置づけ（天皇機関説），他方で，議会の役割を重んじ，
明治憲法をできるだけ国民的立場に立って解

かい
釈
しゃく
しようとした。吉野は，

1916 年，雑誌 『中央公論』 に論文を発表し，

思想界に強い影響をあたえた。そのなかで彼は，

デモクラシーの訳語として民
みん

本
ぽん

主義を用い，天
皇制のもとにおける民主主義の確立の必要性を

説き，普通選挙の実現や政党内閣制の確立を主

張した。また吉野は，普通選挙，労働運動の自

由化，言論の自由の擁
よう
護
ご
，軍国主義的アジア政

策の修正などを民衆によびかけるなど，大正デ

モクラシーの展開に大きな役割をはたした。

政変の余波 1852～1933

大正デモクラシー
の思想

1873～1948 1878～1933

▲

1　陸・海軍大臣は現役
の大将・中将に限るとされて
いた規定を削除し，現役を退
いた予備役・後備役でも，た
んに大将・中将であればよい
とした。

95

５ 美濃部達吉　兵庫県出身。

６ 吉野作造　宮城県出身。

民
みん
本
ぽん
主義といふ文字は，日本語としては極

きわ
めて新しい用例である。従

来は民主々義といふ語を以
もつ
て普通に唱へられて居

お
つたやうだ。…然

しか
し

民主々義といへば，…「国家の主権は人民にあり」といふ危険なる学
説と混同され易

やす
い。…我々が視

み
て以て憲政の根底と為

な
すところのものは，

政治上一般民衆を重んじ，其間に貴
き
賤
せん
上下の別を立てず，而

し
かも国体

の君主制たると共和制たるとを問はず，普
あまね
く通用する所の主義たるが

故に，民本主義といふ比
ひ
較
かく
的
てき
新しい用語が一番適当であるかと思ふ。

吉野作造の民本主義
憲政の本義を説いて其

その
有終の美を済

な
すの途

みち
を論ず（『中

ちゅう
央
おう

公
こう

論
ろん

』1916年1月号）
史
料

統治権は常に国家に属する権利で
あつて，国家のみが統治権の主体
である。国民主権主義を取るとし
ても，国民は国家の機関として統
治を行ふのであり，君主主権主義
においても亦

また
君主は国家の機関と

して統治の最高の源
みなもと
たるのである。

美濃部達吉の
天皇機関説（『逐

ちく
条
じょう

憲
けん

法
ぽう

精
せい

義
ぎ

』）
史
料

石橋湛山「小日本主義」
国民世論の圧倒的な政府支持のもとで小

しょう
日本主義を説い

たのが，雑誌『東洋経済新報』とその主
しゅ

幹
かん

の石
いし

橋
ばし

湛
たん

山
ざん

（→ p. 
164）らであった。30 歳の湛山は，日本の第一次世界大戦
への参戦を，「わが国の存立を危機に陥

おとしい
れる大事件」とし，

二十一か条要求を愚
ぐ

策
さく

と批判し，将来の日本の孤立化を予
言した。のちのシベリア出兵に対しても，政府や軍部を批
判し，自由主義の立場からソビエト政府を擁護した。また
国内問題では，普通選挙を説いた。彼の思想は，植民地不
要論を基

き
盤
ばん

として，明治時代の内
うち

村
むら

鑑
かん

三
ぞう

らの小国思想を継
けい

承
しょう

し，大正デモクラシーの一
いち

翼
よく

を占
し

めるものでもあった。
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　　　　　　　　　　ヨーロッパでは，しだいにドイツ・イタリア・

オーストリアによる三国同盟と，イギリス・ロ
シア・フランスによる三国協商との対立がはげしくなった。1914 年
6月，バルカン半島で，オーストリアの皇

こう
位
い
継
けい
承
しょう
者
しゃ
夫妻が暗殺される

という事件がおこった（サラエボ事件）。これをきっかけとして，第
一次世界大戦がはじまった。イタリアは，翌年 5月に協商（連合国）
側に加わり，ドイツ側にはオスマン帝国（トルコ）とブルガリアが加

わり，戦火はヨーロッパ全土に広がった。

　　　　　　　　　　ヨーロッパでの戦争勃
ぼっ
発
ぱつ
を，第 2次大

おお
隈
くま
重
しげ
信
のぶ

内閣は国力を高める好機ととらえ，これに参戦

することで，日本の国際的地位を向上させようとした。

　日本は日英同盟を根
こん
拠
きょ
に，1914（大正 3）年 8月，連合国側に立

って第一次世界大戦に参戦し，ドイツに宣戦を布告した
▶1
。そしてただ

ちにアジアにおけるドイツの根
こん
拠
きょ
地
ち
であった中国の山

さん
東
とう
半島の青

チン
島
タオ
と

ドイツ領南洋諸島を占
せん
領
りょう
した。一方，主戦場であるヨーロッパには，

地中海に小
しょう
艦
かん
隊
たい
を派

は
遣
けん
しただけにとどまった。

　　　　　　　　　　1911 年，中国では孫
そん

文
ぶん
ら
▶2
が指導する中国同盟

会が清
しん
朝
ちょう
打
だ
倒
とう
を掲

かか
げて蜂

ほう
起
き
した（辛

しん
亥
がい

革命）。
翌年 1月，革命派は各省の代表者を集めて孫文を臨時大総統とする

臨時政府を南
ナン
京
キン
に発足させ，中

ちゅう
華
か

民
みん

国
こく
が成立し，2月に清朝は滅

めつ
亡
ぼう
し

た。しかし諸勢力の対立のなかで，革命を主導した孫文は，旧清国の

軍人で北方軍
ぐん
閥
ばつ
の袁
えん

世
せい

凱
がい
に臨時大総統の座をゆずり渡すこととなった。

第一次世界大戦の
勃発

日本の参戦

シャントン

辛亥革命と
二十一か条の要求

スンウェン，1866～1925

ユワンシーカイ，1859～1916

日本が第一次世界大戦
に参戦した理由を考えよ
う。

第一次世界大戦への参戦と国際関係の変化2

▲

1　第一次世界大戦は「日
本の国運を発展させる大正時
代の天

てん
佑
ゆう
（天の助け）」であ

るとされ，加
か
藤
とう
高
たか
明
あき
外務大臣

は閣議で日英同盟のよしみ
と，ドイツの根

こん
拠
きょ
地
ち
を東洋か

ら一
いっ
掃
そう
して日本の地位を高め

ることを理由に参戦すると説
明した。▲

2　孫文は革命をおし進
めるために，民族主義・民権
主義・民生主義の三

さん
民
みん

主義を
となえた。

第 2 編　大戦期の世界と日本 ／ 第 1 章　第一次世界大戦と日本96

２ 日本の第一次世界大戦への参戦　日本は1914年11
月，ドイツの租借地青島を占領した。

１ 青島に入る日本軍

３ 第一次世界大戦における国
際関係　イタリアは同盟側で
あったが，領土問題でオースト
リアと対立していた。そのため
連合国側についた。

イギリス

ドイツ

1882年

1902

1904
1907 1907

1907

1891～1894

同盟
協商

（協約）

日本

オーストリア イタリア

フランス ロシア

旅順 大連

竜口
威海衛

青島
高密

滋養

泰安
済南 張店

渤　海

黄　海

膠州湾

黄
河

山東省

関東州

山東半島

中
華
民
国

（　　 ）
（　　　　）関東都督府

日租借地1906～45
1898～1930
英租借地1914.9.2

　　上陸

1914.10.7

（ 　 　 ）1898～1919
独租借地中国は

交戦地帯に指定
中国は
中立地帯に指定

ドイツの勢力範囲
日本軍の進路

青島の占領（1914.11.7）
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第一次世界大戦中の日中関係の変化について考えてみよう。？

