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通史と同時代史をバランスよく記述！

現代世界の成り立ちが
わかりやすい教科書

＊本冊子に掲載している内容は、
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˙ؔ࿈教ࡐ
　�指導資料や準拠ノートなどの関連教材が充実。�
＊詳細は本冊子p.34-35および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。

˙2Rίンςンπ
　�著者執筆の用語解説や、学校法人河合塾と共同作成した演習問題、�
教科書準拠の一問一答、動画などのデジタルコンテンツが充実。�
＊詳細は本冊子p.32-33および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。
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˕ 「世界史#」をൃల的にܧঝする科。ॾҬを「歴史的特࣭のܗ成」「ަ流・再ฤ」「݁合・
変容」の̏۠で学Μͩ後、ٿ世界の՝題を探究する。歴史の理解に加えて、「歴史૯合」
でつͪかͬた「社会的事の歴史的なݟ方・考え方」をಇかͤ、ओ題・問いの設定や資料を
。められるٻ動が׆する学習用しつつ多面的・多角的に考׆

世界史探究の内容
Ａ　世界史へのまなざし
　（ 1 ）地球環境から見る人類の歴史
　（ 2 ）日常生活から見る世界の歴史
Ｂ　諸地域の歴史的特質の形成
　（ 1 ）諸地域の歴史的特質への問い
　（ 2 ）古代文明の歴史的特質
　（ 3 ）諸地域の歴史的特質
C　諸地域の交流・再編
　（ 1 ）諸地域の交流・再編への問い
　（ 2 ）結び付くユーラシアと諸地域
　（ 3 ）アジア諸地域とヨーロッパの再編
D　諸地域の結合・変容
　（ 1 ）諸地域の結合・変容への問い
　（ 2 ）世界市場の形成と諸地域の結合
　（ 3 ）帝国主義とナショナリズムの高揚
　（ 4 ）第二次世界大戦と諸地域の変容
E　地球世界の課題
　（ 1 ）国際機構の形成と平和への模索
　（ 2 ）経済のグローバル化と格差の是正
　（ 3 ）科学技術の高度化と知識基盤社会
　（ 4 ）地球世界の課題の探究

世界史̗の内容
（ 1 ）世界史への扉
　ア　自然環境と人類のかかわり
　イ　日本の歴史と世界の歴史のつながり
　ウ　日常生活にみる世界の歴史

（ 2 ）諸地域世界の形成
　ア　西アジア世界・地中海世界
　イ　南アジア世界・東南アジア世界
　ウ　東アジア世界・内陸アジア世界
　エ　時間軸からみる諸地域世界

（ 3 ）諸地域世界の交流と再編
　ア　イスラーム世界の形成と拡大 
　イ　ヨーロッパ世界の形成と展開
　ウ　内陸アジアの動向と諸地域世界
　エ　空間軸からみる諸地域世界

（ 4 ）諸地域世界の結合と変容
　ア　アジア諸地域の繁栄と日本
　イ　ヨーロッパの拡大と大西洋世界
　ウ　産業社会と国民国家の形成
　エ　世界市場の形成と日本
　オ　資料からよみとく歴史の世界

（ 5 ）地球世界の到来
　ア　帝国主義と社会の変容
　イ　二つの世界大戦と大衆社会の出現
　ウ　米ソ冷戦と第三世界
　エ　グローバル化した世界と日本 
　オ　資料を活用して探究する地球世界の課題

「E　地球世界の課題」のうち、（１）で
は政治を、（２）では経済を、（３）では
科学技術を取り扱う。

˔��新科目「世界史探究」と

௨࢙ͱಉ࢙࣌ΛɹόϥϯεΑ͘هड़ʂ
ੈքのΓཱ͕ͪ��Θ͔Γ͍͢教科書ݱ
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௨࢙ͱಉ࢙࣌ΛɹόϥϯεΑ͘هड़ʂ
ੈքのΓཱ͕ͪ��Θ͔Γ͍͢教科書ݱ

因果関係を丁寧に記した、理解しやすい
「本文記述」
●歴史の流れや社会構造が理解しやすい本文記述
●世界史の大きな流れがわかる本文記述

特色
１

本ࢠ
Q����

文化と社会のつながりがわかる
「文化から見る当時の社会」
●文化を生んだ社会背景まで丁寧に記した本文記述
●�����本文と関連づけることで、文化と社会についての理解がさらに深まる資料群

特色
２

本ࢠ
Q�����3

世界全体のつながりがわかる
「結びつく世界」
●ネットワーク論をベースに展開。地域間の結びつきがわかる前近代史
●世界システム論をベースに展開。世界のつながりを構造化して理解できる近現代史

特色
３

本ࢠ
Q������

探究する力が身につく
「探究TRY」「読み解き」
●資料読解を通じて思考力・判断力・表現力を養う特設「探究TRY」
●各種資料から、資料読解の技能を養う�「読み解き」の問い

特色
４

本ࢠ
Q����2�

理解がさらに深まる
「紙面の三段構成」
●歴史の流れがつかみやすい要約文・本文・側注の三段構成
●学習場面に応じて�さまざまな活用ができる要約文と側注

特色
５

本ࢠ
Q�22�2�

その他の特色・本文執筆者紹介 本ࢠ
Q�2��3�

QRコンテンツ・関連教材 本ࢠ
Q�32�3�
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಄̏ר

く͡

１෦　世界史の·ͳ͟͠�������� ５
１ষ　ڥٿからみるਓྨのྺ史１ষ　ڥٿからみるਓྨのྺ史� ������ ̒
２ষ　ৗੜ׆からみる世界のྺ史２ষ　ৗੜ׆からみる世界のྺ史
　家族のܗଶの変化とྺ࢙� �����������0
�࢙છへの対Ԡのྺײ　 ������������2

２෦　ॾҬのྺ史త特࣭の形成������
ෳの資料を読み解いͯいをද現͠よ͏� �����
ংষ　ݹ代文明のྺ史త特࣭ংষ　ݹ代文明のྺ史త特࣭� �����������
１ষ　౦ΞジΞとதԝϢーラγΞのྺ史త特࣭１ষ　౦ΞジΞとதԝϢーラγΞのྺ史త特࣭
　̍અ　中華文明のܗ� �����������2�
　̎અ　秦ఇ国と౦アジア� ���������2�
　̏અ　中ԝϢーラシアと༡国家� ������30
　　　��　　　��結びつく世界 ̍～̎世紀
　　　　　　　　　　ॾҬΛ結Ϳʮのಓʯとʮւのಓʯ� ��� ��3�
　̐અ　༡ఇ国のڵと移動� ��������3�
　̑અ　Ϣーラシアの変動と౦アジア� �����3�
　　　　　　ϢʔϥγΞ౦෦の国ؔࡍ� ����� ������
２ষ　ೆΞジΞと౦ೆΞジΞのྺ史త特࣭２ষ　ೆΞジΞと౦ೆΞジΞのྺ史త特࣭
　̍અ　南アジアの文明と国家ܗ� ��������
　̎અ　౦南アジアの社会と国家ܗ� �������
３ষ　ΞジΞとதւपลのྺ史త特࣭３ষ　ΞジΞとதւपลのྺ史త特࣭
　̍અ　オリエント文明のڵ� ����������
　̎અ　地中ւपลの国家ܗ� ����������
　̏અ　地中ւपลとアジアのఇ国� ������2
�ϩʔϚと世界ఇ国ݹ　　　　　　 ������� �������2
　　　��　　　��結びつく世界　̏～̑世紀
　　　Ϣーϥシアの࠶ฤとަқωοτϫーΫ　　　Ϣーϥシアの࠶ฤとަқωοτϫーΫ� ��� ����
　̐અ　ヨーロッパへ広がるキリスト教� ������
　̑અ　イスラームの誕生� �����������3
　　　��　　　��結びつく世界　� ～ 9世紀
　　　　　�　　　　　�イスϥーム⼠ωοτϫーΫのܗ� ��� ����

３෦　ॾҬのަྲྀɾ࠶ฤ� ������ ����� �00

ෳの資料を読み解いͯいをද現͠よ͏� �� �0�
１ষ　ϢーラγΞେަྲྀݍの成立１ষ　ϢーラγΞେަྲྀݍの成立
　̍અ　イスラーム世界の֦大� ������� �02
　̎અ　ヨーロッパ෧建社会のల։� ����� ��0
　̏અ　౦アジアॾ地域のと自ཱ� ���� �22
　　　��　　　��結びつく世界　10 ～ 12世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʮւのಓʯのੑ׆化� �� � �2�
　̐અ　Ϣーラシア大ఇ国の出ݱ� ������ �2�
　　　��　　　��結びつく世界　1� ～ 1�世紀
　　　　　Ϣーϥシア大ަྲྀݍのཱとػة　　　　　Ϣーϥシア大ަྲྀݍのཱとػة� �� � �3�
２ষ　ΞジΞॾҬの成ख़とϤーϩッύのਐग़２ষ　ΞジΞॾҬの成ख़とϤーϩッύのਐग़
　̍અ　明の国際டংと౦・౦南アジア� ��� �3�
　̎અ　世界ఇ国ਗ਼とアジアॾ国のख़� ��� ���
　̏અ　スϖインとポルトガルの進出� ���� ���
　　　��　　　��結びつく世界　1�世紀
　　　　　　　　　ʮ世界のҰମ化ʯの࢝·Γ　　　　　　　　　ʮ世界のҰମ化ʯの࢝·Γ� �� � ���
　　　　　　ۜにΈる世界のҰମ化� ������ ����� ���
　̐અ　イスラーム世界のख़� ������� ���
３ষ　ओࠃݖՈମ੍の成立とަқの֦େ３ষ　ओࠃݖՈମ੍の成立とަқの֦େ
　̍અ　ルネサンスとफ教改ֵ� ������� ���
　̎અ　主権国家のܗと「��世لのػة」��� ���
　̏અ　�౦Ԥॾ国の಄と

　　　　　　ヨーロッパ文化のख़� � ���
　̐અ　�イギリスとフランスの権争͍と

　　　　　　　　　大༸֯ࡾ貿易� � ���
　　　��　　　��結びつく世界　1� ～ 1�世紀
　 ʮ1�世紀のػةʯとその後のॾҬのൃల　 ʮ1�世紀のػةʯとその後のॾҬのൃల� �� � ��0
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世界

結びつく
世界

結びつく
世界

結びつく
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　　　　　　探究TRY

結びつく
世界

世界地ਤ（世界の自然境）ɼ世界࢙の� ���������� ಄̍ר
く͡・本ॻのํ͍� ������������������� ಄̏ר
は͡めに� ��������������������������� ̐

 

民族������������
文化と文明������� ��
中華���������� 2�
��������ఇ（中国）ߖ 2�
�������ߩ෧とே 2�
༡国家�������� 3�
世界ఇ国�������� �3

市民（ギリシア・ローマ）�� ��
�����と民主ڞ �2
主権国家������� ���
ॏ主義������� ���
ཱ憲܅主（制）����� ��0
�����本家ࢿ・本ࢿ ���
ブルジョϫジー���� ���

国民国家������� 20�
ナショナリズム���� 20�
自由主義思想����� 20�
社会主義������� 2��
ྖと保ྖޢ・保ޢ国� 23�
ఇ国主義������� 2��
ྻ強��������� 2��

民族自ܾ������� 2�3
大ऺ社会������� 2��
�権国・आ࠴・国࠴ 2��
中間�������� 2�0
ファシズム������ 2��
શମ主義������� 2�3
άローόル化����� 33�
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探究TRY
結びつく
世界

結びつく
世界

探究TRY

探究TRY
結びつく
世界

結びつく
世界

結びつく
世界

έーεεタデΟ
る͑ߟの諸課題をݱ

文化から見る
当時の社会

SDGs

●諸地域の通史と同時代史「結びつく世界」を
　バランスよく配置

2部

歴史時代の始まりか
ら、10世紀ごろま
でを扱う部。
諸地域の歴史的特
質と、世界のゆるや
かなつながりを学習
する。

同時代の視点から各時代における諸地域の
つながりを記述した特設ページ。全12箇所
設置。➡本ࢠQ������で解説

１部    

探究学習の導入と
なる部。
地球史から先史時
代までと、自身と
世界史のつながり
について学習する。

3部

10世紀ごろから、
18世紀ごろまでを
扱う部。
諸地域の交流・再
編により、世界全
体がつながっていく
流れを学習する。

ੈքશମのͭͳ͕ΓΛ ҙࣝ͠ͳ͕ΒֶΔߏશମ
構成
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�

４෦　ॾҬの結߹ɾม容� ������ ����� ��2

ෳの資料を読み解いͯいをද現͠よ͏� �� ��3
１ষ　େ༸ֵ໋ʙۀ文明とࠃຽࠃՈのੜ１ষ　େ༸ֵ໋ʙۀ文明とࠃຽࠃՈのੜ
　̍અ　世界で࠷ॳのۀ化� �������� ���
　̎અ　アϝリカのಠཱ� ���������� ���
　̏અ　フランスֵ໋と国民国家の誕生� ��� ���
　̐અ　ラテンアϝリカへのֵ໋のٴ� ��� 20�
２ষ　ΠΪリスのݖとԤถのࠃຽࠃՈݐઃ２ষ　ΠΪリスのݖとԤถのࠃຽࠃՈݐઃ
　̍અ　イギリスの権と自由主義� ����� 20�
　　　　　　工業化による世界の変化� ����� ���� 20�
　　　��　　　��結びつく世界　19世紀 
　　　　　　イギリスの覇権と世界システム　　　　　　イギリスの覇権と世界システム� �� � 2��
　̎અ　ヨーロッパに広がる国民国家� ���� 2�3
　̏અ　アϝリカ߹ऺ国の֦大と国家統߹� �� 222
３ষ　世界の一ମ化のਐలとΞジΞのม容３ষ　世界の一ମ化のਐలとΞジΞのม容
　̍અ　イスラームԦேの解ମと変༰� ���� 22�
　̎અ　南・౦南アジアの変༰� ������� 23�
　̏અ　౦アジアॾ国のࡧと変༰� ����� 23�
４ষ　世界の一ମ化の成とͦのӨ４ڹষ　世界の一ମ化の成とͦのӨڹ
　̍અ　ఇ国主義と世界ׂڝ争� ������ 2�3
　　　��　　　��結びつく世界 19世紀後半～20世紀初頭
　　　　　　　　世界大戦前夜の世界システム　　　　　　　　世界大戦前夜の世界システム 2��
　̎અ　アジアࣝ人によるମ制改ֵのࢼみ� � 2��

国民と国民国家の誕生� ������ ����� 2��
５ষ　世界େઓの時代５ষ　世界େઓの時代
　̍અ　ୈҰ࣍世界大戦と社会主義ֵ໋� ��� 2��
　̎અ　�ୈҰ࣍世界大戦とアジアの�

　　　　　　ナショナリズムのల։� � 2��
　̏અ　大ऺ社会の౸དྷとファシズムの出ݱ� � 2��
　̐અ　ୈ二࣍世界大戦とそのࢂՒ� ����� 2��

「普通の人々」とナチズム� ����� ���� 302
　　　��　　　��結びつく世界　20世紀前半 
　　　　　二つの世界大戦と資本主義の変容　　　　　二つの世界大戦と資本主義の変容� �� � 30�
̒ষ　ઓޙのࡍࠃடংとྫྷઓ̒ষ　ઓޙのࡍࠃடংとྫྷઓ� �������� 30�

５෦　ٿ世界の՝�� �������� ������� 3�2

１ষ　ྫྷઓのల։とฏの１ࡧষ　ྫྷઓのల։とฏのࡧ
　̍અ　集団҆શ保োと冷戦のల։� ����� 3�3
　̎અ　ଟۃ化の࢝まり� ���������� 3��
　̏અ　৽し͍国際டংをٻめて� ������ 323
２ষ　άϩーバル化するࡁܦࡍࠃとͦの՝２ষ　άϩーバル化するࡁܦࡍࠃとͦの՝
　̍અ　冷戦Լの経ࡁடংと֨差� ������ 32�
　　　��　　　��結びつく世界　20世紀後半 
　　　　　　　　アメリカの覇権とその変容　　　　　　　　アメリカの覇権とその変容� �� � 33�
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アフリカの民族アイデンティティに介入する外国勢力� 3��
冷戦後に起こった紛争①～クリム（クリミア）半島を事例に�� 32�
冷戦後に起こった紛争②～アフガニスタンを事例に�� 32�
ポスト植民地時代における二つの経験�������� 33�
国際的な影響力を強める中国������������ 3��
移民と地域社会の関わり�������������� 3�2
サブカルチャー作品にみる「冷戦と核エネルギー」��� 3��
サブカルチャー作品にみる「AI・VRと人間の関わり」�� 3��

文化から見る
当時の社会

儒家の思想と後世への影響���������2�
法家の思想と秦の統治�����������2�
国際色豊かな唐の文化������������2
アジア各地に広まる文化�����������3
古代オリンピックにみるギリシア社会�����0
ヘレニズム哲学と芸術�������������
ローマの都市文化の広がり������� �����
イスラーム世界の都市文化と交易����� �0�
イスラーム世界で発達した学問������ �0�
中世ヨーロッパとキリスト教������� ���
教会建築と信仰������������� ���
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華麗な宮廷文化の隆盛と市民文化の芽生え���������
さまざまな思想と社会への影響������ ���
自由主義とナショナリズムに影響を与えたロマン主義�� 2��
科学だけではなく社会に影響を与えた進化論�� 2��
二つのジャンルの絵画に描かれたフランス社会��� 2��
チャップリンとその作品からみる大量生産・消費社会�� 2��

気候変動と自然災害������ �
古代の森林破壊�������� ��
奴隷貿易と荒廃するアフリカ� ���
奴隷貿易の廃止������� 20�
パリ大改造と都市計画���� 2��
赤十字の誕生�������� 2��
ビスマルクの社会保険制度�� 2��
女性の社会進出と選挙権運動� 2��
ヴァイマル憲法と福祉国家の原点�� 2��
国境を越える取り組み���� 30�

今なお続く黒人差別問題���� 320
紛争による難民の増加����� 32�
イスラーム過激派による抑圧と�
　　　女性が教育を受ける権利�� 32�
ソ連における国営化と集団化の欠陥�� 32�
南北問題是正の取り組み���� 32�
オリンピック・万博とインフラ整備�� 33�
気候変動・自然災害に対する取り組み�� 3��
基本的人権としての�
　　ジェンダー（社会的性差）平等�� 3��

SDGsを
考える世界史

● 本文ページではॾҬの通史を、「݁ͼつく世界」では同時史を学る構成。
●資料読解の特設として「探究TR:」を設置。本ࢠQ������で解આ
● 「文化からݟる時の社会」、「4%(Tを考える世界史」など、 

各種コーφーが充実。本ࢠQ�����3やQ�2��3�で解આ

4部    

18世紀後半から、20
世紀半ばまでを扱う
部。
歴史総合「近代化と私
たち」「国際秩序の変化
や大衆化と私たち」の
範囲にあたる時代をさ
らに深める。工業化、
国民国家形成、帝国
主義などにより諸地域
がより深く結合・変容
し、第二次世界大戦
で一定の帰結を見る
までを学習する。

5部    

20世紀半ばから、現
代までを扱う部。
歴史総合「グローバル
化と私たち」の範囲に
あたる時代をさらに深
める。政治・経済・科
学技術の3つの視点か
ら、これまでの歴史の
帰結やそれらが生ん
ださまざまな課題など
について学習する。

ੈքશମのͭͳ͕ΓΛ ҙࣝ͠ͳ͕ΒֶΔߏ
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　イギリスでは໊
めい
༪
よ
ֵ໋の後ɼ����にインάランυۜߦがઃされɼ

ٞ会のঝೝをಘてが発ߦするआ༻ূॻ（国
͜く
࠴
さい
）を発ߦしɼこれがۚ

きΜ
༥
Ώう

市で取りҾ͖されるよ͏になった（ࡒֵ໋）ɻ

　ٞ会治がཱ֬しɼ
ͪΐう
੫
ͥい
の権利をつٞ会がݩ利を保ূして͍たイギ

リス国࠴の信༻はߴかったɻそのためɼ��世لの࠷
さい

;
༟
Ώう
国で͋ったオ

ランダではɼ豊かなۚࢿをって͍た人ʑがイギリスの国࠴をߪ
͜う
入
にΎう
した

ためɼオランダのۚࢿがイギリスにྲྀれることになったɻ

　イギリスがɼ૬͙࣍フランスとの戦争にউ利したのはɼこのࡒֵ໋

によってɼフランスより戦争の費༻を集める力がߴまったためで͋っ

たɻ大量の国࠴を発ߦしたイギリスはɼ国民にはॏ͍੫を՝すこと

になったɻそれでフランスとの戦争に࣍ʑとউ利しɼ植民地を֦大

して͍ったためɼٞ会がঝೝした੫に対してはɼ国民のෆຬはര
く
発
はつ
しな

かったɻ

　ୈ̎࣍ӳඦ戦争のなかのࣣ戦争はɼ時としては大戦争で͋っ

たɻこのためɼ戦উ国のイギリスをؚ
;く
めてɼࢀ戦国は͍ͣれਂࠁなࡒ

ػةにݟ
み

ま
われることになったɻ植民地にෛ୲を୲さͤよ͏とした

イギリススϖインではɼന人のఆॅऀによるಠཱ運動が起こり（アϝ

リカಠཱ戦争・ラテンアϝリカのಠཱ）ɼఇ国の࠶ฤをͤざるをえなく

なったɻまたଟくの植民地をࣦったフランスではɼ本国のࡒがػة的

なঢ়
͡ΐう
گ
きΐう
となりɼフランスֵ໋のҾ͖ۚとなったɻ

　スϖインはラテンアϝリカに広大な植民地を保༗しながらɼ奴
ど
隷
れい
څڙ

地のアフリカւ؛にڌ
きΐ
点
てΜ
がなくɼ植民地で

し

えき
する奴隷をߪ入するた

ΠΪϦεのউརͱ֤ࠃのӨڹ
イΪリスはࡒվֵを成し͛ͯɼର߅૪で༏Ґに立ͬた。一ํɼӳの߅૪は
Ϥーロού֤国にࡒ問題をҾきىこした。
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େ༸֯ࡾқのల։
アϝリΧの作物ɼϤーロούのܰۀɼアϑリΧのࠇ人ౕྴを取りѻ͏େ༸ࡾ
֯қはɼイΪリスֵ໋ۀ࢈の準උをする一ํでɼアϑリΧをߥഇさͤた。

めにɼ外国人に奴隷څڙのಛ権をೝめて͍たɻ利ӹが大͖かったこの

ಛ権はɼ��世لのॾ戦争の原ҼのҰつになって͍たɻ

　Ұํɼౕྴқを盛
さか
Μにߦったのはɼアフリカにڌ点をったポル

トガル・イギリス・フランスで͋ったɻイギリスのリヴァプールɼフラ

ンスのナントなͲからɼՐث໖৫をੵΜだધがɼϕニンԦ国なͲ

アフリカの黒人国家にか͍ɼそこでੵみՙと奴隷が交されたɻ連ߦ

されたアフリカ人の奴隷はઍ万人に্
の΅
りɼアフリカ社会はਂࠁなଧ

ͩ
ܸ
͛き

を受けたɻ

　アフリカからカリブւアϝリカ大へか͏ߤւはɼ「中間ߤ࿏」と

よれたがɼこのߤւはແཧに奴隷を٧
つ
めࠐ

͜
Μだりɼਫෆײછが

生͡たりしたためɼࢮがかなりߴかったɻ運れた奴隷はɼカリブ

ւアϝリカ大で࠭�たこ�と交されɼヨーロッパへそれらの

世界品がૹられたɻେ༸֯ࡾқとしてられるこのҰ連の貿易でɼ

ヨーロッパ各国は大͖な利ӹをಘたɻಛにイギリスはɼこの奴隷貿易を

基
き
൫
Μ
としてɼカリブւと北アϝリカ大を核

かく
とする広大な世界ఇ国を

したためɼ
΅う
大
ͩい
な貿易の利ӹをಘることがで͖たɻまたカリブւと北

アϝリカ大はイギリス品の市となりɼҰํで໖Ֆのよ͏な原ྉの

ॳ࠷地となったɻこ͏した国際的なつながりはɼイギリスで世界څڙ

の産ֵ໋ۀが起こるཁҼのҰつとなったɻ人ಓ的なཱから奴隷制度へ

の൷がߴまるとɼイギリスでは��世لॳ಄に奴隷貿易がې止されɼ

その後ɼ各国の植民地は奴隷制度の廃
はい
止
し
にかったɻ
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　イΪϦεがヨーϩッύの߅
͜う

૪
ͦう

にউརした࠷も大きな理༝
はԿかɼあなたの考えをઆ明
しよう。

の·ͱΊ�અ

　　ΞδΞਓΞϑϦΧਓͷ
·ͳ͟͠　ヨーロッパ人は，奴

Ͳ

隷
Εい
貿易を行って，奴隷を物のよ

うに扱
͋つか
った。しかし一方で，ヨー

ロッパの知識人の間には，ヨー
ロッパの近代文明への批判とし
て，アフリカ人やアメリカ先住
民，アジア人こそが，けがれの
ない「高貴な未開人」だとする見
方も生まれた。

1

　　ΠΪϦεͷఇࠃ　重商主義
政策は，原料の供給源や製品の
市場などの獲

かく
得
とく
に役立ち，産業

革命の前提となる条件を整えた。
そのためこのころのイギリス本
国とその植民地は，「重商主義帝
国」ともよばれる。

2

　イギリスでは財政革命によって税収を確実にし，
財政への信

しΜ
頼
らい
が高まったことを背景に，公債を金

利の安定した国債に統一した。この国債による資
金調達が18世紀におけるイギリスの戦争遂

すい
行
͜う
を可

能にし，人口規模や経済力において勝
·͞
るフランス

との戦争に勝利した。その反面，税収のほとんど
が軍事費や国債の償

しΐう
還
かΜ
にあてられ，民事にあてる

予算が大
͓͓
幅
は
に縮減された。さらに19世紀初頭には

過大な累
るい
積
͖ͤ
債務のために，破

は
綻
たΜ
寸前となったが，

産業革命（→p.194）の本格化による経済成長に
よって危機を脱

ͩͬ

した。

ౕ
ど
ྴ
れい
қͱߥ

͜う
ഇ
はい
͢ΔΞϑϦΧ

ポルトΨル人・イΪリス人・ϑランス人などが৺に行った大༸ౕྴқはɼ
全ମで数ઍສ人のΞϑリΧ人をɼ大ྔの࿑ಇ力をٻめていたΞϝリΧやΧリϒւ
の植ຽ地にౕྴとしてૹりࠐ

こ
んだ。それはɼϤーϩッύ人の人やプランテーシ

ョン経Ӧऀにとってはɼ大きなརӹのݯで͋った。しかしɼౕྴとされた本人や
そのՈにとっては൵ܶで͋りɼಇ

はたら
き

ざか
りの人々を連れڈられたΞϑリΧ社会に

もɼ深ࠁなଧ
だ
ܸ
げき
となった。それかりかɼΞϑリΧւ؛にはϤーϩッύ人から

खにೖれたثを用いてɼԞ
おく
地
ち
でౕྴङ

が
りを行いɼϤーϩッύ人にചり

わた
すこと

を事とするμϗϝーやベχンなどのࠇ人国Ոも現れた。こうしたΏがんだ発展
はɼΞϑリΧの成を

さまた
げる原因となった。

ౕྴが導ೖされたΞϝリΧなどではɼౕྴ解 ʢ์ˠQ����ʣɼެຽݖӡ動
ʢˠQ����ʣのޙもɼいま
だにࠇ人へのࠩผ的な対
応がる。ශ

ͻん
ࠔ
こん

りつ
はന人

より高くɼ教育ਫ準も
いのが現ঢ়で͋る。

SDGsを
考える世界史

　　 18世紀のイギリスの歳
͞い
出
しΎつ
・歳入と軍事費� ಡΈղ͖ 事අが܉

૿大している時期に生じた戦争はԿで͋ったかɼQ����　と照らし
合わせて考えてみよう。
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＊「国債費」とは，国債利子および元金償還費のこと

＊අ࠴事අʴ国܉

〈“Abstract of British Historical Statistics”〉
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　　 北米での勢力争い　パリ条
約により，北米のフランス領が
いったん消

しΐう
滅
Ίつ

した。ミシシッピ
川以西のルイジアナはスペイン
に譲

͡ΐう
渡
と

されたが，1800年にフ
ランスに返

へΜ
還
かΜ

された。
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　17 ʙ 18世紀のヨーϩッύの社会構の変化に大きなӨ
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ڹ
きΐう
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考えをઆ明しよう。
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の権利をつٞ会がݩ利を保ূして͍たイギ

リス国࠴の信༻はߴかったɻそのためɼ��世لの࠷
さい

;
༟
Ώう
国で͋ったオ

ランダではɼ豊かなۚࢿをって͍た人ʑがイギリスの国࠴をߪ
͜う
入
にΎう
した

ためɼオランダのۚࢿがイギリスにྲྀれることになったɻ

　イギリスがɼ૬͙࣍フランスとの戦争にউ利したのはɼこのࡒֵ໋

によってɼフランスより戦争の費༻を集める力がߴまったためで͋っ

たɻ大量の国࠴を発ߦしたイギリスはɼ国民にはॏ͍੫を՝すこと
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イギリスがフランスとの
植民地獲得競争に勝利で
きた背景には、イギリス
国債の信用度の高さと、
それによるオランダから
の資金の流入など資金調
達能力の高さがあったこ
とがわかる。

　　 大西洋三角貿易3
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七年戦争の結果として各
国は財政危機に直面し、
その負担を植民地や国内
に押しつけたことが、ア
メリカの独立戦争やフラ
ンス革命につながって
いったことがわかる。

‑教科書 p.188�189
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　イギリスでは໊
めい
༪
よ
ֵ໋の後ɼ����にインάランυۜߦがઃされɼ