　中国での勢力拡大をねらっていた日本は，欧
おう
米
べい
諸国が東アジアに注

意を払
はら
うことができなかった大戦中の 1915 年 1 月，権益の拡大を

ねらって袁政権に，二十一か条の要求をつきつけた。その内容は，（1）
山東省におけるドイツ権益の継

けい
承
しょう
，（2）旅

りょ
順
じゅん
・大
だい
連
れん
の租

そ
借
しゃく
地
ち
および南

満州鉄道権益の 99か年の延長，（3）中国の島や沿岸の他国に対する

不
ふ
割
かつ
譲
じょう
の承認，（4）中国政府への日本人顧

こ
問
もん
の採用などであった。

　中国政府はこれに反発し，民衆は日本製品のボイコットを含む抗
こう
議
ぎ

行動を展開した。日本政府は日本人顧問の採用などの要求を撤
てっ
回
かい
した

ものの，最
＊
後通

つう
牒
ちょう
を送って同年 5月にそのほかの要求を中国政府に

認めさせた。このことは，中国民衆のはげしい怒りをよびおこし，中

国政府が要求を受け入れた 5月 9日は「国
こく
恥
ち
記念日」とよばれ，日

中関係は悪化した。

　第 2次大隈内閣の次の寺
てら
内
うち
正
まさ
毅
たけ
内閣は，袁世凱死後，政権の中

ちゅう
枢
すう

についた段
だん
祺
き
瑞
ずい
を援

えん
助
じょ
するため，1917 年から巨額の資金を貸しつけ

て日中関係の改善を進める政策をとった（西
にし
原
はら
借
しゃっ
款
かん
）
▶3
。また，日本の

うごきに批判的であったアメリカと，1917 年，石
いし

井
い

- ランシング協
定
▶4
を結び，日本の中国における特

とく
殊
しゅ
権益の承認，中国の領土保全・門

戸開放を確認しあった。

　　　　　　　　　　第一次世界大戦中の 1917 年 3 月，ロシアで

は革命がおこり，帝政が滅
ほろ
んで臨時政府が成立

した（二月革命＝三月
▶5
革命）。そして 11 月には，ボルシェビキ（の

ちの共産党）の指導者レーニンに率いられて社会主義革命がおこり，
ソビエト政府

▶6
が誕生した（十月革命＝十一月革命）。ソビエト政府は，

世界大戦を帝国主義戦争と非難し，「無
む
賠
ばい
償
しょう
・無

む
併
へい
合
ごう
・民族自決」

の 3原則を掲げてドイツと講和を結び，戦線から離
り
脱
だつ
した。

　世界で最初の社会主義政権の樹立に脅
きょう
威
い
を感じた資本主義国の

欧米列強は，捕
ほ
虜
りょ
としてシベリアに取り残されていたチェコスロ

バキア兵の救出を名目に出兵して，革命干
かん
渉
しょう
戦争に乗り出した。

　日本は，1918 年にシベリアに出兵した。革命派の抵
てい
抗
こう
が続い

たため，列強は 1920 年までに撤
てっ
兵
ぺい
したが，日本は 10億円の国

費と戦死者 3500 人の犠
ぎ
牲
せい
を払いながら，1922 年までシベリア

に駐
ちゅう
屯
とん
し，領土的野心を疑われることとなった。

リュイシュン ターリエン

トワンチーロイ，1865～1936

ロシア革命と
シベリア出兵

1870～1924

▲

3　合計1億4500万円の
巨額にのぼった。寺内首相の
私的秘書の西

にし
原
はら
亀
かめ
三
ぞう
が直接交

こう

渉
しょう
をおこなったので西原借

款という。借款とは国家間で
の資金の貸し借りのこと。▲

4　アメリカ国務長官ラ
ンシングと特派大使石

いし
井
い
菊
きく
次
じ

郎
ろう
とのあいだで結ばれた。▲

5　ロシアでは，革命前
までユリウス暦

れき
（ロシア暦）

が使われていた。革命がおき
たときはユリウス暦の2月で，
太陽暦では3月であった。▲

6　こののち1922年に4
（1945年までに15）共和国
からなるソビエト社会主義共
和国連邦（ソ連）が成立した。

＊最後通牒
外交交

こう
渉
しょう
の最終的な要求

を示し，相手国が受け入
れなければ交渉を打ち切
り，武力行使にうったえ
ることを述べたもの。

97

４ 二十一か条の要求に反対す
るポスター　

５ シベリア出兵要図

北京
ウラジオ
ストク

東京

京城
（いまのソウル）青島

大連天津

奉天

満州里
ハバロ
フスク

アレクサン
ドロフスク

ニコライ
エフスク

イルクーツク

ハルビン

チタ

チチハル

ブラゴエシ
チェンスクバイカル湖

シベリア

500km0
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　　　　　　　　　　第一次世界大戦がはじまると，連合国への軍
ぐん
需
じゅ

品
ひん
に加え，大戦で好景気のアメリカへの生糸，

ヨーロッパから輸出のとだえたアジア・アフリカ諸国への綿糸・綿織

物など，日本の輸出が急増し，日
にち
露
ろ
戦争後の慢

まん
性
せい
的
てき
不
ふ
況
きょう
は，一気に好

こう

況
きょう
に転じた（大戦景気）。海運・造船業は活

かっ
況
きょう
を呈

てい
し，船

ふね
成
なり

金
きん
が続出

した。国内生産の伸びもいちじるしく，1914（大正 3）年から 19年

にかけて 4倍近い成長を示した。貿易収支は輸入超
ちょう
過
か
から一転して

大
おお
幅
はば
な輸出超過となり，貿易外収支の黒字とあわせ，巨額の外貨が流

入した。こうして日本は，大戦前の債
さい
務
む
国
こく
から債

さい
権
けん
国
こく
となった。

　好景気のなかで，銀行の発展もめざましく，三
みつ
井
い
・三

みつ
菱
びし
・住

すみ
友
とも
など

は，銀行業を中心にコ
＊

ンツェルンの形態をとる財
ざい

閥
ばつ
として，経済界で

大きな力をもつようになった。

　　　　　　　　　　とくに工業の発展がめ

ざましく，大戦前とくら

べると大戦後には工業生産額が約 5倍となり，

総生産額中に占
し
める工業生産額の割合も農業

生産額をこえ，工業国としての地位を確立し

た。急成長した工業部門のなかでも，機械工業，

化学工業などの重化学工業部門の伸びが顕
けん
著
ちょ

であったが，繊
せん
維
い
産業をはじめとする軽工業部

大戦景気

重工業の発展

第一次世界大戦は日本
経済にどのような影響を
あたえただろうか。

＊コンツェルン
同一の資本のもとに，持

もち

株
かぶ
会社が設立され，多く

の異業種企業を傘
さん
下
か
にお

く産業支配体制をいう。

大戦景気と米騒動3

第 2編　大戦期の世界と日本 ／ 第 1章　第一次世界大戦と日本98

１ 米騒動の拡大　米騒動は38市・153町・177村に広がった。検事処分をうけた者8100人あまり，起
き

訴
そ

された者7700人あまりであっ
た。とくに被

ひ

差
さ

別
べつ

部
ぶ

落
らく

の人びとの検挙率が高かった。上は米屋を襲
おそ

う名古屋の民衆。（徳川美術館蔵「米騒動絵巻」より模写）

２ 財閥の成長（『日本金
きん

融
ゆう

資
本分析』より）

三
井
合
名（
本
社
）

直
系
会
社

傍
系
会
社

三井物産
船舶部
造船部

三井建物など

釡石鉱山など

大正運輸など

〈三菱合資会社の純益金の推移〉 〈三井系諸会社の系統図〉

三井生命

三井銀行

三井信託

三井鉱山

東神倉庫

王子製紙
北海道炭礦汽船

鐘淵紡績
芝浦製作所

台湾製糖（物産）
郡是製糸（物産）

電気化学工業
小野田セメント

三　越
熱帯産業

台湾拓殖製茶
大日本セルロイド

直　系
子会社

傍　系
子会社

1910

3.6 3.7
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米騒動が国民の考え方やその後の運動にあたえた影響を考えてみよう。？

門も成長し，工業生産に占める軽工業の比重は依
い
然
ぜん
として大きかった。

　また，農業生産額も増加した。農業の発展を支えたのは，製糸業の

活況にもとづく養
よう
蚕
さん
や，工業発展による都市人口の増加に対応して農

業が進展したからである。しかし，米や麦の生産は停
てい
滞
たい
気味であった。

　大戦景気によって農業と工業との成長速度や所得格差が広がり，い

わゆる経済の二重構造とよばれる日本経済の特質が定着した。この格

差は，工業内部における大
だい
企
き
業
ぎょう
と中小・零

れい
細
さい
企業とのあいだにも拡

かく
大
だい

した。この二重構造は，こんにちにおいても解消されていない問題で

ある。

　　　　　　　　　　大戦景気によって日本の経済は好転し，労働者

数が激増して，労働者の賃金も上がったが，物

価の上
じょう
昇
しょう
はそれをはるかに上まわり，庶

しょ
民
みん
は苦しい生活を強いられて

いた。とくに米は 1918 年春から値を上げ，7月のシベリア出兵によ

る米価の値上がりを見こんだ地主や米穀商が，買い占めや売り惜
お
しみ

をおこなったため，米価は暴
ぼう
騰
とう
し，国民生活に深

しん
刻
こく
な影響をあたえた。

　7月下旬，富山県で米の県外積み出しのうわさを聞いた女性たちが，

集団で米屋におしかけて，米の安売りと積み出し中止を求めた。この

ニュースが「越
えっ
中
ちゅう
の女

おんな
一
いっ
揆
き
」として新聞で報道されると，騒

そう
動
どう
はたち

まち全国に広がり，各地で暴動や焼き打ちがおきた（米
こめ

騒
そう

動
どう
）。

　政府は，警察のみならず軍隊も出動させて，9月中
ちゅう
旬
じゅん
にようやく米

騒動を鎮
ちん
静
せい
化
か
したが，高まる政府批判の世論のなかで，寺

てら
内
うち
正
まさ
毅
たけ
内閣

は責任をとって総辞職した。

　この米騒動は，民衆の不満を背景にした，計画性や組織性のないも

のであったが，民衆の政治的自覚を促
うなが
し，社会運動を大きく発展させ

ることとなった。

米騒動

99

５ 第一次世界大戦前後の国際収支の推移　（『本邦主
要経済統計』より）

７ 米騒動を報じる新聞　「越中
の女一揆」が起きた年は豊漁で
魚の価格が下がり，漁民たちの
生活は苦しかった。そのうえ米
価が急

きゅう

騰
とう

したため，家計を引き
受けていた女房たちが米の積み
出し中止を懇

こん

願
がん

して米騒動と
なった。（1918年8月5日）

貿易収支

正貨（金銀貨幣）保有高

輸
出

（百万円）

2,000

1,500

1,000

500

0
1912年

（大正元）
13 14 15 16 17 18 19 20

輸
入

貿易外収支

受
取

支
払

３ 就業人数の変化　（『日本統計年鑑』などより）

1914年

1919年

第三次
産　業
15.5

18.322.3

第二次
産　業
16.7

第一次産業 63.1(%)

53.8(%)

その他 4.7

5.6

４ 工業生産額の変化　（『近現代日本経済史要覧改訂版』より）

1914年

（総額［百万円］：6,738）

（総額［百万円］：1,372）

1919年 11.0 13.048.9

紡績 45.2化学
12.8

食料品
16.0

その他
14.4

機械
8.1

5.0

10.6 11.5

金属 3.5（％）

６ 成金　料
りょう

亭
てい

の玄
げん

関
かん

で靴
くつ

を探
すために，100円札に火をつけて
明かりのかわりにする成金のよう
すを風

ふう

刺
し

したもの。成金とは，将
しょう

棋
ぎ

で一番弱い歩
ふ

が敵
てき

陣
じん

に入ると
金に「成る」ことからきた言葉で，
急に金持ちになった人をいう。こ
の時代，船成金と鉄成金がその
代表であった。（灸まん美術館蔵）
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　　　　　　　　　　国際連盟にかわる戦後の平和維
い
持
じ
機関をつくる