ٞ会のঝೝをಘてが発ߦするआ༻ূॻ（国
͜く
࠴
さい
）を発ߦしɼこれがۚ

きΜ
༥
Ώう

市で取りҾ͖されるよ͏になった（ࡒֵ໋）ɻ

　ٞ会治がཱ֬しɼ
ͪΐう
੫
ͥい
の権利をつٞ会がݩ利を保ূして͍たイギ

リス国࠴の信༻はߴかったɻそのためɼ��世لの࠷
さい

;
༟
Ώう
国で͋ったオ

ランダではɼ豊かなۚࢿをって͍た人ʑがイギリスの国࠴をߪ
͜う
入
にΎう
した

ためɼオランダのۚࢿがイギリスにྲྀれることになったɻ

　イギリスがɼ૬͙࣍フランスとの戦争にউ利したのはɼこのࡒֵ໋

によってɼフランスより戦争の費༻を集める力がߴまったためで͋っ

たɻ大量の国࠴を発ߦしたイギリスはɼ国民にはॏ͍੫を՝すこと

になったɻそれでフランスとの戦争に࣍ʑとউ利しɼ植民地を֦大

して͍ったためɼٞ会がঝೝした੫に対してはɼ国民のෆຬはര
く
発
はつ
しな

かったɻ

　ୈ̎࣍ӳඦ戦争のなかのࣣ戦争はɼ時としては大戦争で͋っ

たɻこのためɼ戦উ国のイギリスをؚ
;く
めてɼࢀ戦国は͍ͣれਂࠁなࡒ

ػةにݟ
み

ま
われることになったɻ植民地にෛ୲を୲さͤよ͏とした

イギリススϖインではɼന人のఆॅऀによるಠཱ運動が起こり（アϝ

リカಠཱ戦争・ラテンアϝリカのಠཱ）ɼఇ国の࠶ฤをͤざるをえなく

なったɻまたଟくの植民地をࣦったフランスではɼ本国のࡒがػة的

なঢ়
͡ΐう
گ
きΐう
となりɼフランスֵ໋のҾ͖ۚとなったɻ

　スϖインはラテンアϝリカに広大な植民地を保༗しながらɼ奴
ど
隷
れい
څڙ

地のアフリカւ؛にڌ
きΐ
点
てΜ
がなくɼ植民地で

し

えき
する奴隷をߪ入するた

ΠΪϦεのউརͱ֤ࠃのӨڹ
イΪリスはࡒվֵを成し͛ͯɼର߅૪で༏Ґに立ͬた。一ํɼӳの߅૪は
Ϥーロού֤国にࡒ問題をҾきىこした。

ίラム

➡p.173

➡p.198 ➡p.205

➡p.200

େ༸֯ࡾқのల։
アϝリΧの作物ɼϤーロούのܰۀɼアϑリΧのࠇ人ౕྴを取りѻ͏େ༸ࡾ
֯қはɼイΪリスֵ໋ۀ࢈の準උをする一ํでɼアϑリΧをߥഇさͤた。

めにɼ外国人に奴隷څڙのಛ権をೝめて͍たɻ利ӹが大͖かったこの

ಛ権はɼ��世لのॾ戦争の原ҼのҰつになって͍たɻ

　Ұํɼౕྴқを盛
さか
Μにߦったのはɼアフリカにڌ点をったポル

トガル・イギリス・フランスで͋ったɻイギリスのリヴァプールɼフラ

ンスのナントなͲからɼՐث໖৫をੵΜだધがɼϕニンԦ国なͲ

アフリカの黒人国家にか͍ɼそこでੵみՙと奴隷が交されたɻ連ߦ

されたアフリカ人の奴隷はઍ万人に্
の΅
りɼアフリカ社会はਂࠁなଧ

ͩ
ܸ
͛き

を受けたɻ

　アフリカからカリブւアϝリカ大へか͏ߤւはɼ「中間ߤ࿏」と

よれたがɼこのߤւはແཧに奴隷を٧
つ
めࠐ

͜
Μだりɼਫෆײછが

生͡たりしたためɼࢮがかなりߴかったɻ運れた奴隷はɼカリブ

ւアϝリカ大で࠭�たこ�と交されɼヨーロッパへそれらの

世界品がૹられたɻେ༸֯ࡾқとしてられるこのҰ連の貿易でɼ

ヨーロッパ各国は大͖な利ӹをಘたɻಛにイギリスはɼこの奴隷貿易を

基
き
൫
Μ
としてɼカリブւと北アϝリカ大を核

かく
とする広大な世界ఇ国を

したためɼ
΅う
大
ͩい
な貿易の利ӹをಘることがで͖たɻまたカリブւと北

アϝリカ大はイギリス品の市となりɼҰํで໖Ֆのよ͏な原ྉの

ॳ࠷地となったɻこ͏した国際的なつながりはɼイギリスで世界څڙ

の産ֵ໋ۀが起こるཁҼのҰつとなったɻ人ಓ的なཱから奴隷制度へ

の൷がߴまるとɼイギリスでは��世لॳ಄に奴隷貿易がې止されɼ

その後ɼ各国の植民地は奴隷制度の廃
はい
止
し
にかったɻ

➡p.153

#FOJO

13 世لʙ 1� 世ل

1

4%(T

3 23

➡p.194 2

➡p.207

　イΪϦεがヨーϩッύの߅
͜う

૪
ͦう

にউརした࠷も大きな理༝
はԿかɼあなたの考えをઆ明
しよう。

の·ͱΊ�અ

　　ΞδΞਓΞϑϦΧਓͷ
·ͳ͟͠　ヨーロッパ人は，奴

Ͳ

隷
Εい
貿易を行って，奴隷を物のよ

うに扱
͋つか
った。しかし一方で，ヨー

ロッパの知識人の間には，ヨー
ロッパの近代文明への批判とし
て，アフリカ人やアメリカ先住
民，アジア人こそが，けがれの
ない「高貴な未開人」だとする見
方も生まれた。

1

　　ΠΪϦεͷఇࠃ　重商主義
政策は，原料の供給源や製品の
市場などの獲

かく
得
とく
に役立ち，産業

革命の前提となる条件を整えた。
そのためこのころのイギリス本
国とその植民地は，「重商主義帝
国」ともよばれる。

2

　イギリスでは財政革命によって税収を確実にし，
財政への信

しΜ
頼
らい
が高まったことを背景に，公債を金

利の安定した国債に統一した。この国債による資
金調達が18世紀におけるイギリスの戦争遂

すい
行
͜う
を可

能にし，人口規模や経済力において勝
·͞
るフランス

との戦争に勝利した。その反面，税収のほとんど
が軍事費や国債の償

しΐう
還
かΜ
にあてられ，民事にあてる

予算が大
͓͓
幅
は
に縮減された。さらに19世紀初頭には

過大な累
るい
積
͖ͤ
債務のために，破

は
綻
たΜ
寸前となったが，

産業革命（→p.194）の本格化による経済成長に
よって危機を脱

ͩͬ

した。

ౕ
ど
ྴ
れい
қͱߥ

͜う
ഇ
はい
͢ΔΞϑϦΧ

ポルトΨル人・イΪリス人・ϑランス人などが৺に行った大༸ౕྴқはɼ
全ମで数ઍສ人のΞϑリΧ人をɼ大ྔの࿑ಇ力をٻめていたΞϝリΧやΧリϒւ
の植ຽ地にౕྴとしてૹりࠐ

こ
んだ。それはɼϤーϩッύ人の人やプランテーシ

ョン経Ӧऀにとってはɼ大きなརӹのݯで͋った。しかしɼౕྴとされた本人や
そのՈにとっては൵ܶで͋りɼಇ

はたら
き

ざか
りの人々を連れڈられたΞϑリΧ社会に

もɼ深ࠁなଧ
だ
ܸ
げき
となった。それかりかɼΞϑリΧւ؛にはϤーϩッύ人から

खにೖれたثを用いてɼԞ
おく
地
ち
でౕྴङ

が
りを行いɼϤーϩッύ人にചり

わた
すこと

を事とするμϗϝーやベχンなどのࠇ人国Ոも現れた。こうしたΏがんだ発展
はɼΞϑリΧの成を

さまた
げる原因となった。

ౕྴが導ೖされたΞϝリΧなどではɼౕྴ解 ʢ์ˠQ����ʣɼެຽݖӡ動
ʢˠQ����ʣのޙもɼいま
だにࠇ人へのࠩผ的な対
応がる。ශ

ͻん
ࠔ
こん

りつ
はന人

より高くɼ教育ਫ準も
いのが現ঢ়で͋る。

SDGsを
考える世界史

　　 18世紀のイギリスの歳
͞い
出
しΎつ
・歳入と軍事費� ಡΈղ͖ 事අが܉

૿大している時期に生じた戦争はԿで͋ったかɼQ����　と照らし
合わせて考えてみよう。
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＊「国債費」とは，国債利子および元金償還費のこと

＊අ࠴事අʴ国܉

〈“Abstract of British Historical Statistics”〉
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　　 北米での勢力争い　パリ条
約により，北米のフランス領が
いったん消

しΐう
滅
Ίつ

した。ミシシッピ
川以西のルイジアナはスペイン
に譲

͡ΐう
渡
と

されたが，1800年にフ
ランスに返

へΜ
還
かΜ

された。
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　　 三大陸の人口変化4
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　　 奴隷船の内部全体図5
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　17 ʙ 18世紀のヨーϩッύの社会構の変化に大きなӨ
えい

ڹ
きΐう

を༩
あた

えたものはԿかɼあなたの
考えをઆ明しよう。

� ষの
ৼΓฦΓ

● 歴史事の因果関係を丁寧に記ड़しているので、 
歴史の流れや社会構がよくわかる。

ヨーロッパ各国は大͖な利ӹをಘたɻಛにイギリスはɼこの奴隷貿易を

基
き
൫
Μ
としてɼカリブւと北アϝリカ大を核

かく
とする広大な世界ఇ国を

したためɼ
΅う
大
ͩい
な貿易の利ӹをಘることがで͖たɻまたカリブւと北

アϝリカ大はイギリス品の市となりɼҰํで໖Ֆのよ͏な原ྉの

ॳ࠷地となったɻこ͏した国際的なつながりはɼイギリスで世界څڙ

の産ֵ໋ۀが起こるཁҼのҰつとなったɻ人ಓ的なཱから奴隷制度へ
➡p.194 2

条件を整えた。
そのためこのころのイギリス本

は，「重商主義帝
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大西洋三角貿易で得た膨
大な利益は、イギリスで
産業革命が起こる一因に
なったことがわかる。
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●モンゴル帝国とユーラシア大交
͜う
流
りΎう
圏
けΜ

12世紀までに徐
͡ΐ

々
͡ΐ

に進んできた各地域の結びつ

きは，13世紀のモンゴル帝国の登場によって一気

に加速した。14世紀前半にかけて，ユーラシア・

北アフリカにまたがり，陸と海で結ばれた巨
きΐ

大
ͩい

な交

流圏が形成され，ユーラシア規模で人・もの・情報

の移動・交流が空前の発展を遂げた。

「草原の道」から登場し，早くに「オアシスの道」を

押
͓

さえたモンゴルは国際商業の重要性をよく認識し

ており，交
͜う

通
つう

網
もう

を整備し貿易の保護・振
しΜ

興
͜う

に努めた。

モンゴルがユーラシアの主要部分を統合したため，

通行税などの負担や隊商が襲
しΎう

撃
͛き

を受ける危険が少な

くなったことも，活発な商業活動を後押しした。南
なΜ

宋
ͦう

の征
ͤい

服
;く

によって「海の道」も押さえると，交易網は

海路とも結びついた。西方に伝わった東方の繁
はΜ

栄
えい

の

様子は，ヨーロッパ人に豊かなアジアへの憧
あ͜が

れを抱
いͩ

かせ，「大航海時代」の原動力にもなった。 

●14世紀の危機

1310年ごろから数十年間，北半球では寒冷な気

候が続いた。長期の好
͜う

況
きΐう

で人口が増え，やせた土地

の無理な開発や森林破
は

壊
かい

が進んでいたこともあり，

各地で深刻な不作や飢
き

饉
きΜ

が起こった。それに伴
ともな

い，

社会不安や感
かΜ

染
ͤΜ

症
しΐう

がモンゴル帝国の交通網とネット

ワークを通じて急速に広がった。この時期にペスト�
（黒

͜く
死
し

病
ͼΐう

）が，中国から中央ユーラシアを経て西アジア・

ヨーロッパに短期間で伝わり，西ヨーロッパの人口の

３分の１を奪
う

ったことは，そのわかりやすい例である。

こうしたなか盗
とう

賊
ͧく

や反乱が発生し，モンゴル帝国

の諸政権は次々と解体した。日本でも14世紀には

南北朝の動乱が続き，朝
ͪΐう

鮮
ͤΜ

半島・中国沿岸の人々は

倭
わ
寇
͜う

の恐
きΐう

怖
;

におびえた。こうしてユーラシア・北ア

フリカのネットワークは，一時的に寸断された。

モンゴル時代の大規模な交流は，このように強
きΐう

烈
れつ

な負の側面をもっていた。しかし，「14世紀の危機」

を乗り越
͜

えた各地域では，モンゴル時代の多くの遺

産が活用された。第１に，広域のネットワークが復

活して海上でさらに活性化し，15世紀には鄭
てい

和
わ

の

大航海やヨーロッパ人のアメリカ大陸「発見」などの

海外進出が実現した。第２に，モンゴル以後にユー

ラシア各地を支配した諸帝国は，オスマン・ムガル�
やロシア，時代は下るが清

しΜ
朝など，いずれも支配下

においた多くの民族や宗教を，独自性を認めながら

効率的に統治するシステムにより，広大な領土を長

期間，安定的に支配した。� Q����Q����
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代の࣌
ಛ

モンゴル帝国の下
もと

で，13世紀に全ユーラシアが結びついた。その交流は「14世紀の危
機」で一時断絶したが，モンゴル時代のシステムは多くの点で後の時代に影

えい

響
きょう

した。

øú～øû世紀　Ϣーϥシア大ަྲྀݍのཱとػة結びつく
世界
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　「��世لのػة」とよれる災害・Ӹ
えき
ප
ͼΐう
の続発はɼ౦アジアの社会に

ਂࠁなଧ
ͩ
ܸ
͛き
を与

あた

えɼ各地でのࢧが༳
Ώ
ら͍だɻ大

ͩい
ݩ
͛Μ
ルス（ݩே）

のԼ
もと
ではɼന

ͼΌく
࿇
れΜ
教
きΐう
ె
と
の起こしたཚが広まった（ߚ

͜う
ۊ
きΜ
のཚ）ɻཚのࢦಋ

ऀのҰ人で͋ったग
しΎ

ݩ
͛Μ

ᘱ
しΐう

（ଠɼߑ
͜う

Ϳ
ఇ）は����に南

φン
ژ
Ωン
を都として໌

みΜ

を建てɼ大ݩルスのே
ͪΐう

廷
てい

は明܉に大
ͩい
都
と
をୣ

う
われてϞンΰルߴ原にୀ͍

た（北ݩ）ɻ明はߐ
͜う
南
なΜ
からおこって南北を統߹したॳめてのԦேで͋りɼ

これはߐ南地ํが経ࡁ・文化だけでなく治にお͍て中৺地となる΄

Ͳにしたことをҙຯしたɻ

のࠞཚଜの荒ࡁఇは経ߑ　
͜う
廃
はい
に対ॲするためɼۜ貿易にґ

い
ଘ
ͦΜ
ͤ

ͣɼଜをཱてしてそこからࠄ࿑ಇ力を
ͪΐう
発
はつ
するしくみを築

͍たɻそのためにશ国的なݕ地をߦって地と民を
は
Ѳ
あく
しɼཬ

り
ߕ
͜う
੍
ͤい
を

し͍て੫治҆ۀに͋たらͤたɻ܉制ではӴ
えい
ॴ
しΐ
੍
ͤい
をし͍てɼӴ

運༌を୲
にな
わͤたɻ社会統߹に͋たってはɼさまざまな人ʑՁ؍がڞ

ଘしたϞンΰル時代からҰ変してɼ儒
͡Ύ
教
きΐう
をॏΜ͡খ民が基

き
൫
Μ
となった

社会にߖఇがྟ܅するମ制をࢦしɼ
かΜ
྅
りΐう
・地主・大人に対してɼ

また民に対してɼݫし͍統制をߦったɻ中ԝではɼ中ॻলと࠻
さい
૬
しΐう
৬
しΐく

を廃
はい
止
し
しɼ

りく
෦
Ϳ
なͲの中ԝி地ํをߖఇにଐさͤて権力を集

中したɻ྅ొ༻に͋たってはɼட
ͪつ
ং
͡ΐ
をॏΜ͡るग

しΎ
ࢠ
し
学
がく
をެࣜ解

かい
ऍ
しΌく
にఆ

໌のཱͱϢʔϥγΞ౦ํ
をଧち立ͯたがɼࢧな国ݻڧを֬立し੍ࡋ帝ಠߖ൫に成立した໌はɼجೆをߐ
ର外తにはɼํにఫୀしたϞンΰルとをڥ界としͯೆでฒଘした。�

➡p.134

➡p.130
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　　ന
びΌく
࿇
ΕΜ
ڭ
͖ΐう
　仏教系の宗教結社

で，弥
み
勒
Ζく
仏
Ϳつ
が救世主としてこの

世に現れるという信
しΜ
仰
͜う
をもつ。

歴代王朝によって禁じられたが，
民間で勢力を伸

の
ばし，しばしば

反乱に関わった（→p.236）。

1

　　Ұ
いͬ
ੈ
ͤい
Ұ
いち
ݩ
͛Μ
ͷ੍ͷ࢝·Γ　明

みΜ

以降，皇帝一代に一元号となり，
洪
͜う
武
Ϳ
帝・永

͑い
楽
らく
帝など元号で皇帝

を通
つう
称
しΐう
するようになった。日本

では，明治（→p.240）からとり
入れられた。

2

　　ຽ
みΜ
ށ
͜
ͱ܉

͙Μ
ށ
͜
　衛

͑い
所
しΐ
に属する

人々は軍戸，それ以外の大半は
民戸とされ，税と労

Ζう
役
͖͑
を負担した。

4

　　ͱށ
͜
੶
͖ͤ
ͷ

は
Ѳ
͋く
　土地は

魚
͗ΐ
鱗
りΜ
図
ͣ
冊
͞つ
とよばれる台帳に記録

され，戸
͜
籍
͖ͤ
台帳である賦

;
役
͖͑
黄
͜う
冊
͞つ

に基
と
づいて税役が課された。

3

　　　　Ϟンΰルと明の౷治
の૬

ͦう

ҧ
い

点
てΜ

をཁしよう。
�͍

　　 ग
しΎ
ݩ
͛Μ
ᘱ
しΐう

　ҟ༷ͳ෩
;う


΅う

ͩったͱいΘれ，
ʮҰਓにしͯ

ͤい
ݡ
͚Μ

ɾ߽
͝う

ܼ
͚つ

ɾ౪
とう


ͧく

のੑΛซ
͋わ

ͤっ
ͯいたʯͱධされΔ。 ಡΈղ͖ なͥҹ象の
ҟなる

しΐう
૾
ͧう
画
が
がっているのだΖうか。

1

　　 1�世紀の౦ΞδΞ　Ϟンΰルはґ
い

વ
ͥΜ

ͱしͯڧେͰ͋り，໌
みΜ

は౦北にਐग़͢Δͱ
ͱに，ே

ちΐう

ͤΜ

ɾຊɾླྀ
りΎう

ٿ
͖Ύう

，౦ೆアジアॾ
Λ݁んͰରؔަ֎ͳͲͱࠃ

たい
߅
͜う

した。

2
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ジアւ域の交易ネットϫークとɼ明
みΜ
ླྀ

りΎう
ٿ
きΎう
を݁ͼつけるׂをՌたしたɻ

明の対外ࡦが消ۃ化した後はɼ代わりにํへの߳
͜う
ਏ
しΜ
ྉ
りΐう
༌出を৳

の
しɼ

໖をたらすインυのムスリム人なͲを௨͡てɼイスラームを受け

入れたɻその݁Ռɼマラッカがࢧする貿易ネットϫークを௨͡てɼॾ

島෦各地にイスラームが広がり࢝めたɻ�

　Ұํɼ౦南アジア大෦ではɼ明の܉事圧力に対
たい
߅
͜う
しつつɼから

৽し͍強国がݱれたɻそこでは明のՐٕث術利༻されたɻ大෦北෦

で��～ ��世لにཱしたタイ人のॾ国家のなかでɼチャオプラϠデ

ルタに進出したΞϢλϠே（シャム）がಛに発లしɼ明へのே
ͪΐう
ߩ
͜う
貿易ླྀ

ったɻ南Լするタイ人にԡߦ発に׆との貿易をٿ
͓
されてカンϘジアの勢

力は後ୀしɼ��世لにはアンίールの都をࣺててɼϝίンྲྀ域に中

৺を移したɻビルマ人タイ人を௨͡てɼラオス・カンϘジアをؚ
;く
Ή広

͍ൣ
はΜ
ғ
い
に্

͡ΐう
࠲
͟
ڭが広まりɼヒンυΡー教・大教はਰ

すい
ୀ
たい
したɻҰํ

ϕトナム（大
ͩい
越
えつ
）ではɼ明のࢧをܸ

͛き
ୀ
たい
したᴈ

れい
ேがɼே

ͪΐう

ͤΜ
とಉ༷にɼ明の

制度Րٕث術をとり入れて国家ମ制を強化しɼ南進ࡦをとってチャ

ンパーに大ଧܸを与
あた
えたɻ大越ɼ明へのேߩなͲ貿易を盛

さか
Μにߦったɻ

1

2

➡p.5�
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➡p.51

142� ʙ 1�2� 1�32 ʙ 1���

　「��世لのػة」からの෮ڵが՝題だった明代લ半はଜの保ޢとݱ

ௐ達のํࡦがとられɼ人とࡒ՟の移動がগな͍時ظだったɻしかしɼ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ化にか͏とɼ明にお͍てۀ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代」の国際

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁがஶ
いͪ͡る
し͍৳ͼをみͤたɻ

　人ޱは��世لには̍ԯを
͜
えたがɼその半を

し
めるߐ

͜う
南
なΜ
地ํが

経ࡁ発లをݗ
けΜ
Ҿ
いΜ
したɻ

ͪΐう
ߐ
͜う
Լྲྀ域のߐೆσϧλのਫా地ଳはこのこΖ΄

΅։発しਚ
つ
くされɼ৽品छのಋ入ٕ術改ྑで生産性がߴめられたɻਫ

ాにかな͍ॴでは໖Ֆ܂
くわ
と͍った品作の（ྉࣂのࢋ）

さい
ഓ
い
が広

がりɼ生
き
ࢳ
いと
が発達したɻ代わってۀ৫・໖৫なͲの家制खݜ・

Ҵ
いな
作
さく
の中৺地はߐ中ྲྀ域のބ

͜
広
͜う
ބ）

͜
北
΄く
ބ・

͜
南
なΜ
）ߐ

͜う

ͤい
に移りɼ品作

のഓ品生産が盛Μなߐ南地ํとの間で地域間ۀが進ΜだɻҰ

ํɼۀにݶ界の͋る地域ではɼそれをิ͏ためۀにಛ化する動͖が

ࢁれたɻ෦出のݱ
さΜ

ͤい
ਓɾᷪ

き
भ
しΎう
ਓはԘのઐച܉

͙Μ
ध
͡Ύ
を୲

にな
ってڊ

きΐ

大
ͩい
なを築͖ɼԊւ෦の福建の人ʑはւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্交易にりだし

たɻ൴
かれ
らは݂

けつ
ԑ
えΜ
・地ԑで強ݻに݁ͼつ͍ておりɼ各地の都市に会

かい
ؗ
かΜ
・ެ

͜う

ॴ
しΐ
をつくってಉڷ出ऀ・ಉऀۀなͲの׆動ڌ

きΐ
点
てΜ
としたɻ�

　ಃ
とう
࣓
͡
ث
き
とੜࢳはɼ代ද的な世界品として本アジアɼヨーロッ

パにまで༌出されたɻアジアւ域の貿易ではɼヨーロッパけの౦南ア

ジア産߳ਏྉの༌出と本けの中国産生ࢳの༌出がಛに盛Μだった

がɼヨーロッパ本には中国に対してめ΅し͍品がなかったためɼ

ۜがࢧ
し

はら
͍に༻͍られたɻ��世لにຊۜ・ϝΩγίۜの産出・ྲྀ௨

がٸ増するとɼ貿易を௨して大量のۜが明にྲྀれࠐ
͜
Μだɻ明はॳࢴ

し
ฎ
い

をྲྀ௨さͤよ͏としたがࣦഊしておりɼւ外からଟ量のۜがྲྀ入するとɼ

ۜの༻がҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
化
か
したɻೲ੫でۜでೲめるҰ

いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
が広まったɻ

のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌
ೆ地ํをத৺にめߐにلは16世ࡁܦにɼ໌のܠの成と国際қのོをഎۀ࢈
͟ましくൃలした。қを௨したۜのྲྀೖのܹ૿によͬͯɼۜの用がਁಁした。�

➡p.134

➡p.151
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　　ϚϥοΧͷқωοτϫʔ
Ϋ　マラッカは，マルク（モルッ
カ）諸島の香

͜う
辛
しΜ
料
りΐう
，ジャワの胡

͜
椒
しΐう

など東南アジア全域の商品の集
散地となり，マラッカ海

かい
峡
͖ΐう
周辺

の胡椒など地元の輸出品もあっ
た。このため西はマムルーク朝
やオスマン帝国から東は中国・
琉
りΎう
球
͖Ύう
までの商人が集まり，「マ

ラッカの港では84種類もの言葉
が聞かれる」といわれた。
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　　౦ೆΞδΞॾౡ෦ͷΠε
ϥʔϜԽ　16世紀にマジャパヒ
ト朝が衰

͓とΖ
えると，古代以来のヒ

ンドゥー教・仏教文明は，バリ
島のヒンドゥー教を除き，諸島
部から姿を消してゆく。ただし
現在でも，諸島部のイスラーム
には，土着の慣習（アダット）と
並び，ヒンドゥー教の要素が混
在している。
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௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと�

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ�
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

　　　　明から༌出された
をɼ༌出先の国とともにൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　Ұ
いち

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
　各種の税や労

Ζう
役
͖͑

を一
いͬ
括
かつ
して銀で納入する方法。

江
͜う
南
なΜ
地方で行われるようになり，

しだいに全国へ広がった。

3

　　 1�世紀の౦ΞδΞަ易　1��0年にຊۜ，1��0年にϝΩシίۜがྲྀ௨͢Δよ͏にͳΔͱ，ੜ
͖

ࢳ
いと

ɾݜ৫ɾಃ
とう

࣓
͡

ث
͖

ͳͲのࡍࠃΛങい͚ͭΔたΊに，໌
みΜ

にେྔのۜがྲྀれࠐ
͜

んͰいった。໌の
;

༟
Ώう


ͦう

のؒͰは，ໟൽༀ༻ਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

ͳͲのͥ
いた͘がྲྀߦした。 ಡΈղ͖ Կが交қとして取りҾきされていたのだΖうか。
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ಃ࣓ث

߳ਏ料
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ͦのଞのަқルート
ۜの流れ
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特࢈
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にΜ
ࢀ
͡Μ

2

　　 ਐ
しΜ
ߩ
͜う
船
ͤΜ
͕ฒͿಹ

な

は
ߓ
͜う

　
໌
みΜ

はேࣜܗߩ以֎のқΛ
ೝΊͳ͔ったたΊ，ேࠃߩ
Ͱ͋Δླྀ

りΎう
ٿ
͖Ύう

Ԧࠃはಠ
Ͳく


ͤΜ

త
て͖

に
ର໌қΛ͜͏ߦͱがͰ͖
た。Ԧのट

しΎ
ཬ
り


͡ΐう

ͱͦの֎
໌，ಹはߓ ͱ౦ೆアジアɾ
ຊɾே

ちΐう

ͤΜ

ౡΛ݁Ϳަқ
ηンλʔͱしͯൟ

はΜ
ӫ
͑い

した。
〈『琉球交易港図屛風』浦添市美術館蔵〉

3

　　 
͋か
ֆ
͑

　Ұমいた࣓ثにଟ
৭のإྉͰֆΛՃ͑ͯ࠶ͼমい
たのͰ，໌

みΜ
ظޙにྲྀߦした。

5

　　 ໌
みΜ
のۀ࢈　

ちΐう
ߐ
͜う

தྲྀҬが
৯ྉڅڙͱͳり，ʮބ

͜

͜う

ख़͢れ
ఱԼΔʯͱいΘれた。
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めɼ民
みΜ
ऺ
しΎう
に対

たい
して儒

͡Ύ
教
きΐう
に基

もと
ͮく教

きΐう
化
か
をਤ

はか
ったɻҰ

いͬ
ํ
Άう
でɼߑ

͜う

Ϳ
ఇ
てい
はଉ

Ήす
ࢠ
͜

たͪをશ
ͥΜ
国
͜く
にԦ

͓う
として

はい
ஔ
ͪ
するなͲϞンΰルにならった制

ͤい
度
ど
とり入

い
れ

ておりɼ明
みΜ
ॳ
はつ
のମ

たい
制
ͤい
はɼϞンΰルఇ

てい
国
͜く
をܧ

けい
ঝ
しΐう
するଆ

ͦく
໘
めΜ
とɼ中

ͪΎう
国
͝く
の

のう
ଜ
ͦΜ
社
しΌ

会
かい
に基

き
൫
Μ
をおくଆ

ͦく
໘
めΜ
の྆

りΐう
໘
めΜ
をって͍たɻ�

ߑ　
͜う

Ϳ
ఇ
てい
の

΅つ
後
͝
ɼଉ

Ήす
ࢠ
͜
のҰ

ͻ と り
人で͋るԏ

えΜ
Ԧ
͓う
が

はΜ
ཚ
らΜ
を起

͓
こし（༃

ͤい
難
なΜ
の

えき
）ɼ南

φン

ژ
Ωン
を߈

ͤ
めམ

͓
としてଈ

ͦく
Ґ
い
した（Ӭ

えい
ָ
らく
ఇ
てい
）ɻ൴

かれ
は自

͡

ͿΜ
の本

΄Μ
ڌ
きΐ
地
ͪ
で͋った

ペ
ژ
Ωン
へ

ભ
ͤΜ
都
と
しɼੵ

ͤͬ
ۃ
きΐく
的
てき
な対

たい
外
がい

ͤい
ࡦ
さく
をల

てΜ
։
かい
したɻ北

΄ͬ
ํ
Άう
ではみͣからϞンΰルԕ

えΜ

ͤい

を܁
く

りฦ
かえ
しɼまた黒

͜く
ཽ
りΎう
ߐ
͜う
（アムール

がわ
）ํ

΄う
໘
めΜ
に進

しΜ
出
しΎつ
して女

͡ΐ
ਅ
しΜ
人
͡Μ
をै

したが
えたɻ

南
なΜ
ํ
Άう
ではɼϕトナムへ出

しΎͬ
ฌ
い
してҰ

いͪ
時
͡

ͤΜ
ྖ
りΐう
しɼさらにムスリムのሐ

かΜ

がΜ
Ṅ
てい
和
わ

のધ
ͤΜ
団
ͩΜ
を౦

とう
南
なΜ
アジア・インυ༸

よう
に派

は
ݣ
けΜ
したɻધ

ͤΜ
団
ͩΜ
のҰ

いͪ
෦
Ϳ
はアラビア半

はΜ
島
とう

౦
ͻがし
アフリカにまで達

たͬ
しɼҰ

いͪ
時
͡
的
てき
にଟ

͓͓
くの南

なΜ
ւ
かい
ॾ
しΐ
国
͜く
がே

ͪΐう
ߩ
͜う
したɻ�

　Ϟンΰルの北
΄く
ݩ
͛Μ
ではɼ��世

ͤい
ل
き

まつ
にクビライ家

け
の

ͪΐͬ
ܥ
けい
がஅ

ͩΜ
ઈ
ͥつ
して΄か

のチンギス家
け
のԦ

͓う
族
ͧく
が大

ͩい
ϋーンҐ

い
をܧ

つ
͍だがɼその力

ͪから
はऑ

よわ
くɼ

ͤい
ํ
΄う
のオ

イラト෦
Ϳ
が࣮

ͬ͡
権
けΜ
をѲ

に͗
って明

みΜ
に圧

あつ
力
りΐく
をかけたɻक

しΎ
勢
ͤい
にཱ

た
つよ͏になった

明
みΜ
はɼ

ͪΐう

͡ΐう
をݎ

けΜ
ݻ
͝
にम

しΎう
築
ͪく
してɼこれを事

͡
࣮
͡つ
্
͡ΐう
の境

きΐう
界
かい
とするよ͏になったɻ

　
ͦう
ݩ・

͛Μ
代
ͩい
にւ

かい
্
͡ΐう
貿
΅う
易
えき
が発

はͬ
ల
てΜ
して͍た౦

ͻがし
シナւ

かい
ではɼ「��世

ͤい
ل
き
のة

き
ػ
き
」

のなかで
に
本
΄Μ
でח

かま

くら
ນ
く

;
が

た͓
れ南

なΜ
北
΅く
ே
ͪΐう
の動

どう
ཚ
らΜ
が広

ͻΖ
がるとɼւ

かい

しΐう


Ϳ
࢜
し
団
ͩΜ

なͲの勢
ͤい
力
りΐく
が自

͡
ཱ
りつ
的
てき
な׆

かつ
動
どう
を強

つよ
めɼே

ͪΐう

ͤΜ
半
はΜ
島
とう
・中

ͪΎう
国
͝く
Ԋ
えΜ
ւ
かい
෦
Ϳ
でऻ

しΎう
ܸ
͛き
・ུ

りΌく
ୣ
ͩつ

ߦ
͜う
ҝ
い
をಇ

はたら
くよ͏になったɻ൴

かれ
らは

わ
ሓ
͜う
（લ

ͥΜ
ظ
き

わ
ሓ
͜う
）とよれɼߴ

͜う
麗
らい
ݩ・

͛Μ
の

Ԋ
えΜ
؛
がΜ
ॅ
͡Ύう
民
みΜ


Ϳ

ͦう
勢
ͤい
力
りΐく
߹

͝う
ྲྀ
りΎう
してɼॾ

しΐ
国
͜く
の

ͤい

;
をۤ

くる
しめたɻ

　明
みΜ
が

ͤい
ཱ
りつ
するとɼߑ

͜う

Ϳ
ఇ
てい
は

わ
ሓ
͜う
を力

ͪから
で抑

͓さ
えࠐ

͜
Ήํ

΄う

しΜ
をとりɼԊ

えΜ
ւ
かい
෦
Ϳ
の

治
ͪ
҆
あΜ
ҡ
い
࣋
͡
のために民

みΜ
間
かΜ
のւ

かい
্
͡ΐう
貿
΅う
易
えき
をې

きΜ
止
し
し（ւ

かい
ې
きΜ
）ɼ対

たい
外
がい
関
かΜ

けい
を国

ͬ͜
家
か
間
かΜ
の

ே
ͪΐう
ߩ
͜う
・

さく
෧
΄う
関
かΜ

けい
にݶ

͛Μ
ఆ
てい
すると͍͏ɼݫ

きͼ
し͍対

たい
外
がい
関
かΜ

けい

かΜ
ཧ
り
ମ
たい
制
ͤい
をし͍た

（ւ
かい
ې
きΜ
⼠ே

ͪΐう
ߩ
͜う
ମ
たい
੍
ͤい
）ɻこれによりɼ明

みΜ
と貿

΅う
易
えき
するにはே

ͪΐう
ߩ
͜う
・

さく

෧
΄う

を受
う
け入

い

れなけれならなくなったためɼ
なが
͍間

あいͩ
ே
ͪΐう
ߩ
͜う
をආ

さ
けて͍た

に
本
΄Μ
ɼࣨ

ΉΖ
ொ
まͪ

1

13�� ʙ 14�2

Ґ 14�2 ʙ 24
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1

໌
みΜ

のւ
かいかい1かい1

ې
きΜ

⼠ே
ͪΐう

ߩ
͜う

ମ
たい

੍
ͤい

ͱΞδΞւ
かい

Ҭ
いき

໌
ΈΜ

はே
ちΐ͏

ߩ
こ͏

・冊
さく

෧
΄͏

関
かΜ


͚い

と海
かい

ې
きΜ

を結
͚つ

合
ご͏

さͤたݫ
きび

しいର
たい

外
がい

関
かΜ


͚い


かΜ

理
り

ମ
たい

੍
ͤい

をしきɼԊ
͑Μ

海
かい

部
Ϳ

の
࣏
ち໌ち໌

҆
あΜ
はே
あΜ
はே
ճ
かい
はே
かい
はே
෮
;く
ߩ
;く
ߩ
を図
はか
・冊
はか
・冊
ͬた。

に

本
΄Μ

もこのட
ちつ

ং
͡ΐ

を受
͏

͚ೖ
い

れɼே
ちΐ
外͏
ちΐ
外͏
ߩ
こ
関͏
こ
関͏

΅
͏́̈͏
қ
͑き

͑き

に౿

;
ମ
;
ମ
Έ

き
をしきɼ
き
をしきɼ
ͬた。�

23 ➡p.127

23

3

　　໌
みΜ
ॳ
はつ
ͷϞϯΰϧత

て͖
੍
ͤい
度
Ͳ
　民

みΜ

戸
͜
・軍

͙Μ
戸
͜
のように，職

しΐく
業
͗ΐう
別
つ
の戸

͜

籍
͖ͤ
に分

ͿΜ
類
るい
するのはモンゴルの制

ͤい

度
Ͳ
だった。百

ͻΌͬ
戸
͜
所
しΐ
・千

ͤΜ
戸
͜
所
しΐ
・衛

͑い

からなる衛
͑い
所
しΐ
制
ͤい
，戸

͜
を甲

͜う
が，甲

͜う

を里
り
が束

た
ねる里

り
甲
͜う
制
ͤい
も，千

ͤΜ
戸
͜
制
ͤい

（→p.129）の階
かい
層
ͦう
型
がた
組
ͦ
織
し͖
にならっ

たものであった。

1

　　ΦΠϥτ　オイラト部
Ϳ
は，

モンゴル西
ͤい
部
Ϳ
のチンギス家

͚
では

ない首
しΎ
長
ちΐう
が統

とう
率
ͦつ
する遊

Ώう
牧
΅く
部
Ϳ
族
ͧく
の

連
ΕΜ
合
͝う
である。15世

ͤい
紀
͖
の指

し
導
Ͳう
者
しΌ
エ

センは明
みΜ
軍
͙Μ
を破

Ϳ
って皇

͜う
帝
てい
を捕

と
ら

え（土
Ͳ
木
΅く
の変

へΜ
），みずからハーン

を称
しΐう
するなど勢

ͤい
力
りΐく
を誇

΄͜
った。

2

　　
りく
ͷର

たい
֎
がい
ؔ
かΜ

͚い

かΜ
ཧ
り
ମ
たい
੍
ͤい
　厳

͖び

しい交
͜う
通
つう
・交

͜う
易
͖͑
管
かΜ
理
り
は陸

りく
上
͡ΐう
でも

同
͓な
じで，モンゴルや女

͡ΐ
真
しΜ
との交

͜う

易
͖͑
は，朝

ちΐう
貢
͜う
の形

͚い
式
し͖
をとらせたう

え経
͚い
路
Ζ
・人

にΜ
数
ͣう
・回

かい
数
すう
などに制

ͤい
限
͛Μ

が課
か
されており，しばしば貿

΅う
易
͖͑

の拡
かく
大
ͩい
を求

と
める勢

ͤい
力
りΐく
との衝

しΐう
突
とつ
が

起
͓
こった。朝

ちΐう
鮮
ͤΜ
・ベトナムも陸

りく

路
Ζ
での朝

ちΐう
貢
͜う
が指

し
定
てい
されていた。

3

　
に
本
΄Μ
は，ܗ

͚い
ࣜ
し͖
とはい͑த

ちΎう
国
͝く
ߖ
͜う
ఇ
てい
のਉ

しΜ
Լ
か
になることをݏ

͖ら
い，

ݣ
͚Μ
ᡬ
ͣい

し
ɾݣ

͚Μ

とう

し
はே

ちΐう
ߩ
͜う
のΈで

͞く
෧
΄う
はड

う
け （ͣ→p.44），

ͦう
ɾ

ݩ
͛Μ
࣌
͡

ͩい
はே

ちΐう
ߩ
͜う
行

͓͜な
Θな͔った。໌

みΜ
による

に
け （ͣ→p.44），

に
け （ͣ→p.44），
本
΄Μ

け （ͣ→p.44），
΄Μ

け （ͣ→p.44），
国
͜く

け （ͣ→p.44），
͜く

け （ͣ→p.44），
Ԧ
͓う

け （ͣ→p.44），
͓う

け （ͣ→p.44），
の

͞く
け （ͣ→p.44），

͞く
け （ͣ→p.44），

෧
΄う

け （ͣ→p.44），́
う

け （ͣ→p.44），
は，

実
͡つ
に̑世

ͤい
紀
͖
の

わ
のޒ

͝
Ԧ
͓う
Ҏ
い
དྷ
らい
のことである。צ

かΜ
߹
͝う

΅う
қ
͖͑
とは，


に
本
΄Μ
が໌

みΜ
と行

͓͜な
ったே

ちΐう
ߩ
͜う

΅う
қ
͖͑
の௨

つう
শ
しΐう
で，ਖ਼

ͤい
規
͖
の

΅う
қ
͖͑
ધ
ͤΜ
である

ことを確
かく
ೝ
にΜ
͢るために，ׂ

わり
ҹ
いΜ
をԡ

͓
したূ

しΐう
໌
Ίい
ॻ
しΐ
צ）

かΜ
߹
͝う
）を༻

ち
い

たこと͔らこのよ͏によれる。

世界史の
中の日本

　　 ສ
Μ
ཬ
り
の

ちΐう

͡ΐう

　໌
みΜ

がສ
Μ

ཬ
り

の
ちΐう


͡ΐう

Λ
΅う

Ӵ
͑い

ઢ
ͤΜ

ͱした݁
͚ͬ

Ռ
か

，Ϟンΰ
ルの༡

Ώう

΅く

ੈ
ͤ

ք
かい

ͱத
ちΎう

ࠃ
͝く

の
のう

ߞ
͜う

ੈ
ͤ

ք
かい

が
ͿΜ


り

された。
ちΐう


͡ΐう

以
い

北
΄く

Ͱはし
ͩいにݴ

͛Μ
ޠ
͝

ɾจ
ͿΜ

Խ
か

ɾੜ
ͤい

׆
かつ

༷
よう

ࣜ
し͖

の
ڞ
͖ΐう

௨
つう

ੑ
ͤい

がߴ
たか

·り，ͦれ·Ͱଟ
た

छ
しΎ

ଟ
た

༷
よう

ͳਓ
ͻと

ʑ
びと

のू
しΎう

ஂ
ͩΜ

Ͱ͋ったϞン
ΰルʢˠQ�1�0ʣがʮຽ

みΜ

ͧく

ʯͱしͯ
·ͱ·っͯい͘よ͏にͳった。

1

世界
遺産
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౦
ア
δ
ア
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த
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Ϣ
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ϥ
γ
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5

10

15

20

ນ
く

;
の

あし
利
かが
義
よし
ຬ
みつ
がே

ͪΐう
ߩ
͜う
貿
΅う
易
えき
に౿

;
み

き
った（צ

かΜ
߹
͝う

΅う
қ
えき
）ɻ�

　Ϟンΰルの影
えい

響
きΐう

の強
つよ
かったே

ͪΐう

ͤΜ
半
はΜ
島
とう
でɼ

わ
ሓ
͜う
ܸ
͛き
ୀ
たい
にޭ

͜う

ͤき
の͋ったཥ

り


ͤい
ܡ
けい
（ଠ）が����

ͶΜ
にߴ

͜う
麗
らい
を

た͓
してே

ͪΐう

ͤΜ
を建

た
てɼ明

みΜ
の

さく
෧
΄う
を受

う
けたɻ

ே
ͪΐう


ͤΜ

は
かΜ
ཅ
よう
ݱ）

͛Μ
ソル）に都

みや͜
をお͖ɼग

しΎ

ࢠ
し

学
がく

をಋ
どう
入
にΎう
して科

か
挙
きΐ
を整

ͤい
備
ͼ
するな

Ͳ明
みΜ
の制

ͤい
度
ど
にならった国

ͬ͜
家
か
建
けΜ
ઃ
ͤつ
を進

すす
めたɻ��世

ͤい
ل
き
લ
ͥΜ
半
はΜ
の世

ͤい
फ
ͦう
のと͖ɼ

ද
ͻΐう
Ի
͓Μ
文
も
字
͡
の܇

くΜ
ຽ
みΜ
ਖ਼
ͤい
Ի
͓Μ
（ϋンάル）が制

ͤい
ఆ
てい
されたがɼ

かΜ
字
͡
・

かΜ
文
ͿΜ
の伝

でΜ
統
とう
は༳

Ώ

るがͣɼۚ
きΜ
ଐ
ͧく
׆
かつ
字
͡


もく
൛
はΜ
ҹ
いΜ

さつ
による

かΜ
੶
ͤき
の出

しΎͬ
൛
ͺΜ
が盛

さか
Μにߦ

͓͜な
われたɻ

　Ұ
いͬ
ํ
Άう
ɼ明

みΜ
にとってこれらॾ

しΐ
外
がい
国
͜く
のே

ͪΐう
ߩ
͜う
はɼߖ

͜う
ఇ
てい
の権

けΜ
Җ
い
をߴ

たか
める͏え

でւ
かい
外
がい

Ϳͬ
産
さΜ
の入

にΎう
ख
しΎ
の͏えでෆ

;
Մ
か
欠
けつ
だったɻӬ

えい
ָ
らく
ఇ
てい
がṄ

てい

わ
を派

は
ݣ
けΜ
して

各
かく
地
ͪ
でே

ͪΐう
ߩ
͜う
をק

かΜ
༠
Ώう
したのɼւ

かい
ې
きΜ
をҡ

い
࣋
͡
しながら貿

΅う
易
えき
をߦ

͓͜な
͏ためで͋っ

たɻしかしɼ経
けい
費
ͻ
が増

ͧう
大
ͩい
してࡒ

͟い

ͤい
を圧

あͬ
ഭ
ͺく
したためɼ明

みΜ
の対

たい
外
がい

ͤい
ࡦ
さく
はその

後
͝
消
しΐう
ۃ
きΐく
化
か
したɻこのよ͏に明

みΜ
のւ

かい
ې
きΜ
⼠ே

ͪΐう
ߩ
͜う
ମ
たい
制
ͤい
はಛ

とく
ҟ
い
なのだったɻ

　明
みΜ
へのே

ͪΐう
ߩ
͜う
にはɼ国

くに
͝とに間

かΜ
ִ
かく
がఆ

さͩ
められるなͲɼ制

ͤい
ݶ
͛Μ
がଟ

͓͓
かったがɼ

��世
ͤい
ل
き
にはɼアジアւ

かい
域
いき
の各

かく
地
ͪ
でɼே

ͪΐう
ߩ
͜う
貿
΅う
易
えき
のしくみを利

り
༻
よう
する動

う͝
͖

が広
ͻΖ
がったɻླྀ

りΎう
ٿ
きΎう
はɼ明

みΜ
の

さく
෧
΄う
を受

う
けた͏えに΄΅ແ

Ή
制
ͤい
ݶ
͛Μ
のே

ͪΐう
ߩ
͜う
貿
΅う
易
えき
を

ڐ
Ώる
されɼ福

;ͬ
建
けΜ

しΐう
人
にΜ
なͲのネットϫークを利

り
༻
よう
しながらɼ౦

とう
南
なΜ
アジア・

に

本
΄Μ
なͲの

しΐう
品
ͻΜ
を集

あつ
めて明

みΜ
にே

ͪΐう
ߩ
͜う
しɼख

て
に入

い
れた中

ͪΎう
国
͝く

しΐう
品
ͻΜ
を各

かͬ
国
͜く
に運

は͜
Μだɻ

ซ
あわ
ͤてɼ౦

とう
南
なΜ
アジアとே

ͪΐう

ͤΜ
・

に
本
΄Μ
なͲを݁

Ήす
Ϳ中

ͪΎう
ܧ
けい
貿
΅う
易
えき
ߦ

͓͜な
ったɻ�

　Ұ
いͬ
ํ
Άう
ɼ౦

とう
南
なΜ
アジアでは��世

ͤい
ل
き
にɼϚϥοΧԦ

͓う
ࠃ
͜く
がٸ

きΎう

ͤい

ͪΐう
したɻマラッ

カはɼṄ
てい

わ
のધ

ͤΜ
団
ͩΜ
のد

き
ߓ
͜う
地
ͪ
をఏ

てい
ڙ
きΐう
する΄かɼ国

͜く
Ԧ
͓う
みͣから明

みΜ
にෝ

͓もΉ
くこと

でɼ明
みΜ
の༏

Ώう
۰
͙う
をউ

か
ͪとりɼマラッカւ

かい
ڦ
きΐう
を中

ͪΎう
৺
しΜ
とするインυ༸

よう
・౦

とう
南
なΜ
ア
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2

ւ
うみ

のԦ
͓う

ࠃ
͜く

ͱ
りく

のԦ
͓う

ࠃ
͜く

�
໌
ΈΜ

の国
こく

際
さい

ட
ちつ

ং
͡ΐ

とアジア海
かい

上
͡ΐ͏


΅͏

қ
͑き

の෮
;ͬ

ڵ
こ͏

はɼླྀ
りΎ͏

ٿ
きΎ͏

・マϥοΧなどのத
ちΎ͏

ܧ
͚い


΅͏

қ
͑き

拠
きΐ

点
ͯΜ

をൟ
はΜ

ӫ
͑い໌͑い໌

さͤる一
いͬ

ํ
Ά
ং͏
Ά
ং͏
でɼ東

と͏

ೆ
なΜ

アジアେ
たい
қ
たい
қ

りく
の෮
りく
の෮
部
Ϳ

の෮
Ϳ

の෮
にڧ

きΐ
は͏ɼླྀ
きΐ
は͏ɼླྀ
ྗ
りΐく
はɼླྀ

りΐく
はɼླྀ
な国
こͬ

Ո
か

を成
ͤい

立
りつ

さͤた。�

1� 世لʙ 1���
けΜ
1� 世لʙ 1���
けΜしΐう
1� 世لʙ 1���

しΐうにΜ
1� 世لʙ 1���

にΜ
23
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2
.BMBDDB

14 世لʙ 1�11
͜く

14 世لʙ 1�11
͜く͓う

14 世لʙ 1�11
͓う 　　　　明

みΜ

ॳ
はつ

の対
たい

外
がい


ͤい

ࡦ
さく

の特
とく


ͪΐう

とͦの背
はい

景
けい

ɼ݁
けͬ

果
か

について
આ
ͤつ

明
めい

しよう。

�͍

　　ཥ
り

ͤい
ܡ
͚い
ͱཥ

り
ࢯ
し
ே
ちΐう

ͤΜ
　朝

ちΐう
鮮
ͤΜ
半
はΜ

島
とう
北
΄く
部
Ϳ
の出

しΎͬ
身
しΜ
の武

Ϳ
将
しΐう
で，女

͡ΐ
真
しΜ
人
͡Μ

を率
ͻ͖
いて台

たい
頭
とう
した。国

͜く
号
͝う
「朝

ちΐう
鮮
ͤΜ
」

は明
みΜ
の洪

͜う
武
Ϳ
帝
てい
によって命

Ίい
名
Ίい
され

たもので，古
͜
朝
ちΐう
鮮
ͤΜ
（→p.29）と区

く

別
つ
して李

り
氏
し
朝
ちΐう
鮮
ͤΜ
という。

4

世界史の
中の日本

　
に
本
΄Μ
とே

ちΐう

ͤΜ
のؒ

͋いͩ
で，

΅う

қ
͖͑
のためのূ

しΐう
໌
Ίい
ॻ
しΐ
をަ

͜う

;
し，

૭
·Ͳ
口
͙ち
をݶ

͛Μ
定
てい
してަ

͜う
ྲྀ
りΎう
͢るํ

΄う

ࣜ
し͖
がとられた。ࣨ

ΉΖ
ொ
·ち
ນ
く

;
と

ே
ちΐう

ͤΜ
はର

たい

とう
のؔ

かΜ

͚い
で，

にし

に

本
΄Μ
の大

ͩい
໊
みΐう
ɾ

しΐう
人
にΜ
はே

ちΐう

ͤΜ
にର

たい

しே
ちΐう
ߩ
͜う
͢るܗ

͚い
ࣜ
し͖
で，ର

つ し ·
അ

のफ
ͦう
ࢯ
し
を૭

·Ͳ
口
͙ち
として

΅う
қ
͖͑
を

行
͓͜な
った。人

ͻと
のަ

͜う
ྲྀ
りΎう
は׆

かͬ
ൃ
ͺつ
で，

15世
ͤい
紀
͖
には，ே

ちΐう

ͤΜ

はΜ
ౡ
とう
ೆ
なΜ
෦
Ϳ

のז
ϓ
ࢁ
αϯ
に

に
本
΄Μ
人
͡Μ
ډ
͖ΐ
ཹ
りΎう

ち
ઃ

う

けられていた。

　　 1�世
ͤい
紀
͖
のΞδΞަ

͜う
易
͖͑

2
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マルクマルクマルクマルクマルク
諸島諸島諸島

ϚϜϧʔΫே

γϟϜ
େӽ

ϰΟδϟϠφΨϧԦࠃ

ϚϥοΧԦࠃ

Ϛδϟύώτே

ࠃԦٿླྀ

ͿͲ͏ञ
Ψラスɾۜ
ໟ৫

അɾث
͡Ύ͏たん

৫ݜ

ۚ
է

αイ֯

ๅੴ
໖ɾછྉ
ᑦɾ߳މ 

ધ

߳ਏྉ
ಃ࣓ث
߳

ۚ
ຊ
ث࣫

ໟൽ
ༀ༻ਓࢀ

Ϥーϩッύ

ΞジΞ
Πンυ தࠃ

本

ঁਅ

౦Ξϑリカ
౦ೆΞジΞ


ࢳ৫ɾੜݜ

ಃ࣓ث
ಔમ

　　 Ṅ和のߤւルート
王国のަқルートٿླྀ 　　
　　 イタϦア人のަқルート
※円内はओなަқ

ɹ国
くに
の語

͝
Ի
͓Μ
は中

ちΎう
国
͝く
とҟ

͜と
なりɼ


かΜ
字
͡
と相

͋い
通
つう
じない。それΏえ

ຽ
たみ
はݴ

い
いたいことが͋っても

結
͚ͬ
ہ
͖ΐく
その意

い
ࢤ
し
を表

ͻΐう
現
͛Μ
できない

ऀ
の
が多

͓͓
い。༧

よ
はこれを࿁

͋わ
れみɼ

৽
͋ら
たに��字

͡
を࡞

つく
った。人

ͻと
々
びと
が

習
しΎう
ख़
͡Ύく
しやすく日

にち
用
よう
にศ

Μ
ར
り
で͋

るようにとئ
Ͷが
うのみで͋る。
〈六反田豊訳 一部改変〉

ʰ܇
くΜ
ຽ
みΜ
ਖ਼
ͤい
Ի
͓Μ
ংɦ
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ಡΈղ͖ 世
ͤい
फ
ͦう
が܇

くΜ
ຽ
みΜ
ਖ਼
ͤい
Ի
͓Μ
を੍

ͤい

定
てい
した理

り
由
Ώう
を説

ͤつ
໌
Ίい
しよう。またɼ

なͥこのޙ
のち
も

かΜ
字
͡
・

かΜ
文
ͿΜ
の

でΜ
౷
とう

は༳
Ώ
るがなかったのかɼ考

かΜが
えよう。
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　Ұ
いͬ
ํ
Άう
ɼ౦
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てい

わ
のધ

ͤΜ
団
ͩΜ
のد

き
ߓ
͜う
地
ͪ
をఏ

てい
ڙ
きΐう
する΄かɼ国

でɼ明
みΜ
の༏

Ώう
۰
͙う
をউ

か
ͪとりɼマラッカւ
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ジアւ域の交易ネットϫークとɼ明
みΜ
ླྀ

りΎう
ٿ
きΎう
を݁ͼつけるׂをՌたしたɻ

明の対外ࡦが消ۃ化した後はɼ代わりにํへの߳
͜う
ਏ
しΜ
ྉ
りΐう
༌出を৳

の
しɼ

໖をたらすインυのムスリム人なͲを௨͡てɼイスラームを受け

入れたɻその݁Ռɼマラッカがࢧする貿易ネットϫークを௨͡てɼॾ

島෦各地にイスラームが広がり࢝めたɻ�

　Ұํɼ౦南アジア大෦ではɼ明の܉事圧力に対
たい
߅
͜う
しつつɼから

৽し͍強国がݱれたɻそこでは明のՐٕث術利༻されたɻ大෦北෦

で��～ ��世لにཱしたタイ人のॾ国家のなかでɼチャオプラϠデ

ルタに進出したΞϢλϠே（シャム）がಛに発లしɼ明へのே
ͪΐう
ߩ
͜う
貿易ླྀ

ったɻ南Լするタイ人にԡߦ発に׆との貿易をٿ
͓
されてカンϘジアの勢

力は後ୀしɼ��世لにはアンίールの都をࣺててɼϝίンྲྀ域に中

৺を移したɻビルマ人タイ人を௨͡てɼラオス・カンϘジアをؚ
;く
Ή広

͍ൣ
はΜ
ғ
い
に্

͡ΐう
࠲
͟
ڭが広まりɼヒンυΡー教・大教はਰ

すい
ୀ
たい
したɻҰํ

ϕトナム（大
ͩい
越
えつ
）ではɼ明のࢧをܸ

͛き
ୀ
たい
したᴈ

れい
ேがɼே

ͪΐう

ͤΜ
とಉ༷にɼ明の

制度Րٕث術をとり入れて国家ମ制を強化しɼ南進ࡦをとってチャ

ンパーに大ଧܸを与
あた
えたɻ大越ɼ明へのேߩなͲ貿易を盛

さか
Μにߦったɻ

1

2
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142� ʙ 1�2� 1�32 ʙ 1���

　「��世لのػة」からの෮ڵが՝題だった明代લ半はଜの保ޢとݱ

ௐ達のํࡦがとられɼ人とࡒ՟の移動がগな͍時ظだったɻしかしɼ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ化にか͏とɼ明にお͍てۀ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代」の国際

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁがஶ
いͪ͡る
し͍৳ͼをみͤたɻ

　人ޱは��世لには̍ԯを
͜
えたがɼその半を

し
めるߐ

͜う
南
なΜ
地ํが

経ࡁ発లをݗ
けΜ
Ҿ
いΜ
したɻ

ͪΐう
ߐ
͜う
Լྲྀ域のߐೆσϧλのਫా地ଳはこのこΖ΄

΅։発しਚ
つ
くされɼ৽品छのಋ入ٕ術改ྑで生産性がߴめられたɻਫ

ాにかな͍ॴでは໖Ֆ܂
くわ
と͍った品作の（ྉࣂのࢋ）

さい
ഓ
い
が広

がりɼ生
き
ࢳ
いと
が発達したɻ代わってۀ৫・໖৫なͲの家制खݜ・

Ҵ
いな
作
さく
の中৺地はߐ中ྲྀ域のބ

͜
広
͜う
ބ）

͜
北
΄く
ބ・

͜
南
なΜ
）ߐ

͜う

ͤい
に移りɼ品作

のഓ品生産が盛Μなߐ南地ํとの間で地域間ۀが進ΜだɻҰ

ํɼۀにݶ界の͋る地域ではɼそれをิ͏ためۀにಛ化する動͖が

ࢁれたɻ෦出のݱ
さΜ

ͤい
ਓɾᷪ

き
भ
しΎう
ਓはԘのઐച܉

͙Μ
ध
͡Ύ
を୲

にな
ってڊ

きΐ

大
ͩい
なを築͖ɼԊւ෦の福建の人ʑはւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্交易にりだし