ため，ドイツ降
こう
伏
ふく
後の 1945 年 6 月，連合国

50 か国は，国際連合憲章を採
さい
択
たく
し，10月に国際連合を発足させた。

国際連合は安全保障理事会を設置し，そこに武力の行使を含めた強い
権限をあたえた。こうして，常任理事国であるアメリカ・イギリス・

ソ連・フランス・中
ちゅう
華
か
民
みん
国
こく
の 5か国を中心とした国際協調体制がと

られた。その後，戦争で荒
こう
廃
はい
したイギリス・フランスにかわって，ア

メリカが資本主義国のなかで影響力を強め，社会主義国のソ連が力を

つけていった。アメリカ・ソ連の両国は戦後世界の主導権をにぎるこ

とになった。

　　　　　　　　　　降伏した日本は，ポツダム宣言にもとづいて，
連合国軍に占

せん
領
りょう
されることになった。日本の領

土は，本州・北海道・九州・四国と連合国の定める諸小島に限られ

た
▶1
。連合国は，東京に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）をおき，
連合国軍最高司令官（S

スキャップ
CAP）マッカーサーの統

とう
括
かつ
下に占領政策を実

じっ

施
し
した。GHQは，指令・勧

かん
告
こく
を発して日本政府に政策を実施させる

間接統治の方法をとった。対日占領政策の最高決定機関として 11か
国からなる極

きょく
東
とう

委員会がワシントンに，最高司令官の諮
し
問
もん
機関として

米・英・ソ・中からなる対日理事会が東京に設置されたが，事実上，

占領政策はアメリカ政府の政策が強く反映されるものとなった。

国際連合

敗戦と占領 （→ p. 142）

General Head-quarters of the Supreme Commander for the Allied Powers

the Supreme Commander for the Allied Powers

戦後政治の動向と国際社会第1章

▲

1　小
お
笠
がさ
原
わら
諸島，奄

あま
美
み
諸

島，沖縄諸島などはアメリカ
の直接軍政下におかれた。

ア メ リ カ を 中 心 に
GHQ は日本をどのよう
な国に改革しようとした
のだろうか。

占領と改革1

第 3編　現代の世界と日本 ／ 第 1章　戦後政治の動向と国際社会146

１ 極東国際軍事裁判（東京裁判）　1946年5月3日から東京市
いち

ヶ
が

谷
や

の旧陸軍省の建物で，政治・軍事の最高指導者（A級戦犯）
を対象に開始された。

内閣総理大臣の変遷

年 総理大臣 出身・政党

1945 東久邇宮稔彦 皇族

1945 幣原喜重郎 日本進歩党

1946 吉田茂① 日本自由党

1947 片山哲 日本社会党・
民主党・
国民協同党

1948 芦田均 民主党・
日本社会党・
国民協同党

1948 吉田茂② 民主自由党

1949 吉田茂③ 民主自由党

1952 吉田茂④ 自由党

1953 吉田茂⑤ 自由党
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　GHQは 1945（昭和 20）年 10月，天皇に関する自由討議の保障，

政治犯の釈
しゃく
放
ほう
，特別高等警察の廃

はい
止
し
，治

ち
安
あん
維
い
持
じ
法の撤

てっ
廃
ぱい
などを要求し

た。敗戦直後に成立した東
ひがし
久
く
邇
にの
宮
みや
稔
なる
彦
ひこ
内閣は，この民主化指令に対応

できず総辞職し，次の幣
しで

原
はら

喜
き

重
じゅう

郎
ろう
内閣のもとで実施に移された。その

一方で，GHQはプレスコードを発し，占領政策を批判するような報

道は，事前検
けん
閲
えつ
により禁止した。

　また，GHQは，1946 年 1月，軍国主義者や軍人，大
たい
政
せい
翼
よく
賛
さん
会
かい
の

関係者，植民地関連の会社役員などに対する公職追放を指令した。戦
時中，市町村長だった者は，大政翼賛会の市町村部長を兼

けん
任
にん
していた

ため，その地位を失った。

　　　　　　　　　　当初の占領政策の基本方針は，日本の非軍事化
と民主化であった。GHQは，日本軍を完全に解

体し，戦争犯罪容疑者を逮
たい
捕
ほ
して，1946年 5月から極東国際軍事裁判

（東京裁判）でその戦争責任を追
つい
及
きゅう
した。東

とう
条
じょう
英
ひで
機
き
ら戦争指導者を中心

に28名がA級戦犯の被
ひ
告
こく
として起

き
訴
そ
された。1948年11月，東条ら7

名の死刑をはじめとして，25名に有罪の判決が下った。

　　　　　　　　　　神社は国家から分離されて特別

な地位を失い，国
こっ
家
か
神
しん
道
とう
は解体

された。1946 年元日の詔
しょう
書
しょ
で，昭和天皇はいわゆる

人間宣言をおこなって，「現
あきつ
御
み
神
かみ
」の神格をみずから

否定した。天皇は，同年 2月から全国各地を巡
じゅん
幸
こう
し，

国民と直接言葉をかわした。1947 年には，華
か
族
ぞく
に特

権的身分を保障してきた華族令も廃止された。

（→ p. 132）

極東国際軍事裁判

天皇の人間宣言
（→ p. 89）

在1926〜89

（→ p. 66）
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２ 昭和天皇とマッカーサー　1945年9月，アメリ
カ大使館にマッカーサーを訪問した昭和天皇。

３ 進
しん

駐
ちゅう

軍の兵士にキャンデーをねだる子ども
たち　（1945年9月21日，長野県軽

かる

井
い

沢
ざわ

）

６ 天皇巡幸　昭和天皇は2月
19日の神奈川県をかわきりに全
国への巡幸をおこなった。

５ がらがらの貴族院議場　公
職追放により貴族院では178名
が追放された。（1946年6月）

４ 連合国軍の日本占領機構

極東委員会

アメリカ政府

連合国軍最高
司令官  総司令部

日本政府

日本国民

連合国
対日理事会

米・ソ・英・中

（政策決定）

（政策決定による指令）

（指令の執行）

ワ
シ
ン
ト
ン

東
京

米・ソ・英・仏な
ど11か国（のちに
2か国参加）

指令の執行に関す
るSCAPとの協議と
助言

146-149 日本史A_3編1章-1+特設.indd   147 2016/11/26   9:57:23



5

10

15

20

占領中の改革が現代の日本社会にどのように影響しているか確認してみよう。？

　　　　　　　　　　GHQは，女性の解放（男女同権），労働組合

結成の奨
しょう
励
れい
，教育の民主化，圧政的諸制度の廃

はい

止
し
，経済の民主化の五大改革を指示した。これをうけて1945年12月，
衆議院議員選挙法が改正されて女性参政権が実現した。また，労働組
合法

▶2
が制定されて，労働者の団結権・団体交

こう
渉
しょう
権・争議権（労働三権）

が保障された。さらにGHQは，経済の民主化を進め，軍国主義の基
き

盤
ばん
としての財

ざい
閥
ばつ
と寄

き
生
せい
地
じ
主
ぬし
を
▶3
解体し，自作農創設を推

すい
進
しん
した。

　1945 年 11 月，GHQは財閥解体を指令した。翌年，政府は持
もち
株
かぶ

会社整理委員会を設け，三
みつ
井
い
・三

みつ
菱
びし
・住

すみ
友
とも
・安

やす
田
だ
など 15の財閥の持

株会社を解散させ，財閥の所有する株式や社
しゃ
債
さい
などをゆずりうけ，広

く国民に売り出した。1947 年には独
どく

占
せん

禁止法や過度経済力集中排除
法
▶4
が制定された。しかし，巨

きょ
大
だい
企
き
業
ぎょう
の分割は徹

てっ
底
てい
されず，旧財閥系は

企業グループとして戦後の日本経済のにない手となった。

　1945 年 12 月，GHQは農地改革の指令を出し，日本政府は第 1
次農地改革をおこなったが，その内容は不

ふ
徹
てっ
底
てい
であった

▶5
。翌年，第 2

次農地改革を実
じっ
施
し
し，不在地主の全貸付地（小作地）と，在村地主の

小作地のうち 1町
ちょう
歩
ぶ
（北海道では 4町歩）をこえ

る分を国が強制的に買収し，無
む
償
しょう
に近い金額で小作

農に売り渡すことになった。小作料は低額の金納と

なり，田については収
しゅう
穫
かく
米
まい
代金の 25%までとされ

た。これらの諸改革により，明治以来の寄生地主制
は解体された

▶6
。

民主化の推進

（→ p. 98）

（→ p. 86）

▲

2　1946年に労働関係調
整法，47年には労働基準法
ができた。これらをあわせて
労働三法という。▲

3　総力戦体制下の農業
政策によって，実質的な小作
料は低下し，地主制は大きく
ゆらいでいた。そのため戦後
の農地改革は，戦時中の政策
から連続するものと考えるこ
とができる。▲