たɻ൴
かれ
らは݂

けつ
ԑ
えΜ
・地ԑで強ݻに݁ͼつ͍ておりɼ各地の都市に会

かい
ؗ
かΜ
・ެ

͜う

ॴ
しΐ
をつくってಉڷ出ऀ・ಉऀۀなͲの׆動ڌ

きΐ
点
てΜ
としたɻ�

　ಃ
とう
࣓
͡
ث
き
とੜࢳはɼ代ද的な世界品として本アジアɼヨーロッ

パにまで༌出されたɻアジアւ域の貿易ではɼヨーロッパけの౦南ア

ジア産߳ਏྉの༌出と本けの中国産生ࢳの༌出がಛに盛Μだった

がɼヨーロッパ本には中国に対してめ΅し͍品がなかったためɼ

ۜがࢧ
し

はら
͍に༻͍られたɻ��世لにຊۜ・ϝΩγίۜの産出・ྲྀ௨

がٸ増するとɼ貿易を௨して大量のۜが明にྲྀれࠐ
͜
Μだɻ明はॳࢴ

し
ฎ
い

をྲྀ௨さͤよ͏としたがࣦഊしておりɼւ外からଟ量のۜがྲྀ入するとɼ

ۜの༻がҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
化
か
したɻೲ੫でۜでೲめるҰ

いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
が広まったɻ

のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌
ೆ地ํをத৺にめߐにلは16世ࡁܦにɼ໌のܠの成と国際қのོをഎۀ࢈
͟ましくൃలした。қを௨したۜのྲྀೖのܹ૿によͬͯɼۜの用がਁಁした。�

➡p.134

➡p.151

チャンチϠン

4

5

23 日本

➡p.15�

3

　　ϚϥοΧͷқωοτϫʔ
Ϋ　マラッカは，マルク（モルッ
カ）諸島の香

͜う
辛
しΜ
料
りΐう
，ジャワの胡

͜
椒
しΐう

など東南アジア全域の商品の集
散地となり，マラッカ海

かい
峡
͖ΐう
周辺

の胡椒など地元の輸出品もあっ
た。このため西はマムルーク朝
やオスマン帝国から東は中国・
琉
りΎう
球
͖Ύう
までの商人が集まり，「マ

ラッカの港では84種類もの言葉
が聞かれる」といわれた。

1

　　౦ೆΞδΞॾౡ෦ͷΠε
ϥʔϜԽ　16世紀にマジャパヒ
ト朝が衰

͓とΖ
えると，古代以来のヒ

ンドゥー教・仏教文明は，バリ
島のヒンドゥー教を除き，諸島
部から姿を消してゆく。ただし
現在でも，諸島部のイスラーム
には，土着の慣習（アダット）と
並び，ヒンドゥー教の要素が混
在している。

2

௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと�

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ�
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

　　　　明から༌出された
をɼ༌出先の国とともにൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　Ұ
いち

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
　各種の税や労

Ζう
役
͖͑

を一
いͬ
括
かつ
して銀で納入する方法。

江
͜う
南
なΜ
地方で行われるようになり，

しだいに全国へ広がった。

3

　　 1�世紀の౦ΞδΞަ易　1��0年にຊۜ，1��0年にϝΩシίۜがྲྀ௨͢Δよ͏にͳΔͱ，ੜ
͖

ࢳ
いと

ɾݜ৫ɾಃ
とう

࣓
͡

ث
͖

ͳͲのࡍࠃΛങい͚ͭΔたΊに，໌
みΜ

にେྔのۜがྲྀれࠐ
͜

んͰいった。໌の
;

༟
Ώう
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のؒͰは，ໟൽༀ༻ਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

ͳͲのͥ
いた͘がྲྀߦした。 ಡΈղ͖ Կが交қとして取りҾきされていたのだΖうか。
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しΜ
ߩ
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な

は
ߓ
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໌
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ೝΊͳ͔ったたΊ，ேࠃߩ
Ͱ͋Δླྀ

りΎう
ٿ
͖Ύう

Ԧࠃはಠ
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ͤΜ

త
て͖

に
ର໌қΛ͜͏ߦͱがͰ͖
た。Ԧのट

しΎ
ཬ
り


͡ΐう

ͱͦの֎
໌，ಹはߓ ͱ౦ೆアジアɾ
ຊɾே

ちΐう

ͤΜ

ౡΛ݁Ϳަқ
ηンλʔͱしͯൟ

はΜ
ӫ
͑い

した。
〈『琉球交易港図屛風』浦添市美術館蔵〉
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ֆ
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ظޙにྲྀߦした。
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ちΐう
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ンパーに大ଧܸを与
あた
えたɻ大越ɼ明へのேߩなͲ貿易を盛

さか
Μにߦったɻ

1

2

➡p.5�
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　「��世لのػة」からの෮ڵが՝題だった明代લ半はଜの保ޢとݱ

ௐ達のํࡦがとられɼ人とࡒ՟の移動がগな͍時ظだったɻしかしɼ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ化にか͏とɼ明にお͍てۀ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代」の国際

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁがஶ
いͪ͡る
し͍৳ͼをみͤたɻ

　人ޱは��世لには̍ԯを
͜
えたがɼその半を

し
めるߐ

͜う
南
なΜ
地ํが

経ࡁ発లをݗ
けΜ
Ҿ
いΜ
したɻ

ͪΐう
ߐ
͜う
Լྲྀ域のߐೆσϧλのਫా地ଳはこのこΖ΄

΅։発しਚ
つ
くされɼ৽品छのಋ入ٕ術改ྑで生産性がߴめられたɻਫ

ాにかな͍ॴでは໖Ֆ܂
くわ
と͍った品作の（ྉࣂのࢋ）

さい
ഓ
い
が広

がりɼ生
き
ࢳ
いと
が発達したɻ代わってۀ৫・໖৫なͲの家制खݜ・

Ҵ
いな
作
さく
の中৺地はߐ中ྲྀ域のބ

͜
広
͜う
ބ）

͜
北
΄く
ބ・

͜
南
なΜ
）ߐ

͜う

ͤい
に移りɼ品作

のഓ品生産が盛Μなߐ南地ํとの間で地域間ۀが進ΜだɻҰ

ํɼۀにݶ界の͋る地域ではɼそれをิ͏ためۀにಛ化する動͖が

ࢁれたɻ෦出のݱ
さΜ

ͤい
ਓɾᷪ

き
भ
しΎう
ਓはԘのઐച܉

͙Μ
ध
͡Ύ
を୲

にな
ってڊ

きΐ

大
ͩい
なを築͖ɼԊւ෦の福建の人ʑはւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্交易にりだし

たɻ൴
かれ
らは݂

けつ
ԑ
えΜ
・地ԑで強ݻに݁ͼつ͍ておりɼ各地の都市に会

かい
ؗ
かΜ
・ެ

͜う

ॴ
しΐ
をつくってಉڷ出ऀ・ಉऀۀなͲの׆動ڌ

きΐ
点
てΜ
としたɻ�

　ಃ
とう
࣓
͡
ث
き
とੜࢳはɼ代ද的な世界品として本アジアɼヨーロッ

パにまで༌出されたɻアジアւ域の貿易ではɼヨーロッパけの౦南ア

ジア産߳ਏྉの༌出と本けの中国産生ࢳの༌出がಛに盛Μだった

がɼヨーロッパ本には中国に対してめ΅し͍品がなかったためɼ

ۜがࢧ
し

はら
͍に༻͍られたɻ��世لにຊۜ・ϝΩγίۜの産出・ྲྀ௨

がٸ増するとɼ貿易を௨して大量のۜが明にྲྀれࠐ
͜
Μだɻ明はॳࢴ

し
ฎ
い

をྲྀ௨さͤよ͏としたがࣦഊしておりɼւ外からଟ量のۜがྲྀ入するとɼ

ۜの༻がҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
化
か
したɻೲ੫でۜでೲめるҰ

いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
が広まったɻ

のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌
ೆ地ํをத৺にめߐにلは16世ࡁܦにɼ໌のܠの成と国際қのོをഎۀ࢈
͟ましくൃలした。қを௨したۜのྲྀೖのܹ૿によͬͯɼۜの用がਁಁした。�

➡p.134

➡p.151

チャンチϠン
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　　ϚϥοΧͷқωοτϫʔ
Ϋ　マラッカは，マルク（モルッ
カ）諸島の香

͜う
辛
しΜ
料
りΐう
，ジャワの胡

͜
椒
しΐう

など東南アジア全域の商品の集
散地となり，マラッカ海

かい
峡
͖ΐう
周辺

の胡椒など地元の輸出品もあっ
た。このため西はマムルーク朝
やオスマン帝国から東は中国・
琉
りΎう
球
͖Ύう
までの商人が集まり，「マ

ラッカの港では84種類もの言葉
が聞かれる」といわれた。

1

　　౦ೆΞδΞॾౡ෦ͷΠε
ϥʔϜԽ　16世紀にマジャパヒ
ト朝が衰

͓とΖ
えると，古代以来のヒ

ンドゥー教・仏教文明は，バリ
島のヒンドゥー教を除き，諸島
部から姿を消してゆく。ただし
現在でも，諸島部のイスラーム
には，土着の慣習（アダット）と
並び，ヒンドゥー教の要素が混
在している。

2

௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと�

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ�
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

　　　　明から༌出された
をɼ༌出先の国とともにൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　Ұ
いち

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
　各種の税や労

Ζう
役
͖͑

を一
いͬ
括
かつ
して銀で納入する方法。

江
͜う
南
なΜ
地方で行われるようになり，

しだいに全国へ広がった。

3

　　 1�世紀の౦ΞδΞަ易　1��0年にຊۜ，1��0年にϝΩシίۜがྲྀ௨͢Δよ͏にͳΔͱ，ੜ
͖

ࢳ
いと

ɾݜ৫ɾಃ
とう

࣓
͡

ث
͖

ͳͲのࡍࠃΛങい͚ͭΔたΊに，໌
みΜ

にେྔのۜがྲྀれࠐ
͜

んͰいった。໌の
;

༟
Ώう


ͦう

のؒͰは，ໟൽༀ༻ਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

ͳͲのͥ
いた͘がྲྀߦした。 ಡΈղ͖ Կが交қとして取りҾきされていたのだΖうか。

̍

øù÷˃øù÷˃ øúü˃øúü˃÷˃÷˃øü˃øü˃ øü˃øü˃ ú÷˃ú÷˃ øü÷˃øü÷˃
ûü˃ûü˃

ø÷ü˃ø÷ü˃

Ā÷˃Ā÷˃

スマトラ島

バリ島

カリマンタン島
（ボルネオ）ジャワ島

台湾

江南
女真

ベンガル

マルク（モルッカ）
諸島

フィリピン諸島

セイロン島

マラッΧ（1511ʙ）

蝦夷ヶ島

南
イ
ン
ド
へ

ੴݟ
生野

マΧΦ
（1557ʙ）

໌

ࠃԦٿླྀ

νϟϯύʔ

ΞνΣԦࠃ

γϟϜ େӽ（ᴈே）

ே

Ϟϯΰϧ
（ᰀ᯳）

ຊ

εラόϠ

ジϣϗール

ύレンόン

アϢタϠ

ペグʵ

ブルωイ

マΧッαル

όンテン

ϓノンペンϓノンペン
ύタχύタχ ϗイアン

ϋノイアチェ

州
州ߌ

ೆ京

寧波 ો州

京

ᖟཅ

那

州

マχラ（1571ʙεペインྖ）

天

ࡖ


博多

山ז
南 シ ナ ւ

インυ༸

マ
ラッカ
ւ
ڦ

ଠ 　 平 　 ༸

 本 ւ

ア

ԫ
Տ


ߐ

ーム ル

ϝ

Ϡラプオャチ

ίン



黒
）ߐཽ

）

オϗーπクւ

ۜ
ۜ

ۜ

ᩛの
ໟൽༀ用

人ࢀ

生ࢳ
৫物ݜ

生ࢳ

生ࢳ
໖

アϝϦΧ大から

ಃ࣓ث

߳ਏ料

生ࢳ

王国のަқルートٿླྀ
ͦのଞのަқルート
ۜの流れ

イεラーム力の拠点都市
ポルトΨルの拠点都市
特࢈
ओなۚو属の࢈ۜ

　　 ༀ༻人
にΜ
ࢀ
͡Μ

2

　　 ਐ
しΜ
ߩ
͜う
船
ͤΜ
͕ฒͿಹ

な

は
ߓ
͜う

　
໌
みΜ

はேࣜܗߩ以֎のқΛ
ೝΊͳ͔ったたΊ，ேࠃߩ
Ͱ͋Δླྀ

りΎう
ٿ
͖Ύう

Ԧࠃはಠ
Ͳく


ͤΜ

త
て͖

に
ର໌қΛ͜͏ߦͱがͰ͖
た。Ԧのट

しΎ
ཬ
り


͡ΐう

ͱͦの֎
໌，ಹはߓ ͱ౦ೆアジアɾ
ຊɾே

ちΐう

ͤΜ

ౡΛ݁Ϳަқ
ηンλʔͱしͯൟ

はΜ
ӫ
͑い

した。
〈『琉球交易港図屛風』浦添市美術館蔵〉

3

　　 
͋か
ֆ
͑

　Ұমいた࣓ثにଟ
৭のإྉͰֆΛՃ͑ͯ࠶ͼমい
たのͰ，໌

みΜ
ظޙにྲྀߦした。

5

　　 ໌
みΜ
のۀ࢈　

ちΐう
ߐ
͜う

தྲྀҬが
৯ྉڅڙͱͳり，ʮބ

͜

͜う

ख़͢れ
ఱԼΔʯͱいΘれた。

4

景ಙ景ಙ

։෧։෧

州州

西҆西҆
ೆ京ೆ京

マΧΦ
（ポルトΨル）

マΧΦ
（ポルトΨル）

寧波寧波

上ւ上ւ
ો州ો州

州ߌ州ߌ

成都成都

京（ॱ天府）京（ॱ天府）

େӽ

໌

ே

 ߐߐ

ख़すれބ
天下る

ᷪभਓ

ਓࢁ

͜ ͜う

山西

広東

福建

浙江

安徽

江西湖広

大ӡ河
ಃ࣓ث
Ԙ

৫物ݜ
໖৫物
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#�

౦
ア
δ
ア
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ೆ
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౦
ೆ
ア
δ
ア
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౦
ア
δ
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ຊ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁ
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めɼ民ऺに対して儒
͡Ύ
教
きΐう
に基

もと
ͮく教化をਤ

はか
ったɻҰํでɼߑ

͜う

Ϳ
ఇはଉࢠ

たͪをશ国にԦとしてஔするなͲϞンΰルにならった制度とり入れ

ておりɼ明
みΜ
ॳのମ制はɼϞンΰルఇ国をܧ

けい
ঝ
しΐう
するଆ໘とɼ中国のଜ社

会に基
き
൫
Μ
をおくଆ໘の྆໘をって͍たɻ�

ఇのߑ　
΅つ
後
͝
ɼଉࢠのҰ人で͋るԏ

えΜ
Ԧ
͓う
がཚを起こし（༃

ͤい
難
なΜ
の

えき
）ɼ南

φン

ژ
Ωン
を߈

ͤ
めམとしてଈ

ͦく
Ґ
い
した（Ӭ

えい
ָ
らく
ఇ）ɻ൴

かれ
は自の本

΄Μ
ڌ
きΐ
地
ͪ
で͋った

ペ
ژ
Ωン
へ

ભ
ͤΜ
都
と
しɼੵۃ的な対外ࡦをల։したɻ北ํではみͣからϞンΰルԕ

えΜ

ͤい

を܁
く

りฦしɼまた黒
͜く
ཽ
りΎう
ߐ
͜う
（アムール）ํ ໘に進出して女

͡ΐ
ਅ
しΜ
人をैえたɻ

南ํではɼϕトナムへ出ฌしてҰ時
ͤΜ
ྖ
りΐう
しɼさらにムスリムのሐ

かΜ

がΜ
Ṅ
てい
和
わ
�

のધ団を౦南アジア・インυ༸に派
は
ݣ
けΜ
したɻધ団のҰ෦はアラビア半島

౦アフリカにまで達しɼҰ時的にଟくの南ւॾ国がே
ͪΐう
ߩ
͜う
したɻ�

　Ϟンΰルの北
΄く
ݩ
͛Μ
ではɼ��世لにクビライ家のܥがஅઈして΄か

のチンギス家のԦ族が大ϋーンҐをܧ
つ
͍だがɼその力はऑくɼํのオ

イラト෦が࣮権をѲ
に͗
って明に圧力をかけたɻक勢にཱつよ͏になった

明はɼをݎ
けΜ
ݻ
͝
にम築してɼこれを事্࣮の境界とするよ͏になったɻ

　
ͦう
「ػةのل��世」代にւ্貿易が発లして͍た౦シナւではɼݩ・

のなかで本でח
かま

くら
ນ
く

;
が

た͓
れ南北ேの動ཚが広がるとɼւ࢜団

なͲの勢力が自ཱ的な׆動を強めɼே
ͪΐう

ͤΜ
半島・中国Ԋւ෦でऻ

しΎう
ܸ
͛き
・ུ

りΌく
ୣ
ͩつ

ߦ
͜う
ҝ
い
をಇくよ͏になったɻ൴らは

わ
ሓ
͜う
（લظሓ）とよれɼߴ

͜う
麗
らい
のݩ・

Ԋॅ؛民勢力߹ྲྀしてɼॾ国のをۤしめたɻ

　明がཱするとɼߑఇはሓを力で抑
͓さ
えࠐ

͜
ΉํをとりɼԊւ෦の

治҆ҡ
い
࣋
͡
のために民間のւ্貿易をې止し（ւ

かい
ې
きΜ
）ɼ対外関を国家間の

ே・ߩ
さく
෧
΄う
関にݶఆすると͍͏ɼݫし͍対外関ཧମ制をし͍た

（ւې⼠ேߩମ੍）ɻこれによりɼ明と貿易するにはே・ߩ෧を受け入

れなけれならなくなったためɼ͍間ேߩをආ
さ
けて͍た本ɼࣨ

ΉΖ
ொ
まͪ

1

13�� ʙ 14�2

Ґ 14�2 ʙ 24

1421

ϔイϩンチϠン

13�1 ʙ 1434 ͝Ζ

0ZJSBE

2

1

໌のւې⼠ேߩମ੍ͱΞδΞւҬ
໌はேߩ・冊෧関と海ېを結合さͤたݫしいର外関理ମ੍をしきɼԊ海部の
�。қに౿Έͬたߩճ෮を図ͬた。本もこのடংを受͚ೖれɼே࣏҆
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3

ນの
あし
利
かが
義
よし
ຬ
みつ
がேߩ貿易に౿

;
みった（צ

かΜ
߹
͝う
қ）ɻ�

　Ϟンΰルの影
えい

響
きΐう

の強かったே半島でɼሓܸୀにޭの͋ったཥ
り


ͤい
ܡ
けい
（ଠ）が����にߴ麗を

た͓
してேを建てɼ明の෧を受けたɻ

ேは
かΜ
ཅ
よう
に都をお͖ɼग（ソルݱ）

しΎ

ࢠ
し

学
がく

をಋ入して科挙を整備するな

Ͳ明の制度にならった国家建ઃを進めたɻ��世لલ半の世
ͤい
फ
ͦう
のと͖ɼ

දԻ文字の܇
くΜ
ຽ
みΜ
ਖ਼
ͤい
Ի
͓Μ
（ϋンάル）が制ఆされたがɼ字・文の伝統は༳

Ώ

るがͣɼۚଐ׆字൛ҹによる
かΜ
੶
ͤき
の出൛が盛

さか
Μにߦわれたɻ

　Ұํɼ明にとってこれらॾ外国のேߩはɼߖఇの権
けΜ
Җ
い
をߴめる͏え

でւ外産の入खの͏えでෆՄ欠だったɻӬָఇがṄを派ݣして

各地でேߩをק
かΜ
༠
Ώう
したのɼւېをҡ࣋しながら貿易を͏ߦためで͋っ

たɻしかしɼ経費が増大してࡒを圧
あͬ
ഭ
ͺく
したためɼ明の対外ࡦはその

後消ۃ化したɻこのよ͏に明のւې⼠ேߩମ制はಛҟなのだったɻ

　明へのேߩにはɼ国͝とに間
かΜ
ִ
かく
がఆめられるなͲɼ制ݶがଟかったがɼ

��世لにはɼアジアւ域の各地でɼேߩ貿易のしくみを利༻する動͖

が広がったɻླྀ
りΎう
ٿ
きΎう
はɼ明の෧を受けた͏えに΄΅ແ制ݶのேߩ貿易を

されɼ福ڐ
;ͬ
建
けΜ
人なͲのネットϫークを利༻しながらɼ౦南アジア・

本なͲの品を集めて明にேߩしɼखに入れた中国品を各国に運Μだɻ

ซ
あわ
ͤてɼ౦南アジアとே・本なͲ݁Ϳ中

ͪΎう
ܧ
けい
貿易ߦったɻ�

　Ұํɼ౦南アジアでは��世لにɼϚϥοΧԦࠃがٸしたɻマラッ

カはɼṄのધ団のߓد地をఏڙする΄かɼ国Ԧみͣから明にෝ
͓もΉ
くこと

でɼ明の༏
Ώう
۰
͙う
をউͪとりɼマラッカւ

かい
ڦ
きΐう
を中৺とするインυ༸・౦南ア
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14 世لʙ 1�11 　　　　明ॳの対外ࡦの特
とく


ͪΐう

とͦの背景ɼ݁果について
આ明しよう。

�͍

　　ཥ
り

ͤい
ܡ
͚い
ͱཥࢯே

ちΐう

ͤΜ
　朝鮮半

島北部の出身の武将で，女
͡ΐ
真
しΜ
人

を率いて台頭した。国号「朝鮮」
は明の洪

͜う
武
Ϳ
帝によって命名され

たもので，古朝鮮（→p.29）と区
別して李氏朝鮮という。

4

　　໌
みΜ
ॳͷϞϯΰϧత੍度　民

みΜ

戸
͜
・軍

͙Μ
戸
͜
のように，職業別の戸

͜

籍
͖ͤ
に分類するのはモンゴルの制

度だった。百戸所・千戸所・衛
からなる衛

͑い
所
しΐ
制
ͤい
，戸を甲

͜う
が，甲

を里が束ねる里
り
甲
͜う
制
ͤい
も，千戸制

（→p.129）の階層型組織にならっ
たものであった。

1

　　ΦΠϥτ　オイラト部は，
モンゴル西部のチンギス家では
ない首長が統

とう
率
ͦつ
する遊牧部族の

連合である。15世紀の指導者エ
センは明軍を破って皇帝を捕

と
ら

え（土
Ͳ
木
΅く
の変

へΜ
），みずからハーン

を称
しΐう
するなど勢力を誇

΄͜
った。

2

　　ͷର֎ؔཧମ੍　厳
しい交通・交易管理は陸上でも
同じで，モンゴルや女

͡ΐ
真
しΜ
との交

易は，朝
ちΐう
貢
͜う
の形式をとらせたう

え経路・人数・回数などに制限
が課されており，しばしば貿易
の拡大を求める勢力との衝

しΐう
突
とつ
が

起こった。朝
ちΐう
鮮
ͤΜ
・ベトナムも陸

路での朝貢が指定されていた。

3

世界史の
中の日本

　本とே
ちΐう

ͤΜ
のؒで，

қのためのূ໌ॻをަし，
૭口をݶ定してަྲྀ͢るํ
ࣜがとられた。ࣨொນ

く

;
と

ேはରのؔで，
本の大໊ɾ人はேにର
しே

ちΐう
ߩ
͜う
͢るࣜܗで，ର

つ し ·
അ

のफ
ͦう
を૭口としてқをࢯ

行った。人のަྲྀはൃ׆で，
15世紀には，ேౡೆ෦
のז

ϓ
ࢁ
αϯ
に本人ཹډઃ

けられていた。

　本は，ࣜܗとはい͑த国ߖఇのਉԼになることをݏ
͖ら
い，

ݣ
͚Μ
ᡬ
ͣい

し
ɾݣ

͚Μ

とう

し
はேߩのΈで෧はडけ （ͣ→p.44），

ͦう
ɾ

ݩ
͛Μ
，෧は行Θな͔った。໌による本国Ԧのߩはே࣌
実に̑世紀の

わ
のޒԦҎདྷのことである。צ

かΜ
߹
͝う
қとは，

本が໌
みΜ
と行ったேߩқの௨

つう
শ
しΐう
で，ਖ਼規のқધである

ことを確ೝ͢るために，ׂҹをԡ
͓
したূ໌ॻ（צ߹）を༻い

たこと͔らこのよ͏によれる。

世界史の
中の日本
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のޒԦҎདྷのことである。צ

かΜ
߹
͝う
қとは，

本が໌
みΜ
と行ったேߩқの௨

つう
শ
しΐう
で，ਖ਼規のқધである

ことを確ೝ͢るために，ׂҹをԡ
͓
したূ໌ॻ（צ߹）を༻い

たこと͔らこのよ͏によれる。
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ۚ
է

αイ֯

ๅੴ
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ધ

߳ਏྉ
ಃ࣓ث
߳

ۚ
ຊ
ث࣫

ໟൽ
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Ϥーϩッύ

ΞジΞ
Πンυ தࠃ

本

ঁਅ
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ࢳ৫ɾੜݜ

ಃ࣓ث
ಔમ

　　 Ṅ和のߤւルート
王国のަқルートٿླྀ 　　
　　 イタϦア人のަқルート
※円内はओなަқ

　　 ສ
Μ
ཬ
り
の　໌

みΜ
がສཬの

ΛӴઢͱした݁Ռ，Ϟンΰ
ルの༡ੈքͱதࠃのੈߞք
が

ͿΜ

り

された。以北Ͱはし
ͩいにޠݴɾจԽɾੜ༷ࣜ׆の
り，ͦれ·Ͱଟछ·ߴ௨ੑがڞ
ଟ༷ͳਓʑのूஂͰ͋ったϞン
ΰルʢˠQ�1�0ʣがʮຽʯͱしͯ
·ͱ·っͯい͘よ͏にͳった。

1

世界
遺産

ɹ国の語Իは中国とҟなりɼ
字と相通じない。それΏえ
ຽはݴいたいことが͋っても
結ہその意ࢤを表現できない
ऀが多い。༧はこれを࿁

͋わ
れみɼ

৽たに��字を࡞った。人々が
習ख़しやすく日用にศརで͋
るようにとئうのみで͋る。
� 〈六反田豊訳 一部改変〉

ʰ܇
くΜ
ຽ
みΜ
ਖ਼
ͤい
Ի
͓Μ
ংɦ文

࢙
�ྉ

ಡΈղ͖ 世
ͤい
फ
ͦう
が܇ຽਖ਼Իを੍

定した理由を説໌しよう。またɼ
なͥこのޙも字・文の౷
は༳

Ώ
るがなかったのかɼ考えよう。

#�

౦
ア
δ
ア

$�


ຊ

#�

౦
ア
δ
ア

$�


ຊ

%��

ೆ
ɾ

౦
ೆ
ア
δ
ア

"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

をಇくよ͏になったɻ൴らは
わ
ሓ
͜う
（લظሓ）とよれɼߴ

͜う
麗
らい
のݩ・

Ԋॅ؛民勢力߹ྲྀしてɼॾ国のをۤしめたɻ

　明がཱするとɼߑఇはሓを力で抑
͓さ
えࠐ

͜
ΉํをとりɼԊւ෦の

治҆ҡ
い
࣋
͡
のために民間のւ্貿易をې止し（ւ

かい
ې
きΜ
）ɼ対外関を国家間の

ே・ߩ
さく
෧
΄う
関にݶఆすると͍͏ɼݫし͍対外関ཧମ制をし͍た

（ւې⼠ேߩମ੍）ɻこれによりɼ

23 ➡p.127

23

3

ນの
あし
利
かが
義
よし
ຬ
みつ
がேߩ貿易に౿

;
みった（צ

かΜ
߹
͝う
қ）ɻ�

 13�� ʙ �4 日本

れなけれならなくなったためɼ͍間ேߩをආ
さ
けて͍た本ɼࣨ

ΉΖ
ொ
まͪ

��世
ͤい
ل
き
にはɼアジアւ

かい
域
いき
の各

かく
地
ͪ
でɼே

が広
ͻΖ
がったɻླྀ

りΎう
ٿ
きΎう
はɼ明

みΜ
の

さく
෧
΄う
を受

う

ڐ
Ώる
されɼ福

;ͬ
建
けΜ

しΐう
人
にΜ
なͲのネットϫークを利

本
΄Μ
なͲの

しΐう
品
ͻΜ
を集

あつ
めて明

みΜ
にே

ͪΐう
ߩ
͜う
しɼख

ซ
あわ
ͤてɼ౦

とう
南
なΜ
アジアとே

ͪΐう

ͤΜ
・

に
本
΄Μ
なͲを݁

1� 世لʙ 1���
けΜ
1� 世لʙ 1���
けΜしΐう
1� 世لʙ 1���

しΐうにΜ
1� 世لʙ 1���

にΜ
23

ɼ౦
とう
南
なΜ
アジアでは��世

ͤい
ل
き
にɼ

ͪとりɼマラッカւ

ジアւ域の交易ネットϫークとɼ明
みΜ
ླྀ

特色
１ ҼՌؔΛஸೡʹ͠ه ͨɺཧղ͢͠ ʮ͍ຊจهड़ʯ

ྫʣ̏෦̎ষ̍અ���໌のࡍࠃடংͱ౦ɾ౦ೆΞδΞ
໌・ຊ・ླྀٿ・౦ೆΞδΞ・ຬऱの歴史を、૬ޓʹؔ࿈͚ͮͯ理解できる。
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ジアւ域の交易ネットϫークとɼ明
みΜ
ླྀ

りΎう
ٿ
きΎう
を݁ͼつけるׂをՌたしたɻ

明の対外ࡦが消ۃ化した後はɼ代わりにํへの߳
͜う
ਏ
しΜ
ྉ
りΐう
༌出を৳

の
しɼ

໖をたらすインυのムスリム人なͲを௨͡てɼイスラームを受け

入れたɻその݁Ռɼマラッカがࢧする貿易ネットϫークを௨͡てɼॾ

島෦各地にイスラームが広がり࢝めたɻ�

　Ұํɼ౦南アジア大෦ではɼ明の܉事圧力に対
たい
߅
͜う
しつつɼから

৽し͍強国がݱれたɻそこでは明のՐٕث術利༻されたɻ大෦北෦

で��～ ��世لにཱしたタイ人のॾ国家のなかでɼチャオプラϠデ

ルタに進出したΞϢλϠே（シャム）がಛに発లしɼ明へのே
ͪΐう
ߩ
͜う
貿易ླྀ

ったɻ南Լするタイ人にԡߦ発に׆との貿易をٿ
͓
されてカンϘジアの勢

力は後ୀしɼ��世لにはアンίールの都をࣺててɼϝίンྲྀ域に中

৺を移したɻビルマ人タイ人を௨͡てɼラオス・カンϘジアをؚ
;く
Ή広

͍ൣ
はΜ
ғ
い
に্

͡ΐう
࠲
͟
ڭが広まりɼヒンυΡー教・大教はਰ

すい
ୀ
たい
したɻҰํ

ϕトナム（大
ͩい
越
えつ
）ではɼ明のࢧをܸ

͛き
ୀ
たい
したᴈ

れい
ேがɼே

ͪΐう

ͤΜ
とಉ༷にɼ明の

制度Րٕث術をとり入れて国家ମ制を強化しɼ南進ࡦをとってチャ

ンパーに大ଧܸを与
あた
えたɻ大越ɼ明へのேߩなͲ貿易を盛

さか
Μにߦったɻ

1

2

➡p.5�
AZVUIBZB

13�1 ʙ 1���

➡p.51

142� ʙ 1�2� 1�32 ʙ 1���

　「��世لのػة」からの෮ڵが՝題だった明代લ半はଜの保ޢとݱ

ௐ達のํࡦがとられɼ人とࡒ՟の移動がগな͍時ظだったɻしかしɼ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ化にか͏とɼ明にお͍てۀ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代」の国際

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁがஶ
いͪ͡る
し͍৳ͼをみͤたɻ

　人ޱは��世لには̍ԯを
͜
えたがɼその半を

し
めるߐ

͜う
南
なΜ
地ํが

経ࡁ発లをݗ
けΜ
Ҿ
いΜ
したɻ

ͪΐう
ߐ
͜う
Լྲྀ域のߐೆσϧλのਫా地ଳはこのこΖ΄

΅։発しਚ
つ
くされɼ৽品छのಋ入ٕ術改ྑで生産性がߴめられたɻਫ

ాにかな͍ॴでは໖Ֆ܂
くわ
と͍った品作の（ྉࣂのࢋ）

さい
ഓ
い
が広

がりɼ生
き
ࢳ
いと
が発達したɻ代わってۀ৫・໖৫なͲの家制खݜ・

Ҵ
いな
作
さく
の中৺地はߐ中ྲྀ域のބ

͜
広
͜う
ބ）

͜
北
΄く
ބ・

͜
南
なΜ
）ߐ

͜う

ͤい
に移りɼ品作

のഓ品生産が盛Μなߐ南地ํとの間で地域間ۀが進ΜだɻҰ

ํɼۀにݶ界の͋る地域ではɼそれをิ͏ためۀにಛ化する動͖が

ࢁれたɻ෦出のݱ
さΜ

ͤい
ਓɾᷪ

き
भ
しΎう
ਓはԘのઐച܉

͙Μ
ध
͡Ύ
を୲

にな
ってڊ

きΐ

大
ͩい
なを築͖ɼԊւ෦の福建の人ʑはւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্交易にりだし

たɻ൴
かれ
らは݂

けつ
ԑ
えΜ
・地ԑで強ݻに݁ͼつ͍ておりɼ各地の都市に会

かい
ؗ
かΜ
・ެ

͜う

ॴ
しΐ
をつくってಉڷ出ऀ・ಉऀۀなͲの׆動ڌ

きΐ
点
てΜ
としたɻ�

　ಃ
とう
࣓
͡
ث
き
とੜࢳはɼ代ද的な世界品として本アジアɼヨーロッ

パにまで༌出されたɻアジアւ域の貿易ではɼヨーロッパけの౦南ア

ジア産߳ਏྉの༌出と本けの中国産生ࢳの༌出がಛに盛Μだった

がɼヨーロッパ本には中国に対してめ΅し͍品がなかったためɼ

ۜがࢧ
し

はら
͍に༻͍られたɻ��世لにຊۜ・ϝΩγίۜの産出・ྲྀ௨

がٸ増するとɼ貿易を௨して大量のۜが明にྲྀれࠐ
͜
Μだɻ明はॳࢴ

し
ฎ
い

をྲྀ௨さͤよ͏としたがࣦഊしておりɼւ外からଟ量のۜがྲྀ入するとɼ

ۜの༻がҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
化
か
したɻೲ੫でۜでೲめるҰ

いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
が広まったɻ

のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌
ೆ地ํをத৺にめߐにلは16世ࡁܦにɼ໌のܠの成と国際қのོをഎۀ࢈
͟ましくൃలした。қを௨したۜのྲྀೖのܹ૿によͬͯɼۜの用がਁಁした。�

➡p.134

➡p.151

チャンチϠン

4
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➡p.15�

3

　　ϚϥοΧͷқωοτϫʔ
Ϋ　マラッカは，マルク（モルッ
カ）諸島の香

͜う
辛
しΜ
料
りΐう
，ジャワの胡

͜
椒
しΐう

など東南アジア全域の商品の集
散地となり，マラッカ海

かい
峡
͖ΐう
周辺

の胡椒など地元の輸出品もあっ
た。このため西はマムルーク朝
やオスマン帝国から東は中国・
琉
りΎう
球
͖Ύう
までの商人が集まり，「マ

ラッカの港では84種類もの言葉
が聞かれる」といわれた。

1

　　౦ೆΞδΞॾౡ෦ͷΠε
ϥʔϜԽ　16世紀にマジャパヒ
ト朝が衰

͓とΖ
えると，古代以来のヒ

ンドゥー教・仏教文明は，バリ
島のヒンドゥー教を除き，諸島
部から姿を消してゆく。ただし
現在でも，諸島部のイスラーム
には，土着の慣習（アダット）と
並び，ヒンドゥー教の要素が混
在している。

2

௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと�

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ�
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

　　　　明から༌出された
をɼ༌出先の国とともにൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　Ұ
いち

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
　各種の税や労

Ζう
役
͖͑

を一
いͬ
括
かつ
して銀で納入する方法。

江
͜う
南
なΜ
地方で行われるようになり，

しだいに全国へ広がった。

3

　　 1�世紀の౦ΞδΞަ易　1��0年にຊۜ，1��0年にϝΩシίۜがྲྀ௨͢Δよ͏にͳΔͱ，ੜ
͖

ࢳ
いと

ɾݜ৫ɾಃ
とう

࣓
͡

ث
͖

ͳͲのࡍࠃΛങい͚ͭΔたΊに，໌
みΜ

にେྔのۜがྲྀれࠐ
͜

んͰいった。໌の
;

༟
Ώう


ͦう

のؒͰは，ໟൽༀ༻ਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

ͳͲのͥ
いた͘がྲྀߦした。 ಡΈղ͖ Կが交қとして取りҾきされていたのだΖうか。
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黒
）ߐཽ
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ۜ
ۜ

ۜ

ᩛの
ໟൽༀ用

人ࢀ

生ࢳ
৫物ݜ

生ࢳ

生ࢳ
໖

アϝϦΧ大から

ಃ࣓ث

߳ਏ料

生ࢳ

王国のަқルートٿླྀ
ͦのଞのަқルート
ۜの流れ

イεラーム力の拠点都市
ポルトΨルの拠点都市
特࢈
ओなۚو属の࢈ۜ

　　 ༀ༻人
にΜ
ࢀ
͡Μ

2

　　 ਐ
しΜ
ߩ
͜う
船
ͤΜ
͕ฒͿಹ

な

は
ߓ
͜う

　
໌
みΜ

はேࣜܗߩ以֎のқΛ
ೝΊͳ͔ったたΊ，ேࠃߩ
Ͱ͋Δླྀ

りΎう
ٿ
͖Ύう

Ԧࠃはಠ
Ͳく


ͤΜ

త
て͖

に
ର໌қΛ͜͏ߦͱがͰ͖
た。Ԧのट

しΎ
ཬ
り


͡ΐう

ͱͦの֎
໌，ಹはߓ ͱ౦ೆアジアɾ
ຊɾே

ちΐう

ͤΜ

ౡΛ݁Ϳަқ
ηンλʔͱしͯൟ

はΜ
ӫ
͑い

した。
〈『琉球交易港図屛風』浦添市美術館蔵〉

3

　　 
͋か
ֆ
͑

　Ұমいた࣓ثにଟ
৭のإྉͰֆΛՃ͑ͯ࠶ͼমい
たのͰ，໌

みΜ
ظޙにྲྀߦした。

5

　　 ໌
みΜ
のۀ࢈　

ちΐう
ߐ
͜う

தྲྀҬが
৯ྉڅڙͱͳり，ʮބ

͜

͜う

ख़͢れ
ఱԼΔʯͱいΘれた。

4

景ಙ景ಙ

։෧։෧

州州

西҆西҆
ೆ京ೆ京

マΧΦ
（ポルトΨル）

マΧΦ
（ポルトΨル）

寧波寧波

上ւ上ւ
ો州ો州

州ߌ州ߌ

成都成都

京（ॱ天府）京（ॱ天府）

େӽ

໌

ே

 ߐߐ

ख़すれބ
天下る

ᷪभਓ

ਓࢁ

͜ ͜う

山西

広東

福建

浙江

安徽

江西湖広

大ӡ河
ಃ࣓ث
Ԙ

৫物ݜ
໖৫物

÷ û÷÷ĲĴ

#�

౦
ア
δ
ア

%��

ೆ
ɾ

౦
ೆ
ア
δ
ア

#�

౦
ア
δ
ア
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ͦう
代Ҏ߱の中国はɼ人ʑが力経ࡁ力にԠ͡て科

か
挙
きΐ
受験・ۀ・

地経営出
で
Ք
かͤ
͗ɼখ作なͲを選

ͤΜ

たく
するྲྀ動的な社会で͋ったɻ科挙によっ

て
かΜ
྅
りΐう
の֨ࢿをಘた໊࢜は明

みΜ
代にはڷ

きΐう
ਈ
しΜ
とよれɼ地域社会で勢

ͤい
Җ
い
を

ったɻڷਈはɼ経ࡁ的には地主で͋ることがҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
的
てき
だったがɼ科挙߹

֨は難し͍͏えにಛ権はҰ代ݶりだったためɼ世
ͤ
ऻ
しΎう
的
てき
なྖ主地主و族

は生まれͣɼ༗力ऀのإ
か͓
৮
Ϳ
れはৗに入れସ

か
わったɻۀの中৺はɼখ作

をしながら෭ۀとしてखۀを営Ήখ民の家族経営で͋りɼҰかॴで

大人を
し

えき
するよ͏な地主の大ن経営はҰൠ的ではなかったɻ

　��世لから��世لにかけてɼߐ
͜う
南
なΜ
地ํの都市の

;
༟
Ώう

ͦう
を中৺にɼ華

か

ඒ
ͼ
な文化がӫえたɻ൛ҹによる出൛大ऺ芸が盛

さか
Μになりɼ「࢛

大ح
き
ॻ
しΐ
」なͲのখઆが人気を博したɻ民ऺの間でのҿ༻ಃ

とう
࣓
͡
ث
き
の

が広まりɼҥྨຑ༺
あさ
から保Թ性に༏

す͙
れる໖に変わったɻ思想໘ではɼ

科挙ࢼ験のための学問となってࣜܗ化したग
しΎ
ࢠ
し
学
がく
への൷の動͖がݱれɼ

Ԧ
͓う
क
しΎ
ਔ
͡Μ
（Ԧ

͓う
ཅ
よう
໌
めい
）がઆ͍たཅ໌ֶはɼݸ人の৺をॏΜ࣮͡

ͬ͡
ફ
ͤΜ
をॏࢹして

のࣾձͱจԽظޙ໌
ਈら༟のؒで՚ඒなڷ部ではࢢೆ地ํなどの都ߐɼظޙをఄした໌گが活ࡁܦ
文Խがӫ͑た。ग़版やܳはຽऺにもਁಁしɼϤーロούのࣝもདྷした。

➡p.125
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➡p.12�

14�2 ʙ 1�2� 1

人ʑの৺をとらえたɻまたɼ科学ٕ術への関৺がߴまりɼ学・産ٕۀ

術なͲଟくので࣮༻ॻがஶ
あらわ
されたɻイエズス会をは͡めとするキリ

スト教宣教師がདྷߤしɼヨーロッパのఱ文学・ྐྵ
れき

学
がく

・地ཧ学・学・๒
΄う

術
͡Ύつ
なͲのٕࣝ術をたらしたことɼ科学ٕ術への関৺を

し
激
͛き
したɻ

　��世لに国際貿易が盛Μになるとɼ明のप
しΎう
ԑ
えΜ
෦
Ϳ
ではɼن制を破って

貿易の利ӹをಘよ͏とする動͖が׆発化したɻ北ํからはϞンΰルのア

ルタンが৵
しΜ
入
にΎう
を܁

く
りฦしɼ南ํではւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্でのࢲ貿易ւ

かい

ͧく

ظޙ）ͼ激化し࠶動が׆
わ
ሓ
͜う
）ɼ南北からの圧力は����代に点に達

したɻこれらは୯なるུ
りΌく
ୣ
ͩつ
ே⼠ې動ではなくɼ明のւߦ

ͪΐう
ߩ
͜う
ମ制に対

たい
߅
͜う
し

て貿易をٻめる南北ڞ௨の動͖で͋りɼ国際貿易の主ಋ権をめ͙る߅争

で͋ったɻ対Ԡをഭ
ͤま
られた明はɼ����લ後につ͍にࡦをస

てΜ

かΜ
しɼ

南ํではւېを؇
Ώる
めて本Ҏ外との民間貿易（ޓ

͝
ࢢ
し
）をೝめɼ北ํでア

ルタンとߨして国境貿易にԠ͡たɻ�

　このよ͏な貿易の׆発化によっての統制が่
くͣ
れるとɼ利ӹをٻめ

2 ➡p.170

5 �

��ʙ��ੈلのқΛΊ͙Δಈ͖ͱ࣏ɾࣾձมಈ
国際қが活ൃԽするとɼさま͟まなྗがқのརӹをٻめͯিಥした。海ې⼠
ேߩମ੍が่れͯࢢޓқが։かれɼࣄ܉とۀが結びついた৽ڵྗが成した。

AMUBO

150�ʙ�2

2 1

�

23

ɹ໌
ΈΜ
ʹɼϤʔϩούͷΠΤζεձએ͕ࢣڭ๚

͓ͱͣ
ΕɼΩϦετڭͷ

ڭͷͨΊɼ༸ͷՊֶࣝΛΊΔ͜ͱΛར༻ͨ͠ɻͦͷ͕ࣝ
໌ͷਓʑʹ༩

͋ͨ
͑ͨӨ

͍͑
ڹ
͖ΐ͏
Λɼࢿྉ͔ΒಡΈऔΖ͏ɻ

Πエζス会એ教ࢣが明ʹ͑ͨ世界

ಡΈղ͖ 図ɹのなかでɼϤーϩッύから中国に来したものはԿだΖうか。また図ɹではɼϤーϩッύのどのような考
えํがわっているといえるだΖうか。Q���なども踏

;
まえて考えよう。

5 �

　　ཅ
よう
໌
Ίい
ֶ
がく
ͷࢥ　朱

しΎ
子
し
学
がく
も陽

明学も，人には誰
ͩΕ
でもあるべき

道徳（理）が生来備わっていると
する点では共通している。朱子
学では学問や修養に励

は͛
むことで

それに到
とう
達
たつ
できるとするが，陽

明学は，人には本来，理が備わっ
ているのだから心のままに実

ͬ͡
践
ͤΜ

すること（知
ち
行
͜う
合
͝う
一
いつ
）を説いた。

1

　　
わ
ሓ
͜う
　明

みΜ
の海

かい
禁
͖Μ
政策を破っ

て私貿易を行う武装海商たちで，
後期倭寇は，中国東南沿海部の
人々が数多く加わった。本

΄Μ
拠
͖ΐ
地
ち

は福
;ͬ
建
͚Μ
・浙

ͤͬ
江
͜う
南部から日本の九

州西部にかけて広がっていた。

2

қやւࢲ　　　　
かい


ͧく

動の׆
૿加に対する明の対応につい
てɼൈ

͵

き出ͦう。

�͍

ɹ໌
ΈΜ
ɼࡁܦͷൃలʹΑͬͯࣾձશମͰੜ׆ਫ४্͕͠ɼࢢͷ


;
༟
Ώ͏

ͦ͏
͚ͩͰͳ͘ॸ

͠ΐ
ຽ
ΈΜ
จԽΛڗ

͖ΐ͏
ड
͡Ύ
͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜͜Ͱಛʹ

ֆרຊͷૠ
͞͠
ֆ
͑
ʹয

͠ΐ͏

ͯΜ
Λͯɼ໌ͷࣾձͷಛ

ͱ͘

ͪΐ͏
ΛͯݟΈΑ͏ɻ

ֆרɾૠֆから読み解く明代の社会

ಡΈղ͖ 図　はどのような人が࡞
成させたのだΖうか。図　と図　は
どのような人々が読んでいたのだΖ
うか。これら資料から読み取った໌
代の社会の特

とく

ちΐう
はどのようなものかɼ

本文も踏
;
まえて考えよう。

1

3 4

文化から見る
当時の社会

　　 1�世紀の໌ΛऔΓ͘רঢ়
͡ΐう

گ
͖ΐう

த͝Ζの໌のೆ北のل1�ੈ　
ಈཚは，ւ

かい
ې
͖Μ

⼠ே
ちΐう

ߩ
͜う

ମ੍にରしͯ
қの։์ΛٻΊΔಈ͖ͩった。
қͰྲྀೖしたۜは，੫ͱしͯ
ूΊΒれͯͱ北ํӴのたΊ
にૹΒれた。

�

京京

ঁਅ

ຊ

ۜ

ۜ

ަқ

ೆ京໌


ሓ

Ϟϯΰϧ

大
運
Տ

ۜの動き

　　 h ࠕ
͜Μ
༫
よ
ສ
Μ
ࠃ
͜く
全
ͥΜ
図
ͣ
ɹɦੈքਤのདྷは，தࠃがアジアのҰࠃに͗͢

ͳい͜ͱ，ٿがܗٿͰ͋Δ͜ͱΛ͑ڭ，ি
しΐう

ܸ
͖͛

Λ༩
͋た

͑た。ҰํͰ，
தࠃに߹ΘͤͯアジアΛதԝにඳ

͑が
いͯいΔ。〈宮城県図書館蔵〉

�

　　 イΤζスձએل1�ੈ　ࢣڭにフランシスί⼠βϏΤルが
のたΊにຊɾ໌ڭ

みΜ
Λ๚れた。໌にདྷ๚したϚςΦ⼠リッνはੈ

քਤのh ࠕ
͜Μ

༫
よ

ສ
Μ

ࠃ
͜く

શ
ͥΜ

ਤ
ͣ

Λɦ࡞し，·たΤΫϨイσスʢˠQ��1ʣの
ز
͖

Կ
か

ֶ
がく

Λঃ
͡ΐ

ޫ
͜う

ܒ
͚い

ͱͱに༁しͯh ز
͖

Կ
か

ݪ
͛Μ

ຊ
ΆΜ

ͱɦしͯ
しΐう

հ
かい

した。

̑

　　 ໌
みΜ
のओͳॻ2

へんさん

ฤࢊ
事ۀ

実用書

ほんͧうこうもく り じ ちん

ʰຊߝ �ɦཥ時ɹༀ学ॻ
ʰఱ։ �ɦ応ɹ産ٕۀ術ॻ
ʰશॻ �ɦঃޫܒɹۀॻ
ʰਸఓྐྵॻ �ɦঃޫܒなどɹ
��イエズス会࢜のڠ力をಘたྐྵ法ॻ

てんこうかいͿつ

のうせいͥんしΐ

そうおうせい

じΐこうけい

すうていれきしΐ

えいらくたいてん

ʰӬָେయ �ɦ古今の文ݙの集

しΐみん

ॸຽ
文学

すい こ でん

きんいい

し えん ͗さんごく

ʰ༡ه �ɦݰᇊのཱྀが題ࡐの読み
ʰۚළക �ɦ社会෩ଏを描く読み
ʰਫᕴ �ɦ代の߽ܼを描く読み
ʰࢤࠃࡾԋٛʱྺ をとにした࢙
　　　　　　　読みɹ࢛େحॻ

きさいΏう ͛Μ͡ ΐ͏

　　 h ఱ
てΜ

͜う
։
かい

Ϳつ

　ɦՖ
はな




༷
よう

Λ
৫りग़しͯいΔ。ૠ

͞し
ֆ
͑

ͱઆ໌
ΛΈ߹ΘͤΔॻがྲྀߦし，
さ·͟·ͳのٕज़ॻが
൛ҹͰۀग़൛された。

3

　　 h 西
͞い
༡
Ώう
ه
͖

　ɦޘ
͝

ָ
らく

ͱしͯ
ຊがಡ·れΔよ͏にͳり，さ
·͟·ͳジϟンルの࡞がग़
൛された。ޠޱͰॻ͔れૠ

͞し
ֆ
͑

のೖったখઆ	ಡΈ
がਓؾ
Λതし，࢜

し
େ
たい


;

͔Βॸ
しΐ

ຽ
みΜ

·Ͱ
ଟ͘のಡऀΛಘた。

4

　　 h 
わ
ሓ
͜う
図
ͣ
ר
かΜ

　ɦ1��8
年の໌

みΜ
ͱ܉

わ
ሓ
͜う

のઓいΛ
ඳいたֆר。ܸ

͖͛
ୀ
たい

に͋たっ
た໌のߴがޭΛݦ

͚Μ
জ
しΐう

͢ΔたΊにͭ͘Βͤた
のͰ，߹ઓのܠがߴՁ
ͳݜ

͚Μ



に๛͔ͳ৭
し͖

࠼
͞い

Ͱඳ
͑が

͔れͯいΔ。ߐ
͜う

ೆ
なΜ

のࢢ
Ͱは，χϡʔスతͳׂΛ
߽ͭ

͝う
՚
か

ͳֆר໊ըの
ෳが

͞か
んにͭ͘Βれ，


;

༟
Ώう


ͦう

のؒͰྲྀߦした。

1

〈『倭寇図巻』東京大学史料編纂所蔵〉
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てڝ争激化しɼそのなかから܉事とۀが݁ͼつ͍た強力な৽ڵ勢力

が಄したɻ北ํではɼアルタンԦ家に加えて౦北の女
͡ΐ
ਅ
しΜ
人の間で統

߹が進みɼまた౦シナւでւ্勢力が࠶ฤされて͍ったɻ本ではɼ

強ݻな家ਉ団をฤ制しྖ域ࢧを広͛た戦国大໊がొしɼ৫
͓
ా
ͩ
信
のͿ

なが
・

豊
とよ
ਉ
とみ
ल
ͻで
٢
よし
がమ

てͬ
๒
Άう
をとり入れて貿易ࢁۜ・ߓをঠ

しΐう
Ѳ
あく
しશ国制

ͤい

は
を進めたɻ

統ҰをՌたしたल٢はɼ
わ
ሓ
͜う
をې止するҰํでɼւ外への進出を

ਤ
はか
ってே

ͪΐう

ͤΜ
ग़ฌをߦったɻこのため明

みΜ
との関がܾఆ的にѱ化しɼެࣜ

貿易の࠶։はࠔ難になったɻ豊ਉࢯに代わって権をѲ
に͗
ったಙ

とく

がわ
家
いえ
߁
やす
�

はɼೝՄを与
あた
えたग

しΎ
ҹ
いΜ
ધ
ͤΜ
を

たい

わΜ
・マカオ౦南アジアに

と
ߤ
͜う
さͤてݱ地

の中国人と交易さͤたɻ本との貿易は利ӹが大͖かったためɼマカ

オのポルトガル人ɼにڌ
きΐ
点
てΜ
を築͍たオランダ人本貿易にࢀ入

したɻ�

　このよ͏な変動に対しɼ明ではு
ͪΐう
ډ
きΐ
正
ͤい
が治のཱてしにめɼݕ地

とҰ
いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
法
Άう
のશ国的ࢪ

し
ߦ
͜う


かΜ
྅
りΐう
の統制強化を進めたɻしかしɼ中ԝ集権

的な改ֵは地ํのڷ
きΐう
ਈ
しΜ

ͦう
の発をങ͍ɼとりわけ治׆動が盛

さか
Μだった

ߐ
͜う
南
なΜ
はɼ൷の中৺地となったɻ地ํから੫として্͍͛ٵられた

ۜは྅・ୂ܉のҡ
い
࣋
͡
北ํӴに͡られたためɼ貿易の׆

かͬ
گ
きΐう
都市

のൟ
はΜ
ӫ
えい
にかかわらͣɼଜのځ

きΎう

΅う
が進Μだɻ����代Ҏ߱ɼ地نٿ

のפ冷化で災害がଟ発しɼଜはർ
ͻ
ฐ
い
したがɼ争のため༗ޮなखは

ଧたれͣɼ動・ཚが続発したɻ����ɼそのҰつで͋るཥ
り
ࣗ
͡

ͤい
ͷ

ཚによって北
ペ
ژ
Ωン
が߈

͜う
ུ
りΌく
されɼ明は໓

めつ

΅う
したɻ

➡p.123

➡p.144
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2 �̎ 日本

1

1�2� ʙ �2

➡p.139

1�31 ʙ 4�

　��世لɼ明の
;
༟
Ώう

ͦう
の間で中国౦北のಛ産品で͋るໟൽༀ༻人

にΜ
ࢀ
͡Μ

のध
͡Ύ
ཁ
よう
がߴまるとɼそれまで明の間ࢧԼに͋った女ਅ人の間でɼ貿

易の利ӹをめ͙って߅
͜う
争
ͦう
が激化したɻ女ਅの統߹にޭしたψϧϋν�

（ଠ
たい

ͦ
）はɼീ

はͬ
ض
き
を基

き
൫
Μ
とした強ݻなࢧମ制をଧཱͪてɼ����に後

͜う

ۚ
きΜ
を建てて明に

ͪΐう

戦
ͤΜ

したɻ
あと
をܧ

つ
͍だϗンタイジ（ଠ

たい
फ
ͦう
）はϞンΰルに

進出しɼ北
΄く
ݩ
͛Μ
のϋーン家をैえたɻこれをػにɼ൴

かれ
は民族໊を女ਅから

ຬ
まΜ
ऱ
しΎう
に改めɼ����に国߸を大

ͩい
ਗ਼
しΜ
（ਗ਼）とఆめてߖఇをশ

しΐう
したɻここに

チンギス・クビライҎདྷのϞンΰル大ϋーンの地Ґはຬऱ人にҾ͖ܧが

れることになったɻ����にཥ自のཚで明が
た͓

れるとɼਗ਼はを

越
͜
えて北ژにભ

ͤΜ
都
と
しɼཥ自明のଘ勢力を࣍ʑに平ఆしたɻこ͏し

てਗ਼ߖఇは中
ͪΎう
華
か
�だɻ͍ܧఇの地Ґ受けߖ

　このこΖ中ԝϢーラシア౦ํではɼνϕοτڭがٸに֦大したɻ

��世ل後半にアルタンがؼ
き
ґ
え
したことを͖っかけにɼϞンΰル人が広

く信
しΜ
ไ
Άう
するよ͏になりɼ͍࣍でํのオイラト෦౦北のຬऱ人に広

がったɻこのためɼチϕット教のࢦಋऀで͋るμϥΠ⼠ϥϚのफ教的

権
けΜ
Җ
い
はɼパミールߴ原Ҏ౦の地域の大半を෴

͓͓
͏ことになったɻパミー

ルߴ原Ҏではイスラームが༏勢だったためɼ��世لҎ߱ɼ中ԝϢー

ラシアは౦のチϕット教とのイスラームと͍͏二つのफ教文
ͿΜ
化
か
ݍ
けΜ
に

かれることとなったɻダライ⼠ラマ権は܉事力د進のఏڙを受け

るために世
ͤ
ଏ
ͧく
勢力とఏ

てい

ܞ
けい

したことからɼϞンΰル・オイラトॾ෦族ਗ਼

はダライ⼠ラマのఏܞ૬खになΖ͏としてڝ
きͦ
͍߹ったɻ��世ل後半ɼオ

イラト෦のҰ෦族ジュンガルが勢力を広͛るとɼਗ਼はジュンガルとチ

ϕット教の保ऀޢの࠲を争͏こととなったɻ

ਗ਼のܗͱνϕοτ教ੈք
໌とのқによるརӹで಄したঁਅ（ຬऱ）人のۚޙはਗ਼へൃలしɼ໌に代Θͬͯ
த国をࢧするとともにɼϞンΰルを͑ͯνϕοト教ݍのໍओとなͬた。�
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（.BOKV）