4　独占禁止法は持株会
社やカルテルなどの禁止を，
過度経済力集中排除法は独占
的な巨大企業の分割をめざし
た。▲

5　在村地主の小作地保
有を5町歩まで認め，小作料
は金納化したが，その率は制
限しなかった。▲

6　山林は農地改革の対
象外とされ，山林地主はその
まま残された。

148

８ 農地改革の成果　第２次農地
改革の結果，小作地の割合は激減
し，自作農を中心とした戦後農業
の基

き

盤
ばん

ができあがった。（『近代日
本経済史要覧』より）

年 月 占領と改革の流れ

1945 8 マッカーサーの来日

9 降伏文書へ調印

10 政治犯の釈放と治安維持法・特別高等警察
の廃止。五大改革を指令

11 持株会社の解散を指令。日本社会党・日本
自由党・日本進歩党が結成

12 農地改革を指令（第一次）。衆議院議員選
挙法の改正。労働組合法公布

1946 1 天皇の人間宣言。公職追放を指令

2 金融緊急措置令の施行

4 戦後初の総選挙

5 メーデーの復活。東京裁判開廷

10 農地改革関連諸法施行（第二次農地改革）
７ 農地改革のポスター　農林省（当時）が啓

けい

蒙
もう

用につくった広報資料。（国
立公文書館蔵）

自作地と小作地

53.2％

13.0％
87.0％ 1949年

1938（昭和13）年
自作地

小作地
46.8％

自小作別の農家割合

30％

44.0

8.036.0

56.0％

自作

小作
26.0自小作
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なぜ海外の美術館や博物館が，日本の美術品
を多く所蔵しているのだろうか？

　幕末・明治維
い

新
しん

期には，日本で価値の下がった
浮
うき

世
よ

絵
え

や仏像などが大量に西
せい

欧
おう

社会に流れ出た。
1929（昭和 4）年に文化財保護に関する「国宝保
存法」が公布されたが，戦後の社会混乱によって，
ふたたび国外へ流出していった。
　占

せん
領
りょう

期に，GHQ 民間情報教育局の美術記念物課
は，日本国内の古美術や宝物を調査した。課長を
務めたハワード = ホリスやシャーマン = リーは，
強制的に取り立てた美術品の処分を監

かん
督
とく

し，市場
に出たコレクションを調査した。彼らが購

こう
入
にゅう

した
美術品は，クリーブランド美術館やシアトル美術
館のコレクションに入った。
　アメリカ人の日本美術品への興味や収

しゅう
集
しゅう

は，第
二次世界大戦が転

てん
換
かん

点
てん

になったと言われている。
戦争中，日本語や日本文化に関する知識は，アメ
リカ政府にとって貴重なものであった。そのため，
日本文化の研究がおこなわれたのだ。
　1950 年，「文化財保護法」が施

し
行
こう

された。その
目的は，文化財の保存・活用と国民の文化的向上
である。

終戦直後の大連で，日本人の命を救ったのは
日本絵画だった。どういうことか？

　日本美術品の移動先はアメリカだけではなかっ
た。旧満

まん
州
しゅう

大
だい

連
れん

市の商工会議所会頭であった首
しゅ

藤
とう

定
さだむ

は，財界人であり，美術収集家であり，若い芸
術家の後

こう
援
えん

者
しゃ

でもあった。
　敗戦時，在

ざい
留
りゅう

邦
ほう

人
じん

を救済するため，首藤は美術
コレクションの中から浮世絵や日本画 560 点あま
りを選び出し，ソ連軍司令部に引き渡した。その
かわりとして雑穀 100 トンをもらいうけ，食

しょく
糧
りょう

難
なん

に苦しむ日本人を救った。
　「首藤定コレクション」とよばれる作品群は，長
いあいだロシア国立東洋美術館に保管されていた。
2000（平成 12）年に 120 点あまりの里帰りが実
現し，長い歳月をへて，歴史の影

かげ
に封

ふう
印
いん

されてい
た作品が公開された。
　海外の美術館やコレクターが所蔵する日本の絵
画や工芸などの文化財が，一時的に日本に帰って
国内を巡

じゅん
回
かい

する展覧会を，しばしば「里帰り展」
とよぶ。文化財の流出を，損失とみなすか，その
対価として得たものを利益とみなすか。美術品の
移動は，国際関係の重要な一つの側面である。流
出を一つの文化交流とみるならば，美術品が戦後
日本の外交にはたした役割は大きい。

（→ p. 163）

敗戦と文化財流出
も
っ
と
知
り
た
い

も
っ
と
知
り
た
い

日
本
史

149

 　 首藤定　（1890～1959）
大分県出身の実業家で大連
を中心に活

かつ

躍
やく

した。

 　 伊
い

勢
せ

物語図色紙，住
すみ

吉
よし

の浜　（17世紀，俵
たわら

屋
や

宗
そう

達
たつ

筆，クリーブランド美術館蔵）

 　 納涼之図　（江戸時
代中期，宮

みや

川
がわ

長
ちょう

春
しゅん

作，
ロシア国立東洋美術館
蔵）
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　　　　　　　　　　1953（昭和 28）年から翌年にかけて，造船業

界と政界のあいだでの贈
ぞう
収
しゅう
賄
わい
が発覚した（造船

疑
ぎ
獄
ごく
事件）。そのためマスコミや国民から批判を招き，事件の影響や

与
よ
党
とう
自由党の分

ぶん
裂
れつ
もあって，1954 年 12 月，第 5次吉

よし
田
だ
茂
しげる
内閣は総

辞職し，日本民主党を少数与党とする鳩
はと

山
やま

一
いち

郎
ろう
内閣が成立した。鳩山

首相は，憲法改正と再軍備，ソ連との国交回復などを主張し，1955

年 2 月の総選挙では日本民主党が第一党となった。これに対し，日

本社会党の左派と右派は，憲法擁
よう
護
ご
・再軍備反対を主張し，両派あわ

せて 3分の 1以上の議席を確保したことで，憲法改正の発議を阻
そ
止
し

した。さらに，10月，日本社会党の左右両派は再統一した。

　一方，財界では，保守勢力による安定政権をのぞむ声が高まり，11

月，日本民主党と自由党は合
がっ
併
ぺい
して自由民主党（自民党）となった（保

守合同）。こうして，保守政党である与党の自民党と革新政党である
野党の日本社会党が，国会においておよそ 2対 1の勢力で対立する

55年体制が成立した。２大政党による政治体制が成立したが，その後，
政権交代のないまま，40年近く自民党を与党とする政権が続いた。

　革新政党の支持基
き
盤
ばん
になった労働組合では，毎年３月ころに春

しゅん
闘
とう
（春

季闘
とう
争
そう
）をおこない，賃

ちん
金
ぎん
の引き上げを要求した。なかでも日本労働

組合総評議会（総
そう

評
ひょう
）は，日本最大の労働組合となり，総評の主導に

よる春闘は 1956 年ころから定着した。このように，労働組合や革新

政党は，保守政権下において，大きな政治勢力として機能し続けた。

55 年体制の成立

（→ p. 159）

55 年体制とは，どの
ような政治状況なのだろ
うか。

55 年体制の成立1

３ 鳩山一郎　戦前は，政友会
に所属し，文部大臣もつとめた
（→p.127）。戦後は，自由党総
裁に就任するも，公職追放と
なった。のちに，首相に就任し，
保守合同を実現して最初の自由
民主党総裁になった。吉田茂の
対米協調路線に対

たい

抗
こう

し「戦後路
線の見直し」を主張した。鳩

はと

山
やま

由
ゆ

紀
き

夫
お

元首相の祖父。

２ 「保守合同」　保守的な考えをもつ「自由党」と「日本民主党」が合
併し，「自由民主党」となった。（1955年11月15日）

１ 「社会党の統一」　右派と左派に分かれて活動してい
た日本社会党が統一された。（1955年10月13日）

４ 石橋湛山　戦前にはジャー
ナリストとして小日本主義をと
なえ，植民地の放

ほう

棄
き

を主張した
（→p.95，コラム）。戦後に政界
に転じた。
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　　　　　　　　　　保守合同ののち，鳩山内閣は，国防会議を設置

するとともに，憲法改正をめざして憲法調査会

を発足させた。鳩山内閣は自主外交路線を進め，1956 年 10 月，ソ
連とのあいだで日ソ共同宣言に調印して，日ソ間の国交を回復させた。
日ソ共同宣言において，ソ連は，平和条約締

てい
結
けつ
後に北方領土の歯

はぼ
舞
まい
群
ぐん

島
とう
と色

しこ
丹
たん
島
とう
を返

へん
還
かん
することを約束した。これに対し，日本は，国

くな
後
しり

島
とう
・択

え
捉
とろふ
島
とう
を含む 4島返還を主張している。しかし，現在にいたる

まで平和条約は締結されていない。日ソ国交回復により，ソ連は日本

の国際連合加盟を支持するようになり，1956 年 12 月，日本は国連
加盟をはたした。
　これを機に，鳩山内閣は退陣し，ジャーナリスト出身の石

いし
橋
ばし

湛
たん

山
ざん
を

首相とする内閣が成立したが，首相の病気により，わずか２か月とい

う短命に終わった。

鳩山内閣の
自主外交

1884～1973

ソ連との国交回復後，現在にもおよぶ未解決の領土問題について調べてみよう。？

春闘
「春闘」とは，春の時期に，労働組合がいっせいに，賃上げや
労働条件の改善を求めて経営側と交

こう
渉
しょう
することである。

日本では「企
き
業
ぎょう
別
べつ
」に労働組合が組織されていることから，

経営側に対する組合の力が弱く，十分な賃上げ要求ができな
いという弱点があった。そこで，同じ時期に同一産業の主要
企業が交渉することで，「企業別組合」の弱点を補おうとし，
1955年に「春闘」が生まれた。
「春闘」には，当時の主要産業であった，炭

たん
鉱
こう
・私鉄・電力

産業・金属・化学・電機産業などを前面に出し，そこで得ら
れた成果を社会的に波

は
及
きゅう
させるという意味がある。実際に，「春

闘」がはじまってからは，「他の企業の賃金水準を，自社の賃
金水準を決めるときの参考にする」という経営者が増え，日
本の賃金水準上昇に大きな影響をあたえた。

７ 日本の国連加盟　1956年
12月18日，日本は国際連合に
加盟した。80番目の加盟国とし
て，第二次世界大戦をはさんで
23年ぶりに国際社会への復帰を
はたした。写真は，国連本部前
に掲