3 1�3� ʙ 1�12 23

➡p.130

➡p.3� 4

➡p.141

%BMBJ�CMBNB

23

ίラム

4

➡p.145

世界史の
中の日本

　ग
しΎ
ҹ
いΜ
ધ
ͤΜ
қの࣌には，

Ϛχラ（フΟリϐン）ɾϗイ
Ξン（ϕτφϜ）ɾΞϢλϠ
（γϟϜ）などの本ொがӫ
͑，人ͩけでな͘࿘

Ζう
人
にΜ
や

本をΘれたΧτリοΫ
׆がెڭ

かつ
༂
く
した。ΞϢλϠ

本ொの長であったࢁ
·
ా
ͩ
長
なが

政
·͞
は，қの͔たΘら本

人෦ୂをいて戦い，Ԧを
ॿけて׆༂したが，政争で
。されたࡴ

　　ே
ちΐう

ͤΜ
ग़ฌ　日本では文

ͿΜ
禄
Ζく
・

慶
͚い
長
ちΐう
の役

͖͑
，朝鮮では壬

͡Μ
辰
しΜ
・丁

てい
酉
Ώう

の倭
わ
乱
らΜ
という。日本軍は当初快

かい

進
しΜ
撃
͖͛
を続けたが，李

り
舜
しΎΜ
臣
しΜ
の朝鮮

水軍や明
みΜ
の援

͑Μ
軍
͙Μ
の反撃で苦戦し，

秀
ͻで
吉
よし
の死によって撤

てͬ
兵
い
した。

1

　　ຬ
·Μ
ऱ
しΎう
（ຬभ）　マンジュとい

う語の発音を写したもので，そ
れまでの女

͡ΐ
真
しΜ
に代わって民族名

とされた。後に彼
かΕ
らの原住地で

ある中国東北部を指す地域名と
しても用いられるようになった。

3

　　ύϛʔϧݪߴ以౦ͷΠε
ϥʔϜ　東トルキスタンは16世
紀までにほぼイスラーム化した
が，17世紀以降，チベット仏教
勢力のジュンガル，次いで清

しΜ
に

支配された。中国内地でも，イ
スラームは甘

かΜ
粛
しΎく
・陝

ͤΜ
西
ͤい
など西北

部中心に広まった（回
かい
民
みΜ
）。

4

　　ग
しΎ
ҹ
いΜ
ધ
ͤΜ
　中国・ベトナム・

インド産の生
͖
糸
いと
などを買い入れ，

銀・銅を輸出した。貿易拠
͖ΐ
点
てΜ
の

港市には居留地ができ，東南ア
ジアでは日本町が，九州では唐

とう

人
͡Μ
町
·ち
が栄えた。

2

　　　　豊
とよ

ਉ
とみ

ल
ͻで

吉
よし

とಙ
とく

川
がわ

Ո
いえ

康
やす

の対外ࡦについてɼͦれͧ
れཁしよう。

�͍

　νϕοτڭ（→p.3�）で
は，高ಙのૐ

ͦう
は

΅

Ḉ
͞つ

の化
͚

しΜ

とされ（化
͚

しΜ
ૐ
ͦう
，ると͢ڈࢮ，（

ੜまれมΘΓとೝ定された
உࣇをసੜऀとしてཆҭし
てܧ

͚い
ঝ
しΐう
さͤるసੜ૬ଓ੍

がとられた。ଟいる化
ૐのが࠷大फのήϧ
Ϋのμライ⼠ラϚであΓ，
17世紀にはνϕοτڭの
。ಋऀとなったࢦ高࠷

　明と世界各の݁ͼつきに
はどのような特があるかɼ
あなたの考えをઆ明しよう。

の·ͱΊ�અ

スマトラ島

カリマンタン島
（ボルネオ）

ベンガル

マルク（モルッカ）
諸島

セイロン島
南
イ
ン
ド
へ

（᮱ࢯ） 江南

別子

ੴݟ（ˠp.139）

ࠤ
൹ߕ

生野

台湾

εラόϠ

アチェ

マラッΧ
（1�41ʙΦランμྖ）

όタϰΟア
（1�19ʙ）

ジϣϗール

州
州ߌ

ೆ京

寧波 ો州

アϢタϠ
Ϧコール

ύタχ

ペグʵ

京

ᖟཅ

ࡖ

࡚


ฏ戸

দલ

山ז

アンϘイφ

マΧッαル

マχラ

θーランデΟア
（1�24ʙ�1）όンテン

ϓノンペンϓノンペン
ϗイアン

マΧΦ

ϋノイ

吉ྛ

天
山ւ関



ブルωイ

໌

όϯςϯԦࠃ

λϯάʔே

େӽγϟϜ

ϑΟϦϐϯ
（εϖΠϯྖ）

ࠃԦٿླྀ

ே

ϚλϥϜԦࠃ

ຊ
՜Ҕ

（Ṅࢯ）

ۚޙ

øù÷˃øù÷˃ øúü˃øúü˃÷˃÷˃ øü˃øü˃øü˃øü˃ ú÷˃ú÷˃ øü÷˃øü÷˃ ûü˃ûü˃

ø÷ü˃ø÷ü˃

Ā÷˃Ā÷˃

南 シ ナ ւ

ଠ 　 平 　 ༸

 本 ւ

ア

ԫ
Տ

チャオ
プラϠ

ߐ

ーム ル

黒
）ߐཽ

）

オϗーπクւ

ϝίン

インυ༸

マ
ラッカ
ւ
ڦ

ւ࢈物
ۚ

ۚ

ۜಔ
ۜ

ۜ

ᩛの
ໟൽ

生ࢳ

生ࢳ
໖

アϝϦΧ大から

ಃ࣓ث

߳ਏ料

生ࢳ
৫物ݜ

ༀ用
人ࢀ

1�09年　Ḉຎൡの
支配下になる

1�1�年
ঁ真人のψルϋチ
が後ۚをݐてる

1�03年
戸ນ府成立ߐ

生ࢳ

गҹધのߤ࿏
ͦのଞのަқルート
ۜの流れ
ே出ฌ

（1592ʙ93 97ʙ98）

イεラーム力の拠点都市
ポルトΨルの拠点都市
Φランμの拠点都市
特࢈
ओなۚو属の࢈ۚ

　　 1�世紀ॳΊの౦ΞδΞަ易　ໟൽɾਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

қΛѲ
に͗

Δޙ
͜う

ۚ
͖Μ

ͱۚۜಔΛ๛にͭ
๛
とよ

ਉ
とみ

ɾಙ
とく

川
がわ

ݖがྗΛཱ֬し，ւ্ͰはṄ
てい

ҰͱϙルτΨルɾΦランμͳͲがࢯ
қΛڝ

͖ͦ
った。໌

みΜ
ͱқͰ͖ͳいຊ，ग

しΎ
ҹ
いΜ

ધ
ͤΜ

Λ
は

ݣ
͚Μ

しͯத
ちΎう

ܧ
͚い

қΛߦった。 
ಡΈղ͖ गҹધのߤ࿏からわかる日本とւ外とのқはԿだΖうか。

1

　　 ϙλϥٶ　νϕッτのラαに͋Δྺμライ⼠ラ
Ϛのٶ

͖Ύう
఼
でΜ

Ͱ，໊લは؍
かΜ

Ի
のΜ


΅

Ḉ
͞つ

のʮิ
;

ଫ
ͩ

མ
らく

ʯに༝དྷ͢
Δ。1�ੈلにμライ⼠ラϚ̑ੈがӦした。

4

世界
遺産

　　 ྻͯ͠ס
͚Μ
ོ
りΎう
ఇの؍

かΜ
Ӿ
͑つ
Λड͚Δീ

はͬ
ض
͖

　ീضはീͭの͔ஂ܉Β
ͳΔࣄ܉ɾߦ৫Ͱ，֤ஂ܉はຬ

·Μ
ऱ
しΎう

ɾ
う

ݹ
͜

ɾ
かΜ

܉
͙Μ

の̏܉Ͱߏ
されΔ。৭͚したضҹͰ۠ผしたのͰീضͱよれ，ͯ͢の
Ոਉɾ領ຽはいͣれ͔のضにॴଐしͯฌ

へい

͖͑

ɾ࿑
Ζう


͖͑

ɾೲ੫ͳͲのٛ
Λෛった。தࠃ

ͤい

;く

ޙ
͝

は，ɾɾۀにै܉ͣͤࣄਓɾ
かΜ

྅
りΐう

Λग़͢ಛڃ֊ݖΛܗした。

3

ఇོס
　　 

と
ߤ
͜う

ΛڐՄ͢
Δग

しΎ
ҹ
いΜ
ঢ়
͡ΐう

2

〈相国寺蔵〉

#�

౦
ア
δ
ア

$�


ຊ

"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

#�

౦
ア
δ
ア

● Ҭをえた歴史事のつながりがわかり、 
世界史の大きな流れが理解できる。

�� لੈ d�� のلੈ ౦ɾ౦ೆΞδΞ
ւې ☪ ேߩ体੍のなかで、 中ܧқでླྀٿ・マラッΧ
王国がൟӫした͜とがわか る。また、明ではஶしい国
内ࡁܦのճ෮や国際ۀの లがൃࡁܦ、化の݁果ൃ׆
。られた͜とがわかるݟ

がఆ
さͩ
められるなͲɼ制

ͤい
ݶ
͛Μ
がଟ

͓͓
かったがɼ

ͪΐう͜う΅うえき り よう う͝

ったɻ�
͓う͜く きΎうͤいͪΐう

したɻマラッ

する΄かɼ国
͜く
Ԧ
͓う
みͣから明

みΜ
にෝ

͓もΉ
くこと

かいきΐう ͪΎうしΜ よう とうなΜ

日本

4 日本23

23 史料

2

ւのԦࠃͱのԦࠃ�

23

➡p.138� 1 3

2
.BMBDDB

14 世لʙ 1�11
͜く

14 世لʙ 1�11
͜く͓う

14 世لʙ 1�11
͓う

�͍

4

日本

2

南南

౦౦

シシ

シシ

ナナ

ナナ

ււ

ււ

イ　ン　υ　༸イ　ン　υ　༸

ϕンガルϕンガル

アラビアւアラビアւ

ϖϖルルシシアア

地地 中中ււ

ււ

ߚߚ

ϰェωツΟアϰェωツΟア

ジェノϰΝジェノϰΝ

コンεタンテΟノーϓルコンεタンテΟノーϓル

アレクαンυϦアアレクαンυϦア

ΧイϩΧイϩ όεラόεラ

ΧϦΧットΧϦΧット
コーチンコーチン
クイϩンクイϩン

アϢタϠアϢタϠ

州州
州州

景ಙ景ಙ

े三ືे三ື

ો州ો州

寧波寧波

博多博多
ࡖࡖ

京京

マラッΧマラッΧ

マジャύώトマジャύώト

マεΧットマεΧット

アデンアデン

ϝッΧϝッΧ

ϞΨデΟγϡϞΨデΟγϡ

マϦンデΟマϦンデΟ

ΩルϫΩルϫ
βンジόルβンジόル

ジッμジッμ

ϗルムズϗルムズ 那那ϚϜϧʔΫே

γϟϜ
େӽ

ϰΟδϟϠφΨϧԦࠃ

ϚϥοΧԦࠃ

Ϛδϟύώτே

ࠃԦٿླྀ

ͿͲ͏ञ
Ψラスɾۜ
ໟ৫

അɾث
͡Ύ͏たん

৫ݜ

ۚ
է

αイ֯

ๅੴ
໖ɾછྉ
ᑦɾ߳މ 

ધ

߳ਏྉ
ಃ࣓ث
߳

ۚ
ຊ
ث࣫

ໟൽ
ༀ༻ਓࢀ

Ϥーϩッύ

ΞジΞ
Πンυ தࠃ

本

ঁਅ

౦Ξϑリカ
౦ೆΞジΞ


ࢳ৫ɾੜݜ

ಃ࣓ث
ಔમ

　　 Ṅ和のߤւルート
王国のަқルートٿླྀ 　　
　　 イタϦア人のަқルート
※円内はओなަқ

ʰ܇
くΜ
ຽ
みΜ
ਖ਼
ͤい
Ի
͓Μ
ংɦ文

ಡΈղ͖
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౦
ア
δ
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３部２章　アジア諸地域の成熟とヨーロッパの進出 １節　明の国際秩序と東・東南アジア�3� �3�

　

　

　

5

10

15

20

25

　

　

　

　

5

10

15

ジアւ域の交易ネットϫークとɼ明
みΜ
ླྀ

りΎう
ٿ
きΎう
を݁ͼつけるׂをՌたしたɻ

明の対外ࡦが消ۃ化した後はɼ代わりにํへの߳
͜う
ਏ
しΜ
ྉ
りΐう
༌出を৳

の
しɼ

໖をたらすインυのムスリム人なͲを௨͡てɼイスラームを受け

入れたɻその݁Ռɼマラッカがࢧする貿易ネットϫークを௨͡てɼॾ

島෦各地にイスラームが広がり࢝めたɻ�

　Ұํɼ౦南アジア大෦ではɼ明の܉事圧力に対
たい
߅
͜う
しつつɼから

৽し͍強国がݱれたɻそこでは明のՐٕث術利༻されたɻ大෦北෦

で��～ ��世لにཱしたタイ人のॾ国家のなかでɼチャオプラϠデ

ルタに進出したΞϢλϠே（シャム）がಛに発లしɼ明へのே
ͪΐう
ߩ
͜う
貿易ླྀ

ったɻ南Լするタイ人にԡߦ発に׆との貿易をٿ
͓
されてカンϘジアの勢

力は後ୀしɼ��世لにはアンίールの都をࣺててɼϝίンྲྀ域に中

৺を移したɻビルマ人タイ人を௨͡てɼラオス・カンϘジアをؚ
;く
Ή広

͍ൣ
はΜ
ғ
い
に্

͡ΐう
࠲
͟
ڭが広まりɼヒンυΡー教・大教はਰ

すい
ୀ
たい
したɻҰํ

ϕトナム（大
ͩい
越
えつ
）ではɼ明のࢧをܸ

͛き
ୀ
たい
したᴈ

れい
ேがɼே

ͪΐう

ͤΜ
とಉ༷にɼ明の

制度Րٕث術をとり入れて国家ମ制を強化しɼ南進ࡦをとってチャ

ンパーに大ଧܸを与
あた
えたɻ大越ɼ明へのேߩなͲ貿易を盛

さか
Μにߦったɻ

1

2

➡p.5�
AZVUIBZB

13�1 ʙ 1���
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142� ʙ 1�2� 1�32 ʙ 1���

　「��世لのػة」からの෮ڵが՝題だった明代લ半はଜの保ޢとݱ

ௐ達のํࡦがとられɼ人とࡒ՟の移動がগな͍時ظだったɻしかしɼ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ化にか͏とɼ明にお͍てۀ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代」の国際

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁがஶ
いͪ͡る
し͍৳ͼをみͤたɻ

　人ޱは��世لには̍ԯを
͜
えたがɼその半を

し
めるߐ

͜う
南
なΜ
地ํが

経ࡁ発లをݗ
けΜ
Ҿ
いΜ
したɻ

ͪΐう
ߐ
͜う
Լྲྀ域のߐೆσϧλのਫా地ଳはこのこΖ΄

΅։発しਚ
つ
くされɼ৽品छのಋ入ٕ術改ྑで生産性がߴめられたɻਫ

ాにかな͍ॴでは໖Ֆ܂
くわ
と͍った品作の（ྉࣂのࢋ）

さい
ഓ
い
が広

がりɼ生
き
ࢳ
いと
が発達したɻ代わってۀ৫・໖৫なͲの家制खݜ・

Ҵ
いな
作
さく
の中৺地はߐ中ྲྀ域のބ

͜
広
͜う
ބ）

͜
北
΄く
ބ・

͜
南
なΜ
）ߐ

͜う

ͤい
に移りɼ品作

のഓ品生産が盛Μなߐ南地ํとの間で地域間ۀが進ΜだɻҰ

ํɼۀにݶ界の͋る地域ではɼそれをิ͏ためۀにಛ化する動͖が

ࢁれたɻ෦出のݱ
さΜ

ͤい
ਓɾᷪ

き
भ
しΎう
ਓはԘのઐച܉

͙Μ
ध
͡Ύ
を୲

にな
ってڊ

きΐ

大
ͩい
なを築͖ɼԊւ෦の福建の人ʑはւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্交易にりだし

たɻ൴
かれ
らは݂

けつ
ԑ
えΜ
・地ԑで強ݻに݁ͼつ͍ておりɼ各地の都市に会

かい
ؗ
かΜ
・ެ

͜う

ॴ
しΐ
をつくってಉڷ出ऀ・ಉऀۀなͲの׆動ڌ

きΐ
点
てΜ
としたɻ�

　ಃ
とう
࣓
͡
ث
き
とੜࢳはɼ代ද的な世界品として本アジアɼヨーロッ

パにまで༌出されたɻアジアւ域の貿易ではɼヨーロッパけの౦南ア

ジア産߳ਏྉの༌出と本けの中国産生ࢳの༌出がಛに盛Μだった

がɼヨーロッパ本には中国に対してめ΅し͍品がなかったためɼ

ۜがࢧ
し

はら
͍に༻͍られたɻ��世لにຊۜ・ϝΩγίۜの産出・ྲྀ௨

がٸ増するとɼ貿易を௨して大量のۜが明にྲྀれࠐ
͜
Μだɻ明はॳࢴ

し
ฎ
い

をྲྀ௨さͤよ͏としたがࣦഊしておりɼւ外からଟ量のۜがྲྀ入するとɼ

ۜの༻がҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
化
か
したɻೲ੫でۜでೲめるҰ

いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
が広まったɻ

のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌
ೆ地ํをத৺にめߐにلは16世ࡁܦにɼ໌のܠの成と国際қのོをഎۀ࢈
͟ましくൃలした。қを௨したۜのྲྀೖのܹ૿によͬͯɼۜの用がਁಁした。�

➡p.134

➡p.151

チャンチϠン
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➡p.15�

3

　　ϚϥοΧͷқωοτϫʔ
Ϋ　マラッカは，マルク（モルッ
カ）諸島の香

͜う
辛
しΜ
料
りΐう
，ジャワの胡

͜
椒
しΐう

など東南アジア全域の商品の集
散地となり，マラッカ海

かい
峡
͖ΐう
周辺

の胡椒など地元の輸出品もあっ
た。このため西はマムルーク朝
やオスマン帝国から東は中国・
琉
りΎう
球
͖Ύう
までの商人が集まり，「マ

ラッカの港では84種類もの言葉
が聞かれる」といわれた。

1

　　౦ೆΞδΞॾౡ෦ͷΠε
ϥʔϜԽ　16世紀にマジャパヒ
ト朝が衰

͓とΖ
えると，古代以来のヒ

ンドゥー教・仏教文明は，バリ
島のヒンドゥー教を除き，諸島
部から姿を消してゆく。ただし
現在でも，諸島部のイスラーム
には，土着の慣習（アダット）と
並び，ヒンドゥー教の要素が混
在している。

2

௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと�

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ�
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

　　　　明から༌出された
をɼ༌出先の国とともにൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　Ұ
いち

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
　各種の税や労

Ζう
役
͖͑

を一
いͬ
括
かつ
して銀で納入する方法。

江
͜う
南
なΜ
地方で行われるようになり，

しだいに全国へ広がった。

3

　　 1�世紀の౦ΞδΞަ易　1��0年にຊۜ，1��0年にϝΩシίۜがྲྀ௨͢Δよ͏にͳΔͱ，ੜ
͖

ࢳ
いと

ɾݜ৫ɾಃ
とう

࣓
͡

ث
͖

ͳͲのࡍࠃΛങい͚ͭΔたΊに，໌
みΜ

にେྔのۜがྲྀれࠐ
͜

んͰいった。໌の
;

༟
Ώう


ͦう

のؒͰは，ໟൽༀ༻ਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

ͳͲのͥ
いた͘がྲྀߦした。 ಡΈղ͖ Կが交қとして取りҾきされていたのだΖうか。

̍

øù÷˃øù÷˃ øúü˃øúü˃÷˃÷˃øü˃øü˃ øü˃øü˃ ú÷˃ú÷˃ øü÷˃øü÷˃
ûü˃ûü˃

ø÷ü˃ø÷ü˃

Ā÷˃Ā÷˃

スマトラ島

バリ島

カリマンタン島
（ボルネオ）ジャワ島

台湾

江南
女真

ベンガル

マルク（モルッカ）
諸島

フィリピン諸島

セイロン島

マラッΧ（1511ʙ）

蝦夷ヶ島

南
イ
ン
ド
へ

ੴݟ
生野

マΧΦ
（1557ʙ）

໌

ࠃԦٿླྀ

νϟϯύʔ

ΞνΣԦࠃ

γϟϜ େӽ（ᴈே）

ே

Ϟϯΰϧ
（ᰀ᯳）

ຊ

εラόϠ

ジϣϗール

ύレンόン

アϢタϠ

ペグʵ

ブルωイ

マΧッαル

όンテン

ϓノンペンϓノンペン
ύタχύタχ ϗイアン

ϋノイアチェ

州
州ߌ

ೆ京

寧波 ો州

京

ᖟཅ

那

州

マχラ（1571ʙεペインྖ）

天

ࡖ


博多

山ז
南 シ ナ ւ

インυ༸

マ
ラッカ
ւ
ڦ

ଠ 　 平 　 ༸

 本 ւ

ア

ԫ
Տ


ߐ

ーム ル

ϝ

Ϡラプオャチ

ίン



黒
）ߐཽ

）

オϗーπクւ

ۜ
ۜ

ۜ

ᩛの
ໟൽༀ用

人ࢀ

生ࢳ
৫物ݜ

生ࢳ

生ࢳ
໖

アϝϦΧ大から

ಃ࣓ث

߳ਏ料

生ࢳ

王国のަқルートٿླྀ
ͦのଞのަқルート
ۜの流れ

イεラーム力の拠点都市
ポルトΨルの拠点都市
特࢈
ओなۚو属の࢈ۜ

　　 ༀ༻人
にΜ
ࢀ
͡Μ

2

　　 ਐ
しΜ
ߩ
͜う
船
ͤΜ
͕ฒͿಹ

な

は
ߓ
͜う

　
໌
みΜ

はேࣜܗߩ以֎のқΛ
ೝΊͳ͔ったたΊ，ேࠃߩ
Ͱ͋Δླྀ

りΎう
ٿ
͖Ύう

Ԧࠃはಠ
Ͳく


ͤΜ

త
て͖

に
ର໌қΛ͜͏ߦͱがͰ͖
た。Ԧのट

しΎ
ཬ
り


͡ΐう

ͱͦの֎
໌，ಹはߓ ͱ౦ೆアジアɾ
ຊɾே

ちΐう

ͤΜ

ౡΛ݁Ϳަқ
ηンλʔͱしͯൟ

はΜ
ӫ
͑い

した。
〈『琉球交易港図屛風』浦添市美術館蔵〉

3

　　 
͋か
ֆ
͑

　Ұমいた࣓ثにଟ
৭のإྉͰֆΛՃ͑ͯ࠶ͼমい
たのͰ，໌

みΜ
ظޙにྲྀߦした。

5

　　 ໌
みΜ
のۀ࢈　

ちΐう
ߐ
͜う

தྲྀҬが
৯ྉڅڙͱͳり，ʮބ

͜

͜う

ख़͢れ
ఱԼΔʯͱいΘれた。

4

景ಙ景ಙ

։෧։෧

州州

西҆西҆
ೆ京ೆ京

マΧΦ
（ポルトΨル）

マΧΦ
（ポルトΨル）

寧波寧波

上ւ上ւ
ો州ો州

州ߌ州ߌ

成都成都

京（ॱ天府）京（ॱ天府）

େӽ

໌

ே

 ߐߐ

ख़すれބ
天下る

ᷪभਓ

ਓࢁ

͜ ͜う

山西

広東

福建

浙江

安徽

江西湖広

大ӡ河
ಃ࣓ث
Ԙ

৫物ݜ
໖৫物

÷ û÷÷ĲĴ

#�

౦
ア
δ
ア

%��
ೆ
ɾ

౦
ೆ
ア
δ
ア

#�

౦
ア
δ
ア

$�


ຊ

‑教科書 p.137�138 より

�� の౦ɾ౦ೆΞδΞلd��ੈلੈ
国際қのൃలが、ೆでқ౷੍の対߅（ྂೆ）
につながͬた͜とがわかる。1570 年લ後に明の౷੍が؇
和された݁果、पԑ部で܉事 � ۀ力が಄した͜とが
わかる。

‑教科書 p.141�142 より

３部２章　アジア諸地域の成熟とヨーロッパの進出 １節　明の国際秩序と東・東南アジア��2 ��3

　

　

　

5

10

15

20

25

　

　

　

　

5

10

15

20

てڝ争激化しɼそのなかから܉事とۀが݁ͼつ͍た強力な৽ڵ勢力

が಄したɻ北ํではɼアルタンԦ家に加えて౦北の女
͡ΐ
ਅ
しΜ
人の間で統

߹が進みɼまた౦シナւでւ্勢力が࠶ฤされて͍ったɻ本ではɼ

強ݻな家ਉ団をฤ制しྖ域ࢧを広͛た戦国大໊がొしɼ৫
͓
ా
ͩ
信
のͿ

なが
・

豊
とよ
ਉ
とみ
ल
ͻで
٢
よし
がమ

てͬ
๒
Άう
をとり入れて貿易ࢁۜ・ߓをঠ

しΐう
Ѳ
あく
しશ国制

ͤい

は
を進めたɻ

統ҰをՌたしたल٢はɼ
わ
ሓ
͜う
をې止するҰํでɼւ外への進出を

ਤ
はか
ってே

ͪΐう

ͤΜ
ग़ฌをߦったɻこのため明

みΜ
との関がܾఆ的にѱ化しɼެࣜ

貿易の࠶։はࠔ難になったɻ豊ਉࢯに代わって権をѲ
に͗
ったಙ

とく

がわ
家
いえ
߁
やす
�

はɼೝՄを与
あた
えたग

しΎ
ҹ
いΜ
ધ
ͤΜ
を

たい

わΜ
・マカオ౦南アジアに

と
ߤ
͜う
さͤてݱ地

の中国人と交易さͤたɻ本との貿易は利ӹが大͖かったためɼマカ

オのポルトガル人ɼにڌ
きΐ
点
てΜ
を築͍たオランダ人本貿易にࢀ入

したɻ�

　このよ͏な変動に対しɼ明ではு
ͪΐう
ډ
きΐ
正
ͤい
が治のཱてしにめɼݕ地

とҰ
いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
法
Άう
のશ国的ࢪ

し
ߦ
͜う


かΜ
྅
りΐう
の統制強化を進めたɻしかしɼ中ԝ集権

的な改ֵは地ํのڷ
きΐう
ਈ
しΜ

ͦう
の発をങ͍ɼとりわけ治׆動が盛

さか
Μだった

ߐ
͜う
南
なΜ
はɼ൷の中৺地となったɻ地ํから੫として্͍͛ٵられた

ۜは྅・ୂ܉のҡ
い
࣋
͡
北ํӴに͡られたためɼ貿易の׆

かͬ
گ
きΐう
都市

のൟ
はΜ
ӫ
えい
にかかわらͣɼଜのځ

きΎう

΅う
が進Μだɻ����代Ҏ߱ɼ地نٿ

のפ冷化で災害がଟ発しɼଜはർ
ͻ
ฐ
い
したがɼ争のため༗ޮなखは

ଧたれͣɼ動・ཚが続発したɻ����ɼそのҰつで͋るཥ
り
ࣗ
͡

ͤい
ͷ

ཚによって北
ペ
ژ
Ωン
が߈

͜う
ུ
りΌく
されɼ明は໓

めつ

΅う
したɻ
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　��世لɼ明の
;
༟
Ώう

ͦう
の間で中国౦北のಛ産品で͋るໟൽༀ༻人

にΜ
ࢀ
͡Μ

のध
͡Ύ
ཁ
よう
がߴまるとɼそれまで明の間ࢧԼに͋った女ਅ人の間でɼ貿

易の利ӹをめ͙って߅
͜う
争
ͦう
が激化したɻ女ਅの統߹にޭしたψϧϋν�

（ଠ
たい

ͦ
）はɼീ

はͬ
ض
き
を基

き
൫
Μ
とした強ݻなࢧମ制をଧཱͪてɼ����に後

͜う

ۚ
きΜ
を建てて明に

ͪΐう

戦
ͤΜ

したɻ
あと
をܧ

つ
͍だϗンタイジ（ଠ

たい
फ
ͦう
）はϞンΰルに

進出しɼ北
΄く
ݩ
͛Μ
のϋーン家をैえたɻこれをػにɼ൴

かれ
は民族໊を女ਅから

ຬ
まΜ
ऱ
しΎう
に改めɼ����に国߸を大

ͩい
ਗ਼
しΜ
（ਗ਼）とఆめてߖఇをশ

しΐう
したɻここに

チンギス・クビライҎདྷのϞンΰル大ϋーンの地Ґはຬऱ人にҾ͖ܧが

れることになったɻ����にཥ自のཚで明が
た͓

れるとɼਗ਼はを

越
͜
えて北ژにભ

ͤΜ
都
と
しɼཥ自明のଘ勢力を࣍ʑに平ఆしたɻこ͏し

てਗ਼ߖఇは中
ͪΎう
華
か
�だɻ͍ܧఇの地Ґ受けߖ

　このこΖ中ԝϢーラシア౦ํではɼνϕοτڭがٸに֦大したɻ

��世ل後半にアルタンがؼ
き
ґ
え
したことを͖っかけにɼϞンΰル人が広

く信
しΜ
ไ
Άう
するよ͏になりɼ͍࣍でํのオイラト෦౦北のຬऱ人に広

がったɻこのためɼチϕット教のࢦಋऀで͋るμϥΠ⼠ϥϚのफ教的

権
けΜ
Җ
い
はɼパミールߴ原Ҏ౦の地域の大半を෴

͓͓
͏ことになったɻパミー

ルߴ原Ҏではイスラームが༏勢だったためɼ��世لҎ߱ɼ中ԝϢー

ラシアは౦のチϕット教とのイスラームと͍͏二つのफ教文
ͿΜ
化
か
ݍ
けΜ
に

かれることとなったɻダライ⼠ラマ権は܉事力د進のఏڙを受け

るために世
ͤ
ଏ
ͧく
勢力とఏ

てい

ܞ
けい

したことからɼϞンΰル・オイラトॾ෦族ਗ਼

はダライ⼠ラマのఏܞ૬खになΖ͏としてڝ
きͦ
͍߹ったɻ��世ل後半ɼオ

イラト෦のҰ෦族ジュンガルが勢力を広͛るとɼਗ਼はジュンガルとチ

ϕット教の保ऀޢの࠲を争͏こととなったɻ

ਗ਼のܗͱνϕοτ教ੈք
໌とのқによるརӹで಄したঁਅ（ຬऱ）人のۚޙはਗ਼へൃలしɼ໌に代Θͬͯ
த国をࢧするとともにɼϞンΰルを͑ͯνϕοト教ݍのໍओとなͬた。�

➡p.138� 2
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世界史の
中の日本

　ग
しΎ
ҹ
いΜ
ધ
ͤΜ
қの࣌には，

Ϛχラ（フΟリϐン）ɾϗイ
Ξン（ϕτφϜ）ɾΞϢλϠ
（γϟϜ）などの本ொがӫ
͑，人ͩけでな͘࿘

Ζう
人
にΜ
や

本をΘれたΧτリοΫ
׆がెڭ

かつ
༂
く
した。ΞϢλϠ

本ொの長であったࢁ
·
ా
ͩ
長
なが

政
·͞
は，қの͔たΘら本

人෦ୂをいて戦い，Ԧを
ॿけて׆༂したが，政争で
。されたࡴ

　　ே
ちΐう

ͤΜ
ग़ฌ　日本では文

ͿΜ
禄
Ζく
・

慶
͚い
長
ちΐう
の役

͖͑
，朝鮮では壬

͡Μ
辰
しΜ
・丁

てい
酉
Ώう

の倭
わ
乱
らΜ
という。日本軍は当初快

かい

進
しΜ
撃
͖͛
を続けたが，李

り
舜
しΎΜ
臣
しΜ
の朝鮮

水軍や明
みΜ
の援

͑Μ
軍
͙Μ
の反撃で苦戦し，

秀
ͻで
吉
よし
の死によって撤

てͬ
兵
い
した。

1

　　ຬ
·Μ
ऱ
しΎう
（ຬभ）　マンジュとい

う語の発音を写したもので，そ
れまでの女

͡ΐ
真
しΜ
に代わって民族名

とされた。後に彼
かΕ
らの原住地で

ある中国東北部を指す地域名と
しても用いられるようになった。

3

　　ύϛʔϧݪߴ以౦ͷΠε
ϥʔϜ　東トルキスタンは16世
紀までにほぼイスラーム化した
が，17世紀以降，チベット仏教
勢力のジュンガル，次いで清

しΜ
に

支配された。中国内地でも，イ
スラームは甘

かΜ
粛
しΎく
・陝

ͤΜ
西
ͤい
など西北

部中心に広まった（回
かい
民
みΜ
）。

4

　　ग
しΎ
ҹ
いΜ
ધ
ͤΜ
　中国・ベトナム・

インド産の生
͖
糸
いと
などを買い入れ，

銀・銅を輸出した。貿易拠
͖ΐ
点
てΜ
の

港市には居留地ができ，東南ア
ジアでは日本町が，九州では唐

とう

人
͡Μ
町
·ち
が栄えた。

2

　　　　豊
とよ

ਉ
とみ

ल
ͻで

吉
よし

とಙ
とく

川
がわ

Ո
いえ

康
やす

の対外ࡦについてɼͦれͧ
れཁしよう。

�͍

　νϕοτڭ（→p.3�）で
は，高ಙのૐ

ͦう
は

΅

Ḉ
͞つ

の化
͚

しΜ

とされ（化
͚

しΜ
ૐ
ͦう
，ると͢ڈࢮ，（

ੜまれมΘΓとೝ定された
உࣇをసੜऀとしてཆҭし
てܧ

͚い
ঝ
しΐう
さͤるసੜ૬ଓ੍

がとられた。ଟいる化
ૐのが࠷大फのήϧ
Ϋのμライ⼠ラϚであΓ，
17世紀にはνϕοτڭの
。ಋऀとなったࢦ高࠷

　明と世界各の݁ͼつきに
はどのような特があるかɼ
あなたの考えをઆ明しよう。

の·ͱΊ�અ

スマトラ島

カリマンタン島
（ボルネオ）

ベンガル

マルク（モルッカ）
諸島

セイロン島
南
イ
ン
ド
へ

（᮱ࢯ） 江南

別子

ੴݟ（ˠp.139）

ࠤ
൹ߕ

生野

台湾

εラόϠ

アチェ

マラッΧ
（1�41ʙΦランμྖ）

όタϰΟア
（1�19ʙ）

ジϣϗール

州
州ߌ

ೆ京

寧波 ો州

アϢタϠ
Ϧコール

ύタχ

ペグʵ

京

ᖟཅ

ࡖ

࡚


ฏ戸

দલ

山ז

アンϘイφ

マΧッαル

マχラ

θーランデΟア
（1�24ʙ�1）όンテン

ϓノンペンϓノンペン
ϗイアン

マΧΦ

ϋノイ

吉ྛ

天
山ւ関



ブルωイ

໌

όϯςϯԦࠃ

λϯάʔே

େӽγϟϜ

ϑΟϦϐϯ
（εϖΠϯྖ）

ࠃԦٿླྀ

ே

ϚλϥϜԦࠃ

ຊ
՜Ҕ

（Ṅࢯ）

ۚޙ

øù÷˃øù÷˃ øúü˃øúü˃÷˃÷˃ øü˃øü˃øü˃øü˃ ú÷˃ú÷˃ øü÷˃øü÷˃ ûü˃ûü˃

ø÷ü˃ø÷ü˃

Ā÷˃Ā÷˃

南 シ ナ ւ

ଠ 　 平 　 ༸

 本 ւ

ア

ԫ
Տ

チャオ
プラϠ

ߐ

ーム ル

黒
）ߐཽ

）

オϗーπクւ

ϝίン

インυ༸

マ
ラッカ
ւ
ڦ

ւ࢈物
ۚ

ۚ

ۜಔ
ۜ

ۜ

ᩛの
ໟൽ

生ࢳ

生ࢳ
໖

アϝϦΧ大から

ಃ࣓ث

߳ਏ料

生ࢳ
৫物ݜ

ༀ用
人ࢀ

1�09年　Ḉຎൡの
支配下になる

1�1�年
ঁ真人のψルϋチ
が後ۚをݐてる

1�03年
戸ນ府成立ߐ

生ࢳ

गҹધのߤ࿏
ͦのଞのަқルート
ۜの流れ
ே出ฌ

（1592ʙ93 97ʙ98）

イεラーム力の拠点都市
ポルトΨルの拠点都市
Φランμの拠点都市
特࢈
ओなۚو属の࢈ۚ

　　 1�世紀ॳΊの౦ΞδΞަ易　ໟൽɾਓ
にΜ

ࢀ
͡Μ

қΛѲ
に͗

Δޙ
͜う

ۚ
͖Μ

ͱۚۜಔΛ๛にͭ
๛
とよ

ਉ
とみ

ɾಙ
とく

川
がわ

ݖがྗΛཱ֬し，ւ্ͰはṄ
てい

ҰͱϙルτΨルɾΦランμͳͲがࢯ
қΛڝ

͖ͦ
った。໌

みΜ
ͱқͰ͖ͳいຊ，ग

しΎ
ҹ
いΜ

ધ
ͤΜ

Λ
は

ݣ
͚Μ

しͯத
ちΎう

ܧ
͚い

қΛߦった。 
ಡΈղ͖ गҹધのߤ࿏からわかる日本とւ外とのқはԿだΖうか。

1

　　 ϙλϥٶ　νϕッτのラαに͋Δྺμライ⼠ラ
Ϛのٶ

͖Ύう
఼
でΜ

Ͱ，໊લは؍
かΜ

Ի
のΜ


΅

Ḉ
͞つ

のʮิ
;

ଫ
ͩ

མ
らく

ʯに༝དྷ͢
Δ。1�ੈلにμライ⼠ラϚ̑ੈがӦした。

4

世界
遺産

　　 ྻͯ͠ס
͚Μ
ོ
りΎう
ఇの؍

かΜ
Ӿ
͑つ
Λड͚Δീ

はͬ
ض
͖

　ീضはീͭの͔ஂ܉Β
ͳΔࣄ܉ɾߦ৫Ͱ，֤ஂ܉はຬ

·Μ
ऱ
しΎう

ɾ
う

ݹ
͜

ɾ
かΜ

܉
͙Μ

の̏܉Ͱߏ
されΔ。৭͚したضҹͰ۠ผしたのͰീضͱよれ，ͯ͢の
Ոਉɾ領ຽはいͣれ͔のضにॴଐしͯฌ

へい

͖͑

ɾ࿑
Ζう


͖͑

ɾೲ੫ͳͲのٛ
Λෛった。தࠃ

ͤい

;く

ޙ
͝

は，ɾɾۀにै܉ͣͤࣄਓɾ
かΜ

྅
りΐう

Λग़͢ಛڃ֊ݖΛܗした。

3

ఇོס
　　 

と
ߤ
͜う

ΛڐՄ͢
Δग

しΎ
ҹ
いΜ
ঢ়
͡ΐう

2

〈相国寺蔵〉
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３部２章　アジア諸地域の成熟とヨーロッパの進出 １節　明の国際秩序と東・東南アジア��0 ���
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ͦう
代Ҏ߱の中国はɼ人ʑが力経ࡁ力にԠ͡て科

か
挙
きΐ
受験・ۀ・

地経営出
で
Ք
かͤ
͗ɼখ作なͲを選

ͤΜ

たく
するྲྀ動的な社会で͋ったɻ科挙によっ

て
かΜ
྅
りΐう
の֨ࢿをಘた໊࢜は明

みΜ
代にはڷ

きΐう
ਈ
しΜ
とよれɼ地域社会で勢

ͤい
Җ
い
を

ったɻڷਈはɼ経ࡁ的には地主で͋ることがҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
的
てき
だったがɼ科挙߹

֨は難し͍͏えにಛ権はҰ代ݶりだったためɼ世
ͤ
ऻ
しΎう
的
てき
なྖ主地主و族

は生まれͣɼ༗力ऀのإ
か͓
৮
Ϳ
れはৗに入れସ

か
わったɻۀの中৺はɼখ作

をしながら෭ۀとしてखۀを営Ήখ民の家族経営で͋りɼҰかॴで

大人を
し

えき
するよ͏な地主の大ن経営はҰൠ的ではなかったɻ

　��世لから��世لにかけてɼߐ
͜う
南
なΜ
地ํの都市の

;
༟
Ώう

ͦう
を中৺にɼ華

か

ඒ
ͼ
な文化がӫえたɻ൛ҹによる出൛大ऺ芸が盛

さか
Μになりɼ「࢛

大ح
き
ॻ
しΐ
」なͲのখઆが人気を博したɻ民ऺの間でのҿ༻ಃ

とう
࣓
͡
ث
き
の

が広まりɼҥྨຑ༺
あさ
から保Թ性に༏

す͙
れる໖に変わったɻ思想໘ではɼ

科挙ࢼ験のための学問となってࣜܗ化したग
しΎ
ࢠ
し
学
がく
への൷の動͖がݱれɼ

Ԧ
͓う
क
しΎ
ਔ
͡Μ
（Ԧ

͓う
ཅ
よう
໌
めい
）がઆ͍たཅ໌ֶはɼݸ人の৺をॏΜ࣮͡

ͬ͡
ફ
ͤΜ
をॏࢹして

のࣾձͱจԽظޙ໌
ਈら༟のؒで՚ඒなڷ部ではࢢೆ地ํなどの都ߐɼظޙをఄした໌گが活ࡁܦ
文Խがӫ͑た。ग़版やܳはຽऺにもਁಁしɼϤーロούのࣝもདྷした。

➡p.125
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1 3

4

➡p.12�

14�2 ʙ 1�2� 1

人ʑの৺をとらえたɻまたɼ科学ٕ術への関৺がߴまりɼ学・産ٕۀ

術なͲଟくので࣮༻ॻがஶ
あらわ
されたɻイエズス会をは͡めとするキリ

スト教宣教師がདྷߤしɼヨーロッパのఱ文学・ྐྵ
れき

学
がく

・地ཧ学・学・๒
΄う

術
͡Ύつ
なͲのٕࣝ術をたらしたことɼ科学ٕ術への関৺を

し
激
͛き
したɻ

　��世لに国際貿易が盛Μになるとɼ明のप
しΎう
ԑ
えΜ
෦
Ϳ
ではɼن制を破って

貿易の利ӹをಘよ͏とする動͖が׆発化したɻ北ํからはϞンΰルのア

ルタンが৵
しΜ
入
にΎう
を܁

く
りฦしɼ南ํではւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্でのࢲ貿易ւ

かい

ͧく

ظޙ）ͼ激化し࠶動が׆
わ
ሓ
͜う
）ɼ南北からの圧力は����代に点に達

したɻこれらは୯なるུ
りΌく
ୣ
ͩつ
ே⼠ې動ではなくɼ明のւߦ

ͪΐう
ߩ
͜う
ମ制に対

たい
߅
͜う
し

て貿易をٻめる南北ڞ௨の動͖で͋りɼ国際貿易の主ಋ権をめ͙る߅争

で͋ったɻ対Ԡをഭ
ͤま
られた明はɼ����લ後につ͍にࡦをస

てΜ

かΜ
しɼ

南ํではւېを؇
Ώる
めて本Ҏ外との民間貿易（ޓ

͝
ࢢ
し
）をೝめɼ北ํでア

ルタンとߨして国境貿易にԠ͡たɻ�

　このよ͏な貿易の׆発化によっての統制が่
くͣ
れるとɼ利ӹをٻめ

2 ➡p.170

5 �

��ʙ��ੈلのқΛΊ͙Δಈ͖ͱ࣏ɾࣾձมಈ
国際қが活ൃԽするとɼさま͟まなྗがқのརӹをٻめͯিಥした。海ې⼠
ேߩମ੍が่れͯࢢޓқが։かれɼࣄ܉とۀが結びついた৽ڵྗが成した。

AMUBO

150�ʙ�2

2 1

�

23

ɹ໌
ΈΜ
ʹɼϤʔϩούͷΠΤζεձએ͕ࢣڭ๚

͓ͱͣ
ΕɼΩϦετڭͷ

ڭͷͨΊɼ༸ͷՊֶࣝΛΊΔ͜ͱΛར༻ͨ͠ɻͦͷ͕ࣝ
໌ͷਓʑʹ༩

͋ͨ
͑ͨӨ

͍͑
ڹ
͖ΐ͏
Λɼࢿྉ͔ΒಡΈऔΖ͏ɻ

Πエζス会એ教ࢣが明ʹ͑ͨ世界

ಡΈղ͖ 図ɹのなかでɼϤーϩッύから中国に来したものはԿだΖうか。また図ɹではɼϤーϩッύのどのような考
えํがわっているといえるだΖうか。Q���なども踏

;
まえて考えよう。

5 �

　　ཅ
よう
໌
Ίい
ֶ
がく
ͷࢥ　朱

しΎ
子
し
学
がく
も陽

明学も，人には誰
ͩΕ
でもあるべき

道徳（理）が生来備わっていると
する点では共通している。朱子
学では学問や修養に励

は͛
むことで

それに到
とう
達
たつ
できるとするが，陽

明学は，人には本来，理が備わっ
ているのだから心のままに実

ͬ͡
践
ͤΜ

すること（知
ち
行
͜う
合
͝う
一
いつ
）を説いた。

1

　　
わ
ሓ
͜う
　明

みΜ
の海

かい
禁
͖Μ
政策を破っ

て私貿易を行う武装海商たちで，
後期倭寇は，中国東南沿海部の
人々が数多く加わった。本

΄Μ
拠
͖ΐ
地
ち

は福
;ͬ
建
͚Μ
・浙

ͤͬ
江
͜う
南部から日本の九

州西部にかけて広がっていた。

2

қやւࢲ　　　　
かい


ͧく

動の׆
૿加に対する明の対応につい
てɼൈ

͵

き出ͦう。

�͍

ɹ໌
ΈΜ
ɼࡁܦͷൃలʹΑͬͯࣾձશମͰੜ׆ਫ४্͕͠ɼࢢͷ


;
༟
Ώ͏

ͦ͏
͚ͩͰͳ͘ॸ

͠ΐ
ຽ
ΈΜ
จԽΛڗ

͖ΐ͏
ड
͡Ύ
͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜͜Ͱಛʹ

ֆרຊͷૠ
͞͠
ֆ
͑
ʹয

͠ΐ͏

ͯΜ
Λͯɼ໌ͷࣾձͷಛ

ͱ͘

ͪΐ͏
ΛͯݟΈΑ͏ɻ

ֆרɾૠֆから読み解く明代の社会

ಡΈղ͖ 図　はどのような人が࡞
成させたのだΖうか。図　と図　は
どのような人々が読んでいたのだΖ
うか。これら資料から読み取った໌
代の社会の特

とく

ちΐう
はどのようなものかɼ

本文も踏
;
まえて考えよう。

1

3 4

文化から見る
当時の社会

　　 1�世紀の໌ΛऔΓ͘רঢ়
͡ΐう

گ
͖ΐう

த͝Ζの໌のೆ北のل1�ੈ　
ಈཚは，ւ

かい
ې
͖Μ

⼠ே
ちΐう

ߩ
͜う

ମ੍にରしͯ
қの։์ΛٻΊΔಈ͖ͩった。
қͰྲྀೖしたۜは，੫ͱしͯ
ूΊΒれͯͱ北ํӴのたΊ
にૹΒれた。

�

京京

ঁਅ

ຊ

ۜ

ۜ

ަқ

ೆ京໌


ሓ

Ϟϯΰϧ

大
運
Տ

ۜの動き

　　 h ࠕ
͜Μ
༫
よ
ສ
Μ
ࠃ
͜く
全
ͥΜ
図
ͣ
ɹɦੈքਤのདྷは，தࠃがアジアのҰࠃに͗͢

ͳい͜ͱ，ٿがܗٿͰ͋Δ͜ͱΛ͑ڭ，ি
しΐう

ܸ
͖͛

Λ༩
͋た

͑た。ҰํͰ，
தࠃに߹ΘͤͯアジアΛதԝにඳ

͑が
いͯいΔ。〈宮城県図書館蔵〉

�

　　 イΤζスձએل1�ੈ　ࢣڭにフランシスί⼠βϏΤルが
のたΊにຊɾ໌ڭ

みΜ
Λ๚れた。໌にདྷ๚したϚςΦ⼠リッνはੈ

քਤのh ࠕ
͜Μ

༫
よ

ສ
Μ

ࠃ
͜く

શ
ͥΜ

ਤ
ͣ

Λɦ࡞し，·たΤΫϨイσスʢˠQ��1ʣの
ز
͖

Կ
か

ֶ
がく

Λঃ
͡ΐ

ޫ
͜う

ܒ
͚い

ͱͱに༁しͯh ز
͖

Կ
か

ݪ
͛Μ

ຊ
ΆΜ

ͱɦしͯ
しΐう

հ
かい

した。

̑

　　 ໌
みΜ
のओͳॻ2

へんさん

ฤࢊ
事ۀ

実用書

ほんͧうこうもく り じ ちん

ʰຊߝ �ɦཥ時ɹༀ学ॻ
ʰఱ։ �ɦ応ɹ産ٕۀ術ॻ
ʰશॻ �ɦঃޫܒɹۀॻ
ʰਸఓྐྵॻ �ɦঃޫܒなどɹ
��イエズス会࢜のڠ力をಘたྐྵ法ॻ

てんこうかいͿつ

のうせいͥんしΐ

そうおうせい

じΐこうけい

すうていれきしΐ

えいらくたいてん

ʰӬָେయ �ɦ古今の文ݙの集

しΐみん

ॸຽ
文学

すい こ でん

きんいい

し えん ͗さんごく

ʰ༡ه �ɦݰᇊのཱྀが題ࡐの読み
ʰۚළക �ɦ社会෩ଏを描く読み
ʰਫᕴ �ɦ代の߽ܼを描く読み
ʰࢤࠃࡾԋٛʱྺ をとにした࢙
　　　　　　　読みɹ࢛େحॻ

きさいΏう ͛Μ͡ ΐ͏

　　 h ఱ
てΜ

͜う
։
かい

Ϳつ

　ɦՖ
はな




༷
よう

Λ
৫りग़しͯいΔ。ૠ

͞し
ֆ
͑

ͱઆ໌
ΛΈ߹ΘͤΔॻがྲྀߦし，
さ·͟·ͳのٕज़ॻが
൛ҹͰۀग़൛された。

3

　　 h 西
͞い
༡
Ώう
ه
͖

　ɦޘ
͝

ָ
らく

ͱしͯ
ຊがಡ·れΔよ͏にͳり，さ
·͟·ͳジϟンルの࡞がग़
൛された。ޠޱͰॻ͔れૠ

͞し
ֆ
͑

のೖったখઆ	ಡΈ
がਓؾ
Λതし，࢜

し
େ
たい


;

͔Βॸ
しΐ

ຽ
みΜ

·Ͱ
ଟ͘のಡऀΛಘた。

4

　　 h 
わ
ሓ
͜う
図
ͣ
ר
かΜ

　ɦ1��8
年の໌

みΜ
ͱ܉

わ
ሓ
͜う

のઓいΛ
ඳいたֆר。ܸ

͖͛
ୀ
たい

に͋たっ
た໌のߴがޭΛݦ

͚Μ
জ
しΐう

͢ΔたΊにͭ͘Βͤた
のͰ，߹ઓのܠがߴՁ
ͳݜ

͚Μ



に๛͔ͳ৭
し͖

࠼
͞い

Ͱඳ
͑が

͔れͯいΔ。ߐ
͜う

ೆ
なΜ

のࢢ
Ͱは，χϡʔスతͳׂΛ
߽ͭ

͝う
՚
か

ͳֆר໊ըの
ෳが

͞か
んにͭ͘Βれ，


;

༟
Ώう


ͦう

のؒͰྲྀߦした。

1

〈『倭寇図巻』東京大学史料編纂所蔵〉
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　��世لに国際貿易が盛Μになるとɼ明のप
しΎう
ԑ
えΜ
෦
Ϳ
ではɼن制を破って

貿易の利ӹをಘよ͏とする動͖が׆発化したɻ北ํからはϞンΰルのア

てڝ争激化しɼそのなかから܉事とۀが݁ͼつ͍た強力な৽ڵ勢力

が಄したɻ北ํではɼアルタンԦ家に加えて౦北の女

したɻこれらは୯なるུ
りΌく
ୣ
ͩつ
ே⼠ې動ではなくɼ明のւߦ

ͪΐう
ߩ
͜う
ମ制に対

たい
߅
͜う
し

て貿易をٻめる南北ڞ௨の動͖で͋りɼ国際貿易の主ಋ権をめ͙る߅争

で͋ったɻ対Ԡをഭ
ͤま
られた明はɼ����લ後につ͍にࡦをస

てΜ

かΜ
しɼ

南ํではւېを؇
Ώる
めて本Ҏ外との民間貿易（ޓ

͝
ࢢ
し
）をೝめɼ北ํでア

ルタンとߨして国境貿易にԠ͡たɻ�

　このよ͏な貿易の׆発化によっての統制が่
くͣ
れるとɼ利ӹをٻめ
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明の対外ࡦが消ۃ化した後はɼ代わりにํへの߳
͜う
ਏ
しΜ
ྉ
りΐう
༌出を৳

の
しɼ

໖をたらすインυのムスリム人なͲを௨͡てɼイスラームを受け

入れたɻその݁Ռɼマラッカがࢧする貿易ネットϫークを௨͡てɼॾ

島෦各地にイスラームが広がり࢝めたɻ�

　Ұํɼ౦南アジア大෦ではɼ明の܉事圧力に対
たい
߅
͜う
しつつɼから
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ͪΐう
ߩ
͜う
貿易ླྀ

ったɻ南Լするタイ人にԡߦ発に׆との貿易をٿ
͓
されてカンϘジアの勢

力は後ୀしɼ��世لにはアンίールの都をࣺててɼϝίンྲྀ域に中

৺を移したɻビルマ人タイ人を௨͡てɼラオス・カンϘジアをؚ
;く
Ή広

͍ൣ
はΜ
ғ
い
に্

͡ΐう
࠲
͟
ڭが広まりɼヒンυΡー教・大教はਰ

すい
ୀ
たい
したɻҰํ

ϕトナム（大
ͩい
越
えつ
）ではɼ明のࢧをܸ

͛き
ୀ
たい
したᴈ

れい
ேがɼே

ͪΐう

ͤΜ
とಉ༷にɼ明の

制度Րٕث術をとり入れて国家ମ制を強化しɼ南進ࡦをとってチャ

ンパーに大ଧܸを与
あた
えたɻ大越ɼ明へのேߩなͲ貿易を盛

さか
Μにߦったɻ
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2
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　「��世لのػة」からの෮ڵが՝題だった明代લ半はଜの保ޢとݱ

ௐ達のํࡦがとられɼ人とࡒ՟の移動がগな͍時ظだったɻしかしɼ

��世ل͝Ζから世界の気候がԹஆ化にか͏とɼ明にお͍てۀ

生産の্とखۀ・ۀの発లがみられɼさらに「大ߤւ時代」の国際

的なۀの׆発化と݁ͼつ͍てɼ経ࡁがஶ
いͪ͡る
し͍৳ͼをみͤたɻ

　人ޱは��世لには̍ԯを
͜
えたがɼその半を

し
めるߐ

͜う
南
なΜ
地ํが

経ࡁ発లをݗ
けΜ
Ҿ
いΜ
したɻ

ͪΐう
ߐ
͜う
Լྲྀ域のߐೆσϧλのਫా地ଳはこのこΖ΄

΅։発しਚ
つ
くされɼ৽品छのಋ入ٕ術改ྑで生産性がߴめられたɻਫ

ాにかな͍ॴでは໖Ֆ܂
くわ
と͍った品作の（ྉࣂのࢋ）

さい
ഓ
い
が広

がりɼ生
き
ࢳ
いと
が発達したɻ代わってۀ৫・໖৫なͲの家制खݜ・

Ҵ
いな
作
さく
の中৺地はߐ中ྲྀ域のބ

͜
広
͜う
ބ）

͜
北
΄く
ބ・

͜
南
なΜ
）ߐ

͜う

ͤい
に移りɼ品作

のഓ品生産が盛Μなߐ南地ํとの間で地域間ۀが進ΜだɻҰ

ํɼۀにݶ界の͋る地域ではɼそれをิ͏ためۀにಛ化する動͖が

ࢁれたɻ෦出のݱ
さΜ

ͤい
ਓɾᷪ

き
भ
しΎう
ਓはԘのઐച܉

͙Μ
ध
͡Ύ
を୲

にな
ってڊ

きΐ

大
ͩい
なを築͖ɼԊւ෦の福建の人ʑはւ

かい
ې
きΜ
を破ってւ্交易にりだし

たɻ൴
かれ
らは݂

けつ
ԑ
えΜ
・地ԑで強ݻに݁ͼつ͍ておりɼ各地の都市に会

かい
ؗ
かΜ
・ެ

͜う

ॴ
しΐ
をつくってಉڷ出ऀ・ಉऀۀなͲの׆動ڌ

きΐ
点
てΜ
としたɻ�

　ಃ
とう
࣓
͡
ث
き
とੜࢳはɼ代ද的な世界品として本アジアɼヨーロッ

パにまで༌出されたɻアジアւ域の貿易ではɼヨーロッパけの౦南ア

ジア産߳ਏྉの༌出と本けの中国産生ࢳの༌出がಛに盛Μだった

がɼヨーロッパ本には中国に対してめ΅し͍品がなかったためɼ

ۜがࢧ
し

はら
͍に༻͍られたɻ��世لにຊۜ・ϝΩγίۜの産出・ྲྀ௨

がٸ増するとɼ貿易を௨して大量のۜが明にྲྀれࠐ
͜
Μだɻ明はॳࢴ

し
ฎ
い

をྲྀ௨さͤよ͏としたがࣦഊしておりɼւ外からଟ量のۜがྲྀ入するとɼ

ۜの༻がҰ
いͬ
ൠ
ͺΜ
化
か
したɻೲ੫でۜでೲめるҰ

いͪ

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
が広まったɻ

のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌
ೆ地ํをத৺にめߐにلは16世ࡁܦにɼ໌のܠの成と国際қのོをഎۀ࢈
͟ましくൃలした。қを௨したۜのྲྀೖのܹ૿によͬͯɼۜの用がਁಁした。�
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　　ϚϥοΧͷқωοτϫʔ
Ϋ　マラッカは，マルク（モルッ
カ）諸島の香

͜う
辛
しΜ
料
りΐう
，ジャワの胡

͜
椒
しΐう

など東南アジア全域の商品の集
散地となり，マラッカ海

かい
峡
͖ΐう
周辺

の胡椒など地元の輸出品もあっ
た。このため西はマムルーク朝
やオスマン帝国から東は中国・
琉
りΎう
球
͖Ύう
までの商人が集まり，「マ

ラッカの港では84種類もの言葉
が聞かれる」といわれた。

1

　　౦ೆΞδΞॾౡ෦ͷΠε
ϥʔϜԽ　16世紀にマジャパヒ
ト朝が衰

͓とΖ
えると，古代以来のヒ

ンドゥー教・仏教文明は，バリ
島のヒンドゥー教を除き，諸島
部から姿を消してゆく。ただし
現在でも，諸島部のイスラーム
には，土着の慣習（アダット）と
並び，ヒンドゥー教の要素が混
在している。

2

௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと�

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ�
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

　　　　明から༌出された
をɼ༌出先の国とともにൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　Ұ
いち

͡ΐう
ฬ
Μ
๏
Άう
　各種の税や労

Ζう
役
͖͑

を一
いͬ
括
かつ
して銀で納入する方法。

江
͜う
南
なΜ
地方で行われるようになり，

しだいに全国へ広がった。
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　　 1�世紀の౦ΞδΞަ易　1��0年にຊۜ，1��0年にϝΩシίۜがྲྀ௨͢Δよ͏にͳΔͱ，ੜ
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ࢳ
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ߩ
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ߓ
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主に華北で発లした༁教
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で༥合した。教をは͡めҬ文Խもྲྀೖしɼ代には国際৭๛かな文Խがӫ͑た。

�

5

3�� ʙ 42� 3�� ͝Ζʙ 3�� ͝Ζ 344 ͝Ζʙ 4�� ͝Ζ

ͤいいき

1 ̎ 3 史料

૾ɼߐ南で発達したࢻ文ॻ・画はɼ༡民と人ɼ華北とߐ南と͍っ

たҧ
ͪが
͍を

͜
えて広く受け入れられɼさらに時代地域をえて後世ま

でॏΜ͡られたɻཥ
り

まらͣ本をは͡め字文

　ଟ༷な文化に
かΜよう

̐世لҎ߱ɼ中ԝアジア出のૐ

で盛
さか
Μになりɼߐ南でو族たͪに広まったɻ北ேから唐にかけてɼڊ

大
ͩい
なੴ

ͤͬ
۸
くつ
を受けてӫえɼయのޢӃがつくられるなͲ教は国家的保ࣉ

伝དྷ・
΄Μ

༁
やく

が進Μでఱ

ํɼ外དྷの教のී
;

ͤΜ

　がて唐代後半になるとɼこのよ͏な国際色豊かでී

からɼ古文の෮ڵを主ுしたؖ

にࠜざしɼ代に
も

�

��1 ʙ ��2 �12 ʙ ��� ��2 ʙ �4� 4

1

➡p.15 �

2
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文化から見る
当時の社会

ɹ
ͱ͏
ͷ࣌ʹɼೆͷ౷߹ͱ

͍͞
Ҭ
͍͖
จԽͷྲྀೖʹΑΓɼࡍࠃ৭๛͔ͳจԽ͕ͮ͘ܗΒ

Εͨɻ͞·͟·ͳࢿྉ͔ΒɼͷจԽͷੑࡍࠃΛͯݟΈΑ͏ɻ

色๛かͳの文化ࡍࠃ

ಡΈղ͖ 史料に記された「މ
͜͜
ۂ
͖ΐく͖ΐく
をɼ図ɹʙɹからそれͧれબ΅う。またɼ図ɹʙɹや史料をࠜ「މ」「৯މ」「

͜Μ͜Μ
拠
͖ΐ͖ΐ
にɼ交通

の発展は文化に対してどのような影
͑い
響
͖ΐう
をٴ

͓よ
΅したのか考えよう。

1 3 1 3

2

2

　　ੈքफڭͷ
でΜ

ͺ
　この時期，

特定の民族や地域を超
͜
えて信

しΜ
仰
͜う

される世界宗教が広まった。仏
教に加え，新たに西方からϚχ
ゾロアスター教（䉷・ڭ

͚Μ
ڭ
͖ΐう
，→p. 