けい

揚
よう

される日の丸を見上げる
重
しげ

光
みつ

葵
まもる

外相（中央右）。（アメリ
カ，ニューヨーク）

 春闘さみだれデモ　1956年２月，春期賃上げ闘争第
２波に入った総評が，国会，首相官

かん

邸
てい

への「さみだれデモ」
に入った。

６ おもな政党の変
へん

遷
せん

　（戦後～55年体制成立）

1945 日本自由党
鳩山一郎

45 日本協同党

46 協同民主党

47 国民協同党
三木武夫

47 民主党
芦田均

45 日本進歩党
町田忠治

48 民主自由党
吉田茂

50 自由党
吉田茂

55 自由民主党
鳩山一郎

53 日本自由党
三木武吉

50 国民民主党

52 改進党

54 日本民主党
鳩山一郎

苫米地義三

重光葵

0 500km

日露和親条約
（1854年）国境

（※）サンフランシスコ
　　　平和条約で放棄

樺太・千島交換条約
（1875年）国境

ポーツマス条約
（1905年）国境

ロシア

中国

千島列島（※）南樺太（※）
うるっぷ

得撫島え とろふ

択捉島

くなしり

国後島

しこたん

色丹島はぼまい

歯舞群島

しゅむしゅ

占守島

５ 北方領土
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　　　　　　　　　　吉
よし
田
だ
茂
しげる
内閣による逆コース政策，鳩

はと
山
やま
一
いち
郎
ろう
内閣

の改憲・再軍備路線に対し，革新政党や労働組

合は，憲法擁
よう
護
ご
，再軍備反対，米軍基地反対などを主張する平和運動

を展開した。こうしたなか，1954年には，第五福
ふく
竜
りゅう
丸
まる
事件がおこった。

アメリカが西太平洋のビキニ環
かん
礁
しょう
でおこなった水

すい
爆
ばく
実験により，日本

の漁船第五福竜丸の乗組員が「死の灰」を浴びて被
ひ
ばくし，1名が死

亡した。これにより，核
かく
兵
へい
器
き
に反対する気運が強まり，原

げん
水
すい

爆
ばく

禁止運
動が高

こう
揚
よう
した。また，1950 年代，米軍基地に反対する運動が各地で

発生し，石川県で内
うち
灘
なだ
事件，東京都で砂

すな
川
がわ
事件が発生した。

　一方，世界においても平和共存が説かれ，東西冷戦にも緩
かん
和
わ
のきざ

しがみられるようになった（雪解
ど

け）。1955 年，アメリカ・イギリス・
フランス・ソ連により，ジュネーブ四

よん
巨
きょ
頭
とう
会談がおこなわれ，ドイツ

問題やヨーロッパの安全保障，軍縮問題，東西交流などを協議した。

さらに 1958 年にソ連首相となったフルシチョフは，平

和共存路線を打ち出した。アジアでは，1954 年，イン

ドのネルー首相と中国の周
しゅう
恩
おん
来
らい
首相が主権尊重，相

そう
互
ご
不
ふ

可
か
侵
しん
などの平和五原則を提唱した。1955 年には，イン

ドネシアのバンドンでアジア・アフリカ会議（バンドン
会議）が開かれ，平和十原則が宣言されて，反植民地と

非同盟中立を掲
かか
げる第三勢力も台

たい
頭
とう
した。

平和を求める
うごき

1894～1971

1889～1964 チョウエンライ，1898～1976

さまざまな平和運動が
高まった背景を考えてみ
よう。

平和運動と安保闘争2

３ ビキニ環礁での水爆実験
（左）と被ばくした第五福竜丸
（右）　西太平洋のビキニ環礁に
おいて，アメリカは，事件後も
核実験をくり返した。2010年，
ビキニ環礁はユネスコの世界文
化遺産に登録された。いわゆる
「負の世界遺産」の一つである。

１ 60年安保闘争　1960年6月15日，第２次実力行使（580
万人参加）がおこなわれ，国会周辺におよそ10万人のデモ隊
がおしよせ，混乱のなかで女子学生１名が死亡した。

２ 新安保条約の強行採決　議長席につめ寄る野党議員から
衆院議長（写真中央）を守ろうとする自民党議員。（1960年5
月19日）
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　核兵器の制限についても，世界的課題となり，1963 年，アメリカ・

イギリス・ソ連は部分的核実験停止条約に調印した。さらに，1968年，
アメリカ・イギリス・ソ連を中心に核兵器拡散防止条約が調印された。
日本では，佐

さ
藤
とう
栄
えい
作
さく
首相が，1967 年に核兵器を「作らず」「持たず」「持

ち込ませず」という非核三原則を掲げた。
　　　　　　　　　　1957 年に成立した岸

きし
信
のぶ

介
すけ
内閣は，経済力の復

ふっ

興
こう
と自衛力の強化をめざし「日米新時代」をと

なえ，アメリカと安保条約の改定交
こう
渉
しょう
を進めた。1960 年１月に調印

された日米相
そう

互
ご

協力および安全保障条約（新
しん

安
あん

保
ぽ

条約）では，新たに
日米経済協力の促

そく
進
しん
を掲げ，相互の防衛力強化や共同防衛などを規定

した。

　新条約は軍事同盟の性格が強く，アメリカのアジア戦略（ソ連・中

国・北
きた
朝
ちょう
鮮
せん
に対する封

ふう
じこめ，東南アジア共産化の防止）に日本が組

みこまれ，ふたたび戦争となる危険があるとして反対する議論が国民

やマスコミのあいだで巻きおこった。そして，新安保条約に反対する

運動が，安保改定阻
そ

止
し

国民会議
▶1
などを中心に進められた。

　1960 年５月，岸内閣が，衆議院において新安保条約の承認を自民

党主流派のみの出席で強行採決すると，安保改定阻止に加えて民主主

義擁
よう
護
ご
，岸内閣打

だ
倒
とう
を掲げる運動が急速にもりあがり，学生や市民が

国会を包囲した（60 年安保闘
とう

争
そう
）
▶2
。こうしたなかで，新条約は，参

議院での審
しん
議
ぎ
をへないまま６月に自然成立し，批

ひ
准
じゅん
の手続きを終えた

うえで，７月，岸内閣は総辞職した。

1901～75

日米新安保条約 1896～1987

▲

1　この組織には，134団
体の代表が集まった。日本社
会党・総評など13団体が幹
事となり，日本共産党はオブ
ザーバーの地位にあったが，
実際には会議の運営に少なか
らぬ影響をあたえた。▲

2　全国で500万あまりの
労働者が３次にわたる統一行
動に参加し，労働者・学生・
市民らのデモが連日国会を包
囲した。

新安保条約が現代の日米関係にどのような影響を残しているか考えてみよう。？

４ 第1回原水爆禁止世界大会　東京都杉
すぎ

並
なみ

区の主婦たちのよびかけ
で，約1年間に3000万人をこえる原水爆禁止署名が集められ，世界の
世論をうごかした。全世界で6億7000万あまりの署名が集まったこと
が報告された。（1955年8月6日，広島県広島市）

５ 砂川事件　1955年，市民・労働組合員・学生らが米軍立
たち

川
かわ

基地拡張に反対しておこし，安保条約と憲法をめぐる裁判と
なった。

６ 岸信介　東
とう

条
じょう

英
ひで

機
き

内閣では
商工大臣をつとめた。戦後，Ａ
級戦

せん

犯
ぱん

容疑者として逮
たい

捕
ほ

される
が，起

き

訴
そ

を免
まぬ

かれた。佐藤栄作
は弟，安

あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

は孫である。
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　　　　　　　　　　第二次世界大戦後の 1946 年，フランス領イン

ドシナでは，ホー =チ =ミンが率いたベトナム

民主共和国（北ベトナム）とフランスとのあいだで，インドシナ戦争

が発生した。1949 年，フランスはベトナム国（南ベトナム）を建国

させ，ベトナムは南北に分
ぶん
裂
れつ
した。1954 年のジュネーブ国際会議で

インドシナ休戦協定が結ばれ，停戦となった。北ベトナムは社会主義

国であり，南ベトナムはアメリカの支
し
援
えん
をうけていた。

　1960 年，北ベトナムの援
えん
助
じょ
をうけて，南ベトナム解放民族戦線が

結成され，以後，ベトナムは内戦状態となった。アメリカは，1965 年，

北
ほく

爆
ばく
を開始して本格的な軍事介

かい
入
にゅう
にふみ切り，沖縄の基地にも爆

ばく
撃
げき
機
き

が発着した。ベトナム戦争が激化すると，アメリカ国内のみならず，
日本でも学生・市民・労働団体を中心に，ベトナム反戦運動が高まっ
た
▶1
。1973 年 1月，パリで和平協定が調印されて，アメリカ軍は撤

てっ
退
たい

した。その後も内戦が 1975 年まで続いたが，1976 年に南北ベトナ

ムはベトナム社会主義共和国として統一された。

　　　　　　　　　　サンフランシスコ平和条約締
てい
結
けつ
後，日本政府は，

一
いっ
貫
かん
して，アメリカのアジア政策を支持する姿

勢をとった。朝
ちょう
鮮
せん
半島においては，ソ連や中国に支援された北朝鮮と

アメリカに支援された韓
かん
国
こく
が，冷戦のもと，停戦状態のまま対立して

いた。1964（昭和 39）年 11 月に成立した佐
さ

藤
とう

栄
えい

作
さく
内閣は，翌年に

ベトナム戦争と
日本

1890～1969

冷戦下の東アジア
と日本

（→ p. 158）

▲

1　一方，日本の高度経
済成長は，ベトナム戦争によ
る特
とく
需
じゅ
にも関係していた。日

本の対米貿易収支は，戦後一
貫して赤字だったが，ベトナ
ム戦争の時期にはじめて黒字
になった。

1960 年代の外交政策
をアメリカとの関係のな
かで考えてみよう。

高度経済成長期の日本と世界4

２ ベトナム戦争　北爆以降，ア
メリカ軍は最大時で年間54万人も
の兵士を投入し，戦争は長期にお
よんだ。ベトナム戦争中にアメリ
カ軍が使用したダイオキシンを含
む「枯

かれ

葉
は

剤
ざい

」の影響で，戦後のベ
トナムでは，世代をこえて疾

しっ

患
かん

に
苦しむ人びとが増加した。

１ 沖縄の日本復帰　那覇市民会館で開かれた沖縄復帰記念式典。（1972年5月15日）
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にっ

韓
かん

基本条約を締結するなど，アメリカを中心とする極
きょく
東
とう
の資本主義

陣
じん
営
えい
の結束を強めた

▶2
。日韓基本条約により，日本は韓国との国交を正

常化し，韓国政府を朝鮮半島における唯
ゆい
一
いつ
の合法的政府と認めた。

　1970 年には，有効期限が 10 年とされていた新安
あん
保
ぽ
条約が自動延

長された。1968 年から翌年にかけて，安保条約反対とベトナム戦争

反対を主張する学生運動が，全国的にもりあがり，大学紛
ふん

争
そう
において

は大学改革についての議論がなされた。

　　　　　　　　　　沖縄は，平和条約発効後も本土から切り離され，

米軍の施
し
政
せい
権
けん
下
か
におかれていた。沖縄の基地が

ベトナム戦争の後方基地となってからは，県民あげての祖国復帰運動
が以前にも増して高

こう
揚
よう
した。アメリカは，基地の継

けい
続
ぞく
使用を条件に佐

藤内閣の沖縄返
へん
還
かん
要求に応じ，1971 年 6月，沖縄返還協定が調印さ

れ，翌年 5月，沖縄の日本への復帰が実現した。しかし復帰後も，

沖縄には多くの基地が残され，現在でも日本におけるアメリカ軍基地

の多くが沖縄に集中している。

沖縄の祖国復帰

▲

2　1960年代の政界で
は，55年体制が継続したが，
国民の価値観が多様化し，新
たな政党が誕生した。1960
年，社会党右派の一部が，西

にし

尾
お
末
すえ
広
ひろ
（1891～1981）を党

首として民主社会党（のちに
民社党）を結成した。1964
年には，宗教法人を母体とし
た公
こう
明
めい
党
とう
が発足した。

現在まで続く沖縄の課題について考えてみよう。？

３ 冷戦期の機密文書　公開された米国安全保障会議（NSC）の
機密文書のコピー。1960年の新安保条約改定と69年の沖縄返還
合意の際，韓国への米軍出

しゅつ

撃
げき

など在日米軍基地の自由使用（60年），
沖縄への緊

きん

急
きゅう

時
じ

の核
かく

兵
へい

器
き

配備（69年）に関する密約が日米両政
府間で交わされていたことがわかる。

高度経済成長により，国民生活は大きく変化した。
1950年代後半，白黒テレビ・電気洗

せん
濯
たく
機
き
・電気冷蔵庫の

三つの家庭用電化製品が「三種の神
じん
器
ぎ
」とよばれ普

ふ
及
きゅう
して

いった。さらに，1960年代後半のいざなぎ景気の時期に
は，カラーテレビ・クー
ラー・自動車という 3
種類の耐

たい
久
きゅう
消費財が，新

三種の神器として普及し
た。これらの各製品の頭
文字が，Cであったので，
「3C」ともよばれた。

電化製品の普及

 テレビの普及　当初はテ
レビのある家に近所の人も集
まってきた。（1960年ころ）

４ 東大紛争　1969年1月18日，学生
側が占

せん

拠
きょ

した本郷キャンパスに東大側は
学園秩

ちつ

序
じょ

回復のため機動隊出動を要
よう

請
せい

し
た。午前7時過ぎ約8500人が校内に入
り，安

やす

田
だ

講堂をのぞく23か所の封
ふう

鎖
さ

を
といた。写真は安田講堂に立てこもる学
生側に機動隊が放水するようす。封鎖解
除は翌日になり，この年の入試は中止さ
れた。

５ 沖縄の米軍基地の分布　（『防
衛白書』2012年版などより）

キャンプシュワブ

キャンプハンセン

キャンプコートニー

トリイ 　か　で　な

嘉手納

　ふ　てん　ま

普天間
　な　は

那覇市

　ず　け　らん

瑞慶覧
まきみなと

牧港

軍事基地と
くんれん　　　　　く　いき

訓練場の区域
おもな米軍基地
（2016年現在）
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� 市町村合併の歴史
わたしたちがくらしているまちやむらは市区

町村とよばれ，日本の基
き
礎
そ
的地方公共団体として位

置づけられている。その数や境界は決して固定され

ているわけではない。市町村合併を経験しながら，

なじみのある名
めい
称
しょう
は変更され，境界は広域化し数は

減少していく傾
けい
向
こう
にある。

　では，その数は全国にどれくらいあるのだろうか。

平成の大合併を終えた 2012（平成 24）年 3月末現

在でみると，市区町村は 1,719 を数える。合併前に

はおよそ 3,200 ほどであったから，合併によってお

よそ半分近くに減少したことになる。

　近年おこなわれた平成の大合併のおよそ半世紀前

にも昭和の大合併が実
じっ
施
し
されている。アジア太平洋

戦争のあと，日本社会は民主化と非軍事化が課題と

されるとともに，地方自治の育成が謳
うた
われ，そのた

めの自治体財政の強化の必要から 1953（昭和 28）

年に町村合併促
そく
進
しん
法が，さらに 56年に新市町村建設

促進法が施
し
行
こう
され，全国的に市町村合併が加速化さ

れた。この結果，基礎的自治体数は 1953 年の 9,868

から 1961 年には 3,475 となり，およそ 3分の 1に

まで減少している。

　さらに大合併の歴史をたどると，1889（明治 22）

年 4月 1日に明治の大合併が全国いっせいに施行さ

れている。この合併前の 1888 年には町村数が

71,314 であったが，それが 15,859 にまで減少した。

約 5分の 1になったわけである。

　明治，昭和，平成とおよそ半世紀ごとに大合併が

おし進められ，70,000 強から 1,700 あまりにまで大

きく減少した。この背景にはそれぞれの歴史的経
けい
緯
い

がある。

（→ p. 153）
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�　 市町村数の変遷

東八幡原村
西八幡原村
政所村　　中祖村
雲耕村　　宮地村
橋山村　　荒神原村
大利原村　南門原村
奥原村　　才乙村
草安村　　奥中原村
苅屋形村　土橋村
細見村　　川小田村
溝口村　　高野村
米沢村　　大暮村
移原村　　小原村
大塚村　　大朝村
筏津村　　田原村
新庄村　　宮迫村
岩戸村
石井谷村　今田村
有田村　　後有田村
小保利村　寺原村
春木村　　有間村
壬生村　　川東村
川西村　　川井村
惣森村　　丁保余原村
本地村 本地村
南方村　　木次村 南方村
川戸村　　蔵迫村
中山村　　舞綱村
今吉田村　阿坂村
吉木村
中原村　　海応寺村
西宗村　　上石村
下石村　　志路原村

都志見村　戸谷村
長笹村

八幡村

雄鹿原村

中野村

山廻村 美和村

大朝村 大朝町

新庄村

八重村 八重町

壬生町壬生村

川迫村

吉坂村

原村

都谷村

芸 北 町

大 朝 町

千代田町

豊 平 町

『
北
広
島
町
』

昭和3年4月1日
名称変更

昭和28年（1953年）12月1日
島根県那賀郡波佐村大字
波佐字滝平の一部を編入

昭和31年9月30日

昭和30年3月31日

平成17年
（2005年）

2月1日

昭和29年11月3日

昭和31年3月31日

昭和49年4月1日
千代田町大字中山字
明地原の一部を編入

昭和39年7月1日
千代田町大字今田字
野々瀬の一部を編入

平成10年12月1日
千代田町大字今田字
野々瀬の一部を編入

大正15年（1926年）1月1日
町制施行

大正11年1月1日
町制施行

明治37年5月1日
町制施行

〈明治21年当時〉〈明治22年の大合併〉
（1889年）

〈昭和の大合併〉 〈平成の大合併〉

�　 明治・昭和・平成の合併による変化（広島県北広島町）

　近代・現代における政治や経済，国際環境，国民生
活や文化の動向は，相

そう
互
ご

に深くかかわっているという
観点から，地域社会の変化について，テーマを設定し，
追究する活動をとおして，歴史的な見方や考え方を身
につけていこう。
　ここでは，市町村合

がっ
併
ぺい

をその例として，歴史的な意
義やこれからの地域社会への展望を含め，考えをまと
めて表現してみよう。
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課 題 身近な地域の変化を考える場合，地元の学校の歴史や鉄道の開通による影響を探究するという
課題の設定なども考えられます。 189

近代の追究

�

50％以上

30％未満

40～50％未満
30～40％未満

市町村の
減少率

北広島町

�　�市町村合併の進展状況　1999年3月31日から
2010年3月31日までの減少率。

白川村

荘川村

清見村
朝日村

高根村

長野県

石川県

岐阜県

富山県

丹生川村

上宝村

高山市

神岡町宮川村

河合村

小坂町

金
山
町

下呂町

萩
原
町

郡上郡

馬
瀬
村

古川町古川町
国府町

久々野町
宮村宮村

　　  合併後の高山市の範囲
合併後の高山市の人口  約97,000人
合併後の高山市の面積  約2,179km2

（合併時）

※地図中の市町村名は平成の大合併前
のもの

�　�岐阜県高山市　平成の大合併で面積が東京都より大きくなった。

自分たちの住む市町村の歴史
を調べてみよう！
　地域の歴史を調べるには，地方公共団体が編さん
した自治体史（県史や市区町村史）を利用すると便
利です。図書館や博物館，郷土資料館などで検

けん

索
さく

し
てみましょう。

▪合併の歴史を調べてゆくと，いろいろな疑問が生
じてきます。次のようなものがその一例です。

　①�江戸時代から現在までの地元の歴史を，行政区
画の変

へん

遷
せん

をとおして調べてみると，その数がし
だいに減少していくことが分かる。その理由は
何だったのだろうか。

　②�合併の目的は何だったのだろうか（歴史的経緯）。

　③�新しい市町村名は，どのように決められたのだ
ろうか。

　④�合併に際して，地元の人びとの反応はどうだっ
たのだろうか。合併反対の運動が生じた地域も
あるが，なぜ合併に反対だったのだろうか。

　⑤�合併によってその後の市町村にどのような変化
が生じたのだろうか。

　自治体が発行する各種資料や統計資料などを利用
して，さまざまな疑問を探ってみましょう。合併前
後の市区町村を地図におとして比較するなど，地図
やグラフ作成の作業をとおして理解を深めることも
できます。

　このほかにも，古い地名が消
しょう

滅
めつ

したり，伝統行事
がなくなったりするような事態がなぜおこるのかなど，
疑問が生じたことは積極的に調べてみましょう。

討論（ディベート）をしてみよ
う！
　クラスやグループで活発に「討論」や「ディベート」
をおこなうためには，その討論テーマについての準
備が必要です。
▪討論のテーマが

　「市町村合併は私たちの地域では必要である」

　というものであった場合，次のような論点が考え
られます。

【賛成】　合併は必要である

これまでの歴史的な経緯から考えれば，「合併」
がくり返されている事実があり，それによって，
財政的な強化や地方分権の推

すい

進
しん

などのメリット
が生まれてきている。

【反対】　合併は必要ない

合併によって，伝統行事などの地域の古い文化
の消失，歴史的地名の消滅，住民サービスの低下，
境界域地域への行政サービスの低下などのデメ
リットがある。

▪討論の準備として，【賛成】の立場であれば，メリッ
トと考えられるものの裏づけとなる統計資料や，
デメリットを否定できる考えや資料を調べること
になります。

　テーマの論点をきちんと整理して理解し，自分の
言葉にして主張しましょう。それを裏づける事実や
資料・統計なども調べて提示し，聞いている人たちに，
自分の意見を支持してもらえるよう，わかりやすく
述べていきます。
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　わたしたちは，ニュースや新聞で取り上げられて

いた沖縄の普
ふ
天
てん
間
ま
基地の問題に強い興味をもちまし

た。そこで今までの「日本史 A」の学習を参考に，

歴史をとおして沖縄にはなぜアメリカ軍基地が多く

存在しているのかについて調べ，この問題をどのよ

うに解決していくべきなのか，自分たちなりの手が

かりを見出したいと考えました。

●沖縄のアメリカ軍基地の現状
　下のスライドや右ページの地図をみてください。

これらから考えられることは，沖縄県におけるアメ

リカ軍基地・施
し
設
せつ
は，人びとの生活に大きくかかわ

っているということです。こうした現状のなかで，

沖縄県民は危険と隣
とな
りあわせのくらしを強

し
いられ，

騒
そう
音
おん
問題やアメリカ兵の不

ふ
祥
しょう
事
じ
などに苦しめられて

いるのです。

　どうしてこんなに極
きょく
端
たん
な状態になっているのか，

私たちは沖縄の歴史をさかのぼって考えてみること

にしました。

15

5

10

190 第 3 編　現代の世界と日本 ／ 現代からの探究

沖縄の基地問題と私たちの課題現代からの探究

�　 普天間基地移設反対
集会のようす（2010年
3月26日，沖縄県庁前）

沖縄の基地問題と
沖縄の基地問題と

私たちの課題
私たちの課題

〜現代からの探究〜

地域の歴史と日本の抱える課題

地域の歴史と日本の抱える課題

　新聞やテレビのニュースな
どで取り扱

あつか
われる問題だけで

なく，身近なところにある疑
問や関心も取りあげてみよう。

　ホームページや図書館な
どで関連する資料を探し
て，いろいろな視点からの
情報を集めましょう。
　どのような順番で発表す
るかをイメージして，プレ
ゼンテーションソフトなど
で整理してみましょう。

　現代の社会やその諸課題が，歴史的に形成されたも
のであるという観点から，近現代の歴史にかかわる主
題を，自分で探してみよう。さらに資料を活用して探
究し，課題解決に向けてその考えをまとめ，表現する
学習に取り組んでみよう。取り上げる主題としては，
人権，環

かん
境
きょう

，情報，国際理解などのほか，私たちの身
近な衣食住，交通，風習や民間信

しん
仰
こう

，地域社会などの
歴史的な変化も考えられる。
　ここでは，近年，ニュースや政治のうごきなどで注
目を集めた「沖縄の基地」の問題を課題として設定し，
探究する学習を事例として取りあげてみる。調べた事

こと

柄
がら

を整理して，わかりやすく説明する方法についても，
プレゼンテーションソフトを使用する表現を試みた。
さらに，原因と結果の因果関係を考える観点から，歴
史を時系列にたどるのではなく，さかのぼって考える
方法で考察を進める。

　このように，課題設定の理由をまず述べましょう。
　なぜこのテーマを選んだのか，自分が興味をもっ
た理由，これから何を調べて発表するのか，全体
を見通せるようにしましょう。
　また，課題について，自分なりに考えているこ
となどもちょっとコメントするのもいいでしょう。

① 序 論
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●アメリカによる沖縄支配（アメリカ世）
　1945（昭和 20）年 8 月にアジア太平洋戦争が終

結すると同時に，アメリカ軍は奄
あま

美
み

諸島・小
お

笠
がさ

原
わら

諸

島とともに，日米のはげしい地上戦が展開された沖

縄諸島を日本本土と切り離して直接統治をはじめま

した。これはアメリカがこれらの地をアジア・太平

洋の軍事戦略上重要な地と考えたからです。とくに

沖縄本島は地図でみれば明らかなように，東アジア

の中央に位置しています。

　戦後，東西冷戦が深
しん

刻
こく

化
か

し，とくに朝
ちょう

鮮
せん

戦争が勃
ぼっ

発
ぱつ

すると沖縄の米軍基地の軍事的役割が飛
ひ

躍
やく

的
てき

に高

まり，沖縄本島は極
きょく

東
とう

最大の米軍基地に発展しまし

た。沖縄は米軍にとって「Keystone of the Pacific（太

平洋の要
かなめ

石
いし

）」となったのです。この間，アメリカ軍

は軍事施設として次つぎに集落や農地を強制的に接

収し，住民はこのことを「銃
じゅう

剣
けん

とブルドーザーによ

る土地接収」とよんだそうです。こうして沖縄本島

の米軍基地が拡大されていったのです。

　1951（昭和 26）年にサンフランシスコ平和条約

が調印され，翌年日本は独立を回復しましたが，日

米安全保障条約によってアメリカ軍は日本に駐
ちゅう

留
りゅう

し

続けることになりました。さらに引き続きアメリカ

政府は沖縄を統治し，その支配はむしろ強化されま

した。

　1960 年代にベトナム戦争が勃発し，沖縄がアメリ

カ軍の前線基地としての役割をになうと，このうご

きはますます強まりました。もちろん，この間沖縄

の人びとによる反米基地闘
とう

争
そう

や祖国復帰運動も高ま

りました。

　「沖縄が日本に復帰しない限り，戦後は終わらない」

として，沖縄返
へん

還
かん

を公約に掲
かか

げた佐
さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

首相は，

1969（昭和 44）年にニクソン大統領と会談し日米

共同声明を発表し，これにもとづいて 1972 年に沖

縄は日本に返還されました。しかし，このとき多く

の住民が望んだ，返還と同時の米軍基地撤
てっ

去
きょ

は実現

されることはありませんでした。アメリカにとって

沖縄の米軍基地が冷戦下のアジア戦略上必要不可欠

のものであることにかわりはなかったからです。

（→ p. 171）
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191�

　本論では設定した課題について，調べた方法，
手順などを，プレゼンテーションソフトなどで，
順序立ててまとめていきましょう。
　次に，フィールドワークなど，実際に取り組ん
だことでわかったことを整理して提示します。
　結論に向けて，自分がわかったことは，何を根

こん

拠
きょ
にしているのか，聞いている人にわかってもら

うにはどうしたらいいのか，工夫します。

② 本 論

�　�南西諸島の訓練施設（『防衛白書』2012年度版などより）
130º 140º120º110º100º

20º

30º

40º

台湾

南
　西　
　諸
　
　
　島

中華人民共和国

モンゴル

ロシア

日本大韓民国

ベトナム

フィリピン
ラオス

タイ

朝鮮民主主義
人民共和国

沖縄本島

東京
北京

ソウル

ハノイ

ウランバートル

ビエンチャン

平壌

東シナ海

太 平 洋

O C

1000km0

沖縄本島

東 シ ナ 海

太 平 洋

与論島

伊江島

久米島
鳥島

宮古島

魚釣島

与那国島
石垣島

波照間島
西表島

沖之永良部島
徳之島

奄美大島

鳥島射爆撃場

久米島射爆撃場 出砂島射爆撃場

沖大東島射爆撃場

赤尾嶼射爆撃場

黄尾嶼射爆撃場

O C

100km0

　整理・まとめを進めるうえでは，より具体的
に表現して，説得力を高めるように工夫します。
・数字を比

ひ
較
かく
するためには表やグラフにするとわ

かりやすいでしょう。
・場所を示すために，地図などを活用しましょう。
・写真や絵などを示すのも具体的な表現として説
得力が高まります。
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11 桂
かつら
太
た
郎
ろう
①

長州・陸軍大将／ 53
1901.6 ～ 06.1�

1902.	 1
1904.	 2
1905.	 9
　　　	11

日英同盟協約
日露戦争はじまる
ポーツマス条約　日比谷焼き打ち事件
第２次日韓協約

12 西
さい
園
おん
寺
じ
公
きん
望
もち
①

京都・公家／ 56
1906.1 ～ 08.7�▪立憲政友会�

1906.	 3
	 11
1907.	 7

鉄道国有法公布
南満州鉄道株式会社設立
第３次日韓協約

13 桂太郎② 1908.7 ～ 11.8�

1908.10
1910.	 5
	 8

戊申詔書発布
大逆事件
韓国併合

大 正
14 西園寺公望② 1911.8 ～ 12.12�▪立憲政友会�

1912.	 7
	 12

大正改元
陸軍大臣が単独辞職→総辞職

15 桂太郎③ 1912.12 ～ 13.2�

1912.12
1913.	 2

第１次護憲運動
大正政変

16 山
やま
本
もと
権
ごん
兵
べ
衛
え
①

薩摩・海軍大将／ 60
1913.2 ～ 14.4�▪立憲政友会�

1913.	 6
1914.	 1

軍部大臣現役武官制改正
ジーメンス事件

17 大隈重信② 1914.4 ～ 16.10�▪立憲同志会�

1914.	 8
1915.	 1

ドイツに宣戦布告（第一次世界大戦に参戦）
二十一か条の要求

18 寺
てら
内
うち
正
まさ
毅
たけ

長州・陸軍大将／ 64
1916.10 ～ 18.9�

超然内閣

1917.	 1
	 9
	 11
1918.	 8

西原借款
金輸出禁止
石井・ランシング協定
シベリア出兵はじまる　米騒動

19 原
はら
敬
たかし

岩手・衆議院議員／ 62
1918.9 ～ 21.11�▪立憲政友会�

最初の本格的政党内閣

1918.	12
1919.	 3
	 5
	 6
1920.	 1

大学令公布
三・一独立運動
五・四運動
ヴェルサイユ条約
国際連盟加盟

20 高
たか
橋
はし
是
これ
清
きよ

東京／ 67
1921.11 ～ 22.6�▪立憲政友会�

1921.12
1922.	 2

四か国条約
ワシントン海軍軍縮条約　九か国条約

21 加
か
藤
とう
友
とも
三
さぶ
郎
ろう

広島・海軍大将／ 61
1922.6 ～ 23.8�▪立憲政友会�

1922.	 6 シベリアから撤兵声明

桂
園
時
代

明 治
1 伊

い
藤
とう
博
ひろ
文
ぶみ
①

長州／ 44
1885.12 ～ 88.4�

1887.12
1888.	 4

保安条例公布
市制・町村制公布　枢密院設置

2 黒
くろ
田
だ
清
きよ
隆
たか

薩摩／ 47
1888.4 ～ 89.10�

1889.	 2 大日本帝国憲法発布
衆議院議員選挙法公布
超然主義演説

3 山
やま
県
がた
有
あり
朋
とも
①

長州・陸軍中将／ 51
1889.12 ～ 91.5�

1890.	 5
1890.	 7
	 10
	 11

府県制・郡制公布
第１回衆議院議員総選挙
教育勅語発布
第１回帝国議会

4 松
まつ
方
かた
正
まさ
義
よし
①

薩摩／ 56
1891.5 ～ 92.8�

1891.	 5
1892.	 2

大津事件
選挙干渉

5 伊藤博文② 1892.8 ～ 96.8�
元勲内閣

1894．	7
	 8
1895.	 4

日英通商航海条約（領事裁判権の撤廃）
日清戦争はじまる
下関条約　三国干渉

6 松方正義② 1896.9 ～ 98.1�
松隈内閣

1897.	 3 貨幣法公布（金本位制の確立）

7 伊藤博文③ 1898.1 ～ 98.6�

8 大
おお
隈
くま
重
しげ
信
のぶ
①

肥前／ 60
1898.6 ～ 98.11�▪憲政党�

最初の政党内閣・隈板内閣

1898.	10 憲政党分裂

9 山県有朋② 1898.11 ～ 1900.10�

1900.	 3
	 5
	 6

治安警察法公布
軍部大臣現役武官制制定
北清事変

10 伊藤博文④ 1900.10 ～ 01.05�▪立憲政友会�

1901.	 2 八幡製鉄所操業開始

8 大
おお
隈
くま
重
しげ
信
のぶ
①

肥前／ 60
1898.6 ～ 98.11�▪憲政党�

最初の政党内閣・隈板内閣

1898.	10 憲政党分裂

出生地，出身など／首相就任時の年齢 在任期間 与党 説明

おもなできごと
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22 山本権兵衛② 1923.9 ～ 24.1�

1923.	 9
	 12

組閣中に関東大震災発生　亀戸事件・甘粕事件
虎ノ門事件

23 清
きよ
浦
うら
奎
けい
吾
ご

熊本／ 73
1924.1 ～ 24.6�

最後の超然内閣

1924.	 1
	 5

第２次護憲運動
総選挙で護憲三派が圧勝

24 加
か
藤
とう
高
たか
明
あき

愛知／ 64
1924.6 ～ 26.1� 護憲三派内閣
▪憲政会・立憲政友会・革新俱楽部

1925.	 1
	 4
	 5

日ソ基本条約
治安維持法公布
普通選挙法公布

昭 和
25 若

わか
槻
つき
礼
れい
次
じ
郎
ろう
①

島根／ 59
1926.1 ～ 27.4�▪憲政会�

1926.12
1927.	 3

昭和改元
金融恐慌

26 田
た
中
なか
義
ぎ
一
いち

山口・陸軍大将／ 63
1927.4 ～ 29.7�▪立憲政友会�

1927.	 4
	 5
1928.	 2
	 6

モラトリアム実施
第１次山東山兵
第１回普通選挙
満州某重大事件　治安維持法改正

27 浜
はま
口
ぐち
雄
お
幸
さち

高知・衆議院議員／ 59
1929.7 ～ 31.4�▪立憲民政党�

1929.10
1930.	 1
	 4

世界恐慌はじまる
金解禁実施（金本位制に復帰）→昭和恐慌
ロンドン海軍軍縮条約　統帥権干犯問題

28 若槻礼次郎② 1931.4 ～ 31.12�▪立憲民政党�

1931.	 9
	 10

柳条湖事件（満州事変はじまる）
十月事件

29 犬
いぬ
養
かい
毅
つよし

岡山・衆議院議員／ 76
1931.12 ～ 32.5�▪立憲政友会�

1931.12
1932.	 2
	 3
	 5

金輸出再禁止（管理通貨制へ移行）
血盟団事件
満州国建国宣言
五・一五事件で犬養首相暗殺

30 斎
さい
藤
とう
実
まこと

岩手・海軍大将／ 73
1932.5 ～ 34.7�

挙国一致内閣

1932.	 9
1933.	 3

日満議定書（満州国を承認）
国際連盟脱退通告

31 岡
おか
田
だ
啓
けい
介
すけ

福井・海軍大将／ 66
1934.7 ～ 36.3�

1935.	 2
	 8
1936.	 2

天皇機関説問題
国体明徴声明
二・二六事件

憲
政
の
常
道
（
政
党
内
閣
の
時
代
）

32 広
ひろ
田
た
弘
こう
毅
き

福岡／ 58
1936.3 ～ 37.2�

1936.	 5
	 11

軍部大臣現役武官制の復活
日独防共協定

33 林
はやし
銑
せん
十
じゅう
郎
ろう

石川・陸軍大将／ 60
1937.2 ～ 37.6�

34 近
この
衛
え
文
ふみ
麿
まろ
①

東京・公家／ 45
1937.6 ～ 39.1�

1937.	 7
	 11
1938.	 4

盧溝橋事件（日中戦争はじまる）
日独伊三国防共協定
国家総動員法公布

35 平
ひら
沼
ぬま
騏
き
一
いち
郎
ろう

岡山／ 71
1939.1 ～ 39.8�

1939.	 5
	 7

ノモンハン事件
国民徴用令公布　日米通商航海条約破棄

36 阿
あ
部
べ
信
のぶ
行
ゆき

石川・陸軍大将／ 63
1939.8 ～ 40.1�

1939.	 9
　　　	10

第二次世界大戦はじまる
価格等統制令公布

37 米
よ
内
ない
光
みつ
政
まさ

岩手・海軍大将／ 59
1940.1 ～ 40.7�

1940.	 6 新体制運動はじまる

38,39 近衛文麿②③ 1940.7 ～ 41.10�

1940.	 9
	 10
1941.	 4
	 7

北部仏印進駐　日独伊三国同盟
大政翼賛会発足
日ソ中立条約　日米交渉はじまる
南部仏印進駐

40 東
とう
条
じょう
英
ひで
機
き

東京・陸軍大将／ 57
1941.10 ～ 44.7�

1941.12
1942.	 4
	 6
1943.11
	 12
1944.	 7

英・米に宣戦布告（アジア太平洋戦争はじまる）
翼賛選挙
ミッドウェー海戦
大東亜会議
カイロ宣言　学徒出陣
サイパン島陥落

41 小
こ
磯
いそ
国
くに
昭
あき

栃木・陸軍大将／ 64
1944.7 ～ 45.4�

1945.	 2
	 3
	 4

ヤルタ協定
東京大空襲
米軍が沖縄本島上陸

42 鈴
すず
木
き
貫
かん
太
た
郎
ろう

大阪・海軍大将／ 77
1945.4 ～ 45.8�

1945.	 5
	 8

ドイツが無条件降伏
広島に原爆投下
ソ連対日参戦
長崎に原爆投下
ポツダム宣言受諾
終戦の玉音放送
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