63）・ネストリウス派キリスト
教（ܠ

͚い
ڭ
͖ΐう
，→p.79）・イスラーム

（後に回
かい
教
͖ΐう
とよばれる，→p.93）

が伝来した。

1

�͍

　ڭはೆ
なΜ

΅く
ே
ちΐう
͔らᡬ

ͣい

とう
に

͔けてԦࣨɾوにまっ
たが，֎དྷफڭであること
͔らたͼたͼഇ

はい

Ϳつ
事݅がى

こった。一ํでڭのͭ
વとした経యɾٛڭɾڭ
ஂ৫は，ठڭɾಓڭに
ମܥ化，৫化をଅ

うなが
した。

やがてத国ࣾձでは，ठڭ
を公ೝの政ࢥ࣏としͭͭ，
ಓڭを信͡ڭֶͿとい
͏あΓํが定ணしていった。

ɹٶ中Իָではމ
͜
ۂ
͖ΐく
がまれɼو人

の৯事はことごとくމ৯がڙされɼ
分の͋るஉ性もঁ性もօ

みな
を着މ

るまでになった。� 〈『旧唐書』より要約〉

ݰ
͛Μ
फ
ͦう
時の

ͪΐう
҆
あΜ
のྲྀߦ

࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ

ಡΈղ͖ 史料ɹのࢻ
Ҿこう。またɼ史料ɹは日本のوにとってどのようなଘࡏだっ
たのかɼ考えよう。

4 5

4

ɹ৾
͠Μ

ͱ͏
จԽɼࣈจ

ͿΜ
Խ
͔

ຊͰͲͷΑ͏ʹͷจԽ͕ड༰͞Ε͍ͯͨͷ͔ͯݟΈΑ͏ɻ

ΞジΞ֤ʹ·る文化

　　 ֎出͢Δٶ
͖Ύう
ఊ
てい
の人ʑ　ঁੑたͪのؒͰは，މ

͜

;く

ͱよれΔ，
つつ

କ
ͦで

Ͱମにͽったり
Ԋ͏西ํझ

しΎ
ຯ
み

のがྲྀߦした。މͱは，࣌ιάυΛࢦした。
1

ɹઇのたいそう高くつもった日
「গ

しΐう
ೲ
な
ݴ
͝Μ
よɼ߳

͜う

Ζ
ๆ
΄う
のઇ

でɼ֨
͜う
ࢠ
し
を͋げɼみすを

「ʜന
はく
ࢯ
し
文
Μ
ू
͡Ύう
のࢻは

సはききませんわ。やっͺりこちらのػ
るに;さわしいํよ。」とɼみんなにいわれた。�

ʰປ
まくらの

ͦう
ࢠ
し
ʢɦ����͝Ζʣ

࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ

　 h ປࢠ 　ɦຊの
ฏ҆࣌の࡞。౻

;͡
ݪ
わらの

ོ
たか

の່
ΉすΊ

，த
ちΎう

ٶ
͙う

ఆ
てい

ࢠ
し

に͑
Δਗ਼

ͤい
গ
しΐう

ೲ
な

ݴ
͝Μ

が，ٶ
͖Ύう

ఊ
てい

ੜ׆
Λهしたਵ

ͣい
ච
ͻつ

。

5

　　 ന
はく
ډ
͖ΐ
易
い
の

とう
ࢻ
し

　
のࢻਓͰ͋Δനډқが，

ちΐう

҆
͋Μ

͔Βํࠨ
͞

ભ
ͤΜ

され，
ን
Ζ

ࢁ
͟Μ

の;ͱに
ͦう

҇
͋Μ

Λݐ
ͯたͱ͖によんͩࢻ。

4

　　 ൃ
はͬ
۷
くつ
͞Εͨখഴค৯

খഴのคٕज़は西ํ༝དྷͰ͋
Δ。খഴคΛった৯は
にݱれ，ʮމ

͜
ṷ
へい

ʯʮމ৯ʯͱよれ
た。

とう
にはຽऺにͱっͯ

ৗతͳ৯ͱͳっͯいた。

2

　　 
とう
三
͞Μ
࠼
͞い

　લ໘のਓがͭ࣋
ݭ
͛Μ

ָ
がͬ

ث
͖

はඐ
び

ഀ
わ

ͱよれ，ຊに
Θった。

3

Ҭ͔Β͖ͨͱ
ΘΕΔϥΫμࢥ

ָஂ

�

ᲇ ৾ ೆ  ே 時 

จ

ɹ
ɹܳ

फ

ɹ
ɹڭ

　ࢥ 清ஊがྲྀߦ�「ྛのࣣݡ」

ը
ॻ

ࢻ

ɹจ



ɹڭ

ಓ
ڭ

ℎ೭（東৾）…画 「ঁ史ᝯ図」ސ

王ᠩ೭（東৾）…書　ᑵॻ・ߦॻ・ॻを芸術化　

　田Ԃࢻ人…ಃજ（ಃ明）（東৾）hڈؼདྷࣙʱ
㞺ၭ体（�字・�字の対۟・ӆを༻͍た華麗な文ষ）࢛　
　がྲྀߦ�昭明太子（ྊ）h文બ をɦฤ集

　དྷૐ　図（ブυチンΨ）�ُᣍ（クチャ）出
　　　　　ോຎཏ （ॄクマラジーϰΝ）�య༁
　　　　　達ຏ（μルマ）�インυૐɼષफの࢝
　ҹૐ…法ݦ（東৾）h国記ʱ
　ੴ۸寺院…ರᗅ（ല高۸）・Ӣቋ・ཽ

ਆઋ思想・儒家・ಓ家・教・民間信仰を取り入れたफ教
　ሓݠ೭（ᲇ）がಓ教教団をཱ֬ɼ北ᲇの保ޢを受ける

ᡬ　　時　

จ

ɹ
ɹܳ

फ

ɹ
ɹڭ

ը
ॻ

ྺ代ߖఇの保ޢにより発ల

ࢻ
จ



ɹڭ
ಓ
ڭ

ͦのଞ

　ࢻ…ཥന・ైำ・王ҡ・നډқ
　古文（の文体）の෮ڵ�ؖṺ・༄फ元

マχ教・κϩアεター教（䉷教）・　
ωεトϦεΩϦεト教（景教）・イεラーム

　宮廷・و族の保ޢで隆盛
　天फ・ષफ・ড়फなͲफ派がཱ
　ҹૐ…ݰᇊh 大西Ҭ記 ɼɦ義ড়h ೆւؼد内法ʱ

ॾ解ऍ（܇ᨉ学）を整ཧする動͖�ӱ達h 正義ʱܦޒ

ᮠ立本�人画　ޖಓࢁ�ݰਫ画

Ԥཅᨑ・㬗ྑ・إ真ᷭ

ʲܳ r三࠼�・色・നなͲの࠼色をしたಃث

֎
དྷ
फ
ڭ
ठ
ֶ

しん�ͣこ�がい�し

おう�͗���し

き�きΐらいのじ

し�Ζくんれいたい

とうせん���とうえんめい とうしん

とんこう っこうくつせっくつ

ほっけん

くɹまɹら�じΎう

Ϳっ�と� ちΐう

うんこう りΎうもん

こうけん�し

しんせん

けんきΐう

けいきΐう

てんだいしΎう じΐう��ど��しΎうͥんしΎう

げんじΐう

く��ようだつ ご�きΐうせい��͗

ご��どうげんえんりっΆん

おうようじΎん ちΐすいりΐう がんしんけい

とうさんさい

り�はくとう�し と���ほ おう��い

かん�Ώ りΎうそうげん

はくきΐ��い

�
"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

#�

౦
ア
δ
ア

"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

#�

౦
ア
δ
ア

●文化をੜΜͩ社会എܠまでஸೡに記ͨ͠
　本文記述

　この二つのྲྀれが南北の統߹と大運Տによって݁ͼつ͖ɼさらにソά

υ文化インυܥ・イランܥ文化なͲの入りࠞ͡った
さい
Ҭ
いき
จԽがྲྀ入・

༥߹したのがɼᡬ唐の文化で͋るɻ
➡p.3� ➡p.53 ➡p.81 ͤいいき

1 ̎ 3 史料

　ᲇ・৾Ҏ߱ɼ中ԝϢーラシアに連なる華
か
北
΄く
ではɼ࣭

しつ
࣮
͡つ
߶
͝う
݈
けΜ
な༡ܥ

権のԼ
もと
でɼ教をは͡めとする外དྷ文化が

かΜ
代までの文化と༥

Ώう
߹
͝う
したɻ

　ଟ༷な文化に
かΜ
༰
よう

まなफ教・思想׆発にల։したɻなかでݩلલ後に伝དྷした
1

ํɼ外དྷの教のී
;

ઋ
ͤΜ
思想なͲを取り入れた

儒教で経యの整ཧ・ڀݚが進みɼ唐代にଠ

がつくられɼ科
か
挙
きΐ
験のためのެࣜ解ऍとなったɻࢼ

̎部̍章　౦ΞδΞとதԝϢʔϥγΞのྺ࢙తಛ࣭魏晋以来の民族（北・南）の融合を背景に、新しい文化が生まれ
たことがわかる。また、隋唐が成立した結果、西域文化が流入
し、文化の融合がさらに進んだことがわかる。

‑教科書 p.42�43

特色
２ จԽͱࣾձのͭͳ͕Γ͕Θ ͔ΔʮจԽ͔ΒݟΔ࣌のࣾձʯ

10

̑અ　ϢʔϥγΞのมಈと౦ΞδΞ �3

ೆจԽの༥߹ɹ৾จԽ

�

5

1 ̎ 3 史料

南と͍っߐ人ɼ華北と文ॻ・画はɼ༡民とࢻ南で発達したߐ

えて広く受け入れられɼさらに時代地域をえて後世ま

Μ͡られたɻཥ
り
ന
はく
ై

と
ำ
΄
ɼന

はく
ډ
きΐ
易
い
（ന

はく
ָ
らく
ఱ
てΜ
）らの

とう
ࢻ
し
はɼ中国にとͲ

まらͣ本をは͡め字文
ͿΜ

化
か

ݍ
けΜ

௨の教ཆとして広くしまれたɻڞ
よう に͗

फ教・思想׆発にల։したɻなかでݩلલ後に伝དྷしたڭはɼ

Ҏ߱ɼ中ԝアジア出のૐل
Ϳͬ
ਤ
と

ͪΐう
・ോ

く
ຎ
ま
ཏ
ら
ॄ
͡Ύう
によって華北のॾ国

Μになりɼߐ南でو族たͪに広まったɻ北ேから唐にかけてɼڊ
きΐ

を受けてӫえɼయのޢӃがつくられるなͲ教は国家的保ࣉ

が進Μでఱ
てΜ

ͩい
फ
しΎう
・ષ

ͥΜ
फ
しΎう
・ড়

͡ΐう

ど
फ
しΎう
なͲのॾफ派がཱしたɻҰ

; きΎう しΜ͜う ͡Ύきΐう し ͛き Ζうͦう しΜ

　がて唐代後半になるとɼこのよ͏な国際色豊かでී
;
ว
Μ
性
ͤい
の͍ߴ文化

からɼ古文の෮ڵを主ுしたؖ
かΜ
Ṻ
Ώ
・༄

りΎう
फ
ͦう
ݩ
͛Μ
らのよ͏にɼ中国地の෩

ざしɼ代に
も
ൣ
はΜ
をٻめる動͖が盛Μになったɻ

�

��1 ʙ ��2 �12 ʙ ��� ��2 ʙ �4� 4

1 ➡p.51

ʁʙ 34� 344 ʙ 413

�

2

23

ίラム

��� ʙ �24 ��3 ʙ �1�

文化から見る
当時の社会 色๛かͳの文化ࡍࠃ

ಡΈղ͖ 1 3 1 3

ٻ　　
͙
๏
΄う
ૐ
ͦう
ͷऔܦͷཱྀ　東

とう
晋
しΜ
の

僧法
΄ͬ
顕
͚Μ
は，仏典を求めて陸路で

インドまで赴
͓Ή
き，海路で帰国し

て『仏
Ϳͬ
国
͜く
記
͖
』を著

͋らわ
した。また，唐

とう
代

には玄
͛Μ
奘
͡ΐう
が陸路，義

͗
浄
͡ΐう
が海路で

インドを訪
͓とͣ
れ，経典を持ち帰っ

た（→p.40 ）。

2

2

1

　　　　৾
しΜ


とう

文化についてɼ
ᲇ
͗

・৾からまでの文化
の流れをཁしよう。

�͍

ݰ
͛Μ
फ時の

ͪΐう
҆
あΜ
のྲྀߦ

ಡΈղ͖ のうちɼ史料ɹと関係する箇ࢻ
かか
所
しΐしΐ
にઢを

こう。またɼ史料ɹは日本のوにとってどのようなଘࡏだっ
4 5

4

Խ
͔
ݍ
͚Μ
௨ͷจԽతڞ

Ͳ

͡ΐ͏
ͱͳͬͨɻࢿྉ͔Βɼ

ͰͲͷΑ͏ʹͷจԽ͕ड༰͞Ε͍ͯͨͷ͔ͯݟΈΑ͏ɻ

ΞジΞ֤ʹ·る文化

1
のたいそう高くつもった日ɼʜをしているとɼٶさまがɼ

のઇはどんな;うかしら。」とおっしΌるの
を͋げɼみすを高くまき͋げるとおわらいになった。
のࢻはっていてもɼなかなかɼ͋なたのように

はききませんわ。やっͺりこちらのٶさまにおえなさ
るに;さわしいํよ。」とɼみんなにいわれた。� 〈大庭みな子訳〉

ʰປ
まくらの
ࢠʢɦ����͝Ζʣ

　ຊの
ݪ
わらの

ಓ
みち

に͑
ੜ׆

5

日ひ

高た
か

く
睡ね

む
り
足た

る
も
猶な

お
起お

く
る
に
慵も

の
う

し

小し
ょ
う

閤こ
う
①

衾き
ん
②
を
重か

さ
ね
て
寒さ

む
き
を
怕お

そ
れ
ず

遺い

愛あ
い

寺じ

の
鐘か

ね
は
枕ま

く
ら

を
欹そ

ば
だ

て
て
聴き

き

香こ
う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪ゆ

き
は
簾す

だ
れ

を
撥は

ね
て
看み

る

匡き
ょ
う

廬ろ
③
は
便す

な
わ

ち
是こ

れ
名な

を
逃の

が
る
る
地ち

司し

馬ば
④
は
仍な

お
老お

い
を
送お

く
る
官か

ん
為た

り

心こ
こ
ろ

泰や
す
ら

か
に
身み

寧や
す

き
は
是こ

れ
帰き

処し
ょ

故こ

郷き
ょ
う

は
独ひ

と
り
長ち

ょ
う

安あ
ん

に
在あ

る
可べ

け
ん
や

①
小
部
屋

②
布ふ

団と
ん

③
廬ろ

山ざ
ん

の
こ
と

④
役
職
名

〈
川
合
康
三
書
き
下
し
〉

　
നډқが，

され，
Λݐ

4

2

3

Ҭ͔Β͖ͨͱ
ΘΕΔϥΫμࢥ

ָஂ

إ 　　
がΜ
ਅ
しΜ
ᷭ
͚い
のॻ　౦アジア֤

Ͱ͘


ൣ
はΜ

ͱしͯॏん͡Βれた。
�

ᲇ ৾ ೆ  ே 時 

จ

ɹ
ɹܳ

फ

ɹ
ɹڭ

　ࢥ 清ஊがྲྀߦ�「ྛのࣣݡ」

ը
ॻ

ࢻ
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ɹڭ

ಓ
ڭ

ℎ೭（東৾）…画 「ঁ史ᝯ図」ސ

王ᠩ೭（東৾）…書　ᑵॻ・ߦॻ・ॻを芸術化　

　田Ԃࢻ人…ಃજ（ಃ明）（東৾）hڈؼདྷࣙʱ
㞺ၭ体（�字・�字の対۟・ӆを༻͍た華麗な文ষ）࢛　
　がྲྀߦ�昭明太子（ྊ）h文બ をɦฤ集

　དྷૐ　図（ブυチンΨ）�ُᣍ（クチャ）出
　　　　　ോຎཏ （ॄクマラジーϰΝ）�య༁
　　　　　達ຏ（μルマ）�インυૐɼષफの࢝
　ҹૐ…法ݦ（東৾）h国記ʱ
　ੴ۸寺院…ರᗅ（ല高۸）・Ӣቋ・ཽ

ਆઋ思想・儒家・ಓ家・教・民間信仰を取り入れたफ教
　ሓݠ೭（ᲇ）がಓ教教団をཱ֬ɼ北ᲇの保ޢを受ける

ᡬ　　時　

จ

ɹ
ɹܳ

फ

ɹ
ɹڭ

ը
ॻ

ྺ代ߖఇの保ޢにより発ల

ࢻ
จ



ɹڭ
ಓ
ڭ

ͦのଞ

　ࢻ…ཥന・ైำ・王ҡ・നډқ
　古文（の文体）の෮ڵ�ؖṺ・༄फ元

マχ教・κϩアεター教（䉷教）・　
ωεトϦεΩϦεト教（景教）・イεラーム

　宮廷・و族の保ޢで隆盛
　天फ・ષफ・ড়फなͲफ派がཱ
　ҹૐ…ݰᇊh 大西Ҭ記 ɼɦ義ড়h ೆւؼد内法ʱ

ॾ解ऍ（܇ᨉ学）を整ཧする動͖�ӱ達h 正義ʱܦޒ

ᮠ立本�人画　ޖಓࢁ�ݰਫ画

Ԥཅᨑ・㬗ྑ・إ真ᷭ

ʲܳ r三࠼�・色・നなͲの࠼色をしたಃث

֎
དྷ
फ
ڭ
ठ
ֶ

しん�ͣこ�がい�し

おう�͗���し

き�きΐらいのじ

し�Ζくんれいたい

とうせん���とうえんめい とうしん

とんこう っこうくつせっくつ

ほっけん

くɹまɹら�じΎう

Ϳっ�と� ちΐう

うんこう りΎうもん

こうけん�し

しんせん

けんきΐう

けいきΐう

てんだいしΎう じΐう��ど��しΎうͥんしΎう

げんじΐう

く��ようだつ ご�きΐうせい��͗

ご��どうげんえんりっΆん

おうようじΎん ちΐすいりΐう がんしんけい

とうさんさい

り�はくとう�し と���ほ おう��い

かん�Ώ りΎうそうげん

はくきΐ��い

　　 ৾
しΜ

とう
จ化�

"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

#�

౦
ア
δ
ア

"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

#�

౦
ア
δ
ア

●本文で、文化を生Μͩ社会背景まで丁寧に解આ。
●なͥͦのような文化が生まれたのかがわかり、文化史の理解が深まる。

༰
よう
な༡民が主ಋ権をѲ

に͗
って͍たこの時代はɼさまざ

फ教・思想׆発にల։したɻなかでݩلલ後に伝དྷした

外དྷの教のී
;
ٴ
きΎう
はࡏདྷの民間信

しΜ
仰
͜う
儒

͡Ύ
教
きΐう
を

し
激
͛き
しɼ

Ζう

ͦう
思想ਆ

しΜ

想なͲを取り入れたಓ
どう
ڭ
きΐう
がཱしてɼ唐代にはԦேの保ޢを受けたɻ

で経యの整ཧ・ڀݚが進みɼ唐代にଠ
たい
फ
ͦう
の໋で

ͪΎう
ऍ
しΌく
ॻ
しΐ
ʰޒ

͝
経
きΐう
正
ͤい
義
͗
ʱ

験のためのެࣜ解ऍとなったɻࢼ
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本文と関連づける形で、文化史の
資料を配置。「読み解き」の問いに
取り組むことで、文化への理解が
さらに深まる。（資料については本
冊子p.12-13で解説）

魏晋から隋唐にかけて、他文化に
も寛容な遊牧民が一貫して主導権
を握っていたために、当時は多様
な宗教・思想が展開したことがわ
かる。

仏教が普及した結果、在来の思想
が刺激され、道教の成立や儒教の
体系化が起こり、中国で三つの宗
教が共存する形が生まれたことが
わかる。

จԽͱࣾձのͭͳ͕Γ͕Θ ͔ΔʮจԽ͔ΒݟΔ࣌のࣾձʯ
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Ͱは，
ऩ
しΎう

֭
かく

࣌
͡

にੜ
しΐう

͡Δམ
͓

ͪึ
΅

はශ
ͻΜ

ऀ
͡Ό

のたΊに
れͯいた。
〈オルセー美術館蔵 1857年ごろ 83cm×110cm〉
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●�本文と関連づけることで、文化と社会に　
ついての理解がさらに深まる資料群

たɻୈ
ͩい
࣍̎

͡
産
さΜ
ۀ
͗ΐう
ֵ
かく
໋
めい
の進

しΜ
ల
てΜ

学
がく
ٕ
͗
術
͡Ύつ
の発

はͬ
ల
てΜ
がҹ

いΜ

さつ
術
͡Ύつ
にٴ

Մ
か

のう
になりɼॻ

しΐ
੶
ͤき
ࡶ

ͬ͟
ࢽ
し
のՁ

各
かͬ
国
͜く
で

ͦう
ץ
かΜ
されたためだったɻ৽

えて໊
めい
画
が
のෳ

;く

ͤい
画
が
が人

にΜ
気
き
を博

ਐ
しΜ
Խ
か

ΖΜ
がɼफ

しΎう
教
きΐう
؍
かΜ
と社

しΌ
会
かい
؍
かΜ
に大

͓͓
͖な影

えい
響
きΐう
をٴ

͓よ

΅したɻ進
しΜ
化
か
論
ΖΜ
を社

しΌ
会
かい
にྲྀ

りΎう
༻
よう
したイギリスのスϖンサーは「ద

てき
ऀ
しΌ
生
ͤい
ଘ
ͧΜ
」論

ΖΜ

（ࣾ
しΌ
ձ
かい
ਐ
しΜ
Խ
か

ΖΜ
）をএ

とな
えɼこれが����

ͶΜ
代
ͩい
に入

はい
るとɼ社

しΌ
会
かい
的
てき
ऑ
͡Όく
ऀ
しΌ
ɼྼ

れͬ
等
とう

とみなされた民
みΜ
族
ͧく
・人

͡Μ
छ
しΎ
へのഭ

はく
害
がい
を正

ͤい

とう
化
か
する論

ΖΜ
ཧ
り
になって͍ったɻ

史料
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1

4QFODFS

したイギリスのスϖンサー
4QFODFS

したイギリスのスϖンサー
1�2� ʙ 1��3
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　これまでઐ
もͬͺ
らو

き
族
ͧく
্

͡ΐう

ͦう

��世
ͤい
ل
き
後
͜う
半
はΜ
になるとɼ৬

しΐく
人
にΜ

たɻୈ
2

‑教科書 p.244�245

本文から、進化論が社会観・宗教観にも深い影響を及ぼした
ことがわかる。さらに、史料の『進化論』と『社会進化論』とを
比較することで、本文の内容を具体的に理解できる。

特色
２ จԽͱࣾձのͭͳ͕Γ͕Θ ͔ΔʮจԽ͔ΒݟΔ࣌のࣾձʯ
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絵
かい
画
が
で自

し
然
ͥΜ
科
か
学
がく
の影

えい
響
きΐう
がද

あらわ
れɼ人

͡Μ

Ϳつ
を٬

きΌͬ
؍
かΜ

࣮
͡つ
ओ
しΎ
ٛ
͗
が

たい
಄
とう
したɻࣸ

しΌ
࣮
͡つ
主
しΎ
義
͗
をさらにਪ

͓
し進

すす
め

ではɼ人
͡Μ

Ϳつ
のߦ

͜う
動
どう
をҨ

い
伝
でΜ
でઆ

ͤつ
明
めい
するなͲɼ科

か
学
がく
的
てき

ͪ
ݟ
けΜ

まったɻまたɼޫ
ͻかり
に関

かΜ
するݚ

けΜ
ڀ
きΎう
がਂ

;か
まるにつれてɼ

しよ͏とする画
が
家
か
た （ͪҹ

いΜ

しΐう

は
）がݱ

あらわ
れたɻさらにɼ

આ
ͤつ
誕

たΜ
生
͡ΐう
したɻ

ͦう ͿΜがく かい が

てΜ ͜くみΜͥΜͺΜ ͤいかつすい͡ΎΜ ͜う͡ΐう か

　こ͏したマスϝディアのొ
とう

͡ΐう
とɼಉ

どう
時
͡
ظ
き
にॳ

しΐ
等
とう
教
きΐう
育
いく
の義

͗

Ή
化
か
が進

すす
Μで

したことが૬
あい
まってɼマスίミュニέーションにより画

かく
Ұ
いつ

ऺ
しΎう
社
しΌ
会
かい
への͖ざしɼ��世

ͤい
ل
き

まつ
にݱ

あらわ
れ࢝

は͡
めたɻ

େऺ͕จԽΛ͑ࢧΔ৽
しΜ

࣌
͡


ͩい

ڹ
きΐ͏

がٴ
およ

がٴ
およ

がٴΜだ。ҹ
いΜ


さつ

ٕ
͗

ज़
͡Ύつ

のਐ
しΜ

า
Ά

によりɼܳ
͛い

ज़
͡Ύつ

がେ
たい

がେ
たい

がେऺ
しΎ͏

の
Έ

ۙ
ͫか

にɼマスϝデΟアのग़
しΎつ

Μだ。ҹ
しΎつ

Μだ。ҹ
にɼマスϝデΟアのग़

しΎつ

にɼマスϝデΟアのग़ݱ
͛Μ
͛
Μ

でେ
たい
ज़
たい
ज़
ऺ
しΎ͏

ࣾ
しΌ

ձ
かい
า
かい
า
のき͟しが見

Έ

のき͟しが見
Έ

のき͟しが見͑࢝
は͡

めた。

SFBMJTN͡つSFBMJTN͡つしΎSFBMJTNしΎ
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1
JNQSFTTJPOJTUT

た （ͪ
JNQSFTTJPOJTUT

た （ͪҹ
JNQSFTTJPOJTUT

ҹ
いΜJNQSFTTJPOJTUTいΜ


JNQSFTTJPOJTUT


しΐうJNQSFTTJPOJTUTしΐう


JNQSFTTJPOJTUT


はJNQSFTTJPOJTUTは
）が

JNQSFTTJPOJTUT

）が
5

2

➡p.287

　　　　͜の時
͡


ͩい

にժ
め

生


え
たɼ後

のͪ

の大
たい

ऺ
しΎう

社
しΌ

会
かい

をつくるཁ
よう

因
いΜ

についてཁ
よう


やく

しよう。

�͍

　　৽
͋ら
ͨͳܳ

͛い
ज़
͡Ύつ
ӡ
うΜ
ಈ
Ͳう
　写

しΌ
実
͡つ
主
しΎ
義
͗
・

自
し
然
ͥΜ
主
しΎ
義
͗
の隆

りΎう
盛
ͤい
に反

はΜ
発
ͺつ
して，善

ͥΜ

悪
͋く
の価

か
値
ち
判
はΜ
断
ͩΜ
を避

͞
けて美

び
を追

つい
求
͖Ύう

する耽
たΜ
美
び
主
しΎ
義
͗
や，形

͚い
式
し͖
を軽

͚い
視
し
し

て暗
͋Μ
示
͡
に富

と
む表

ͻΐう
現
͛Μ
を目

Ί
指
͟
す象

しΐう
徴
ちΐう

主
しΎ
義
͗
など，新

͋たら
しい芸

͛い
術
͡Ύつ
運
うΜ
動
Ͳう
も同

Ͳう

時
͡
に起

͓
きていた。

1

二つのジϟンルのֆ
͔͍
ը
͕
ʹඳ

͕͑
かΕͨϑランス社

͠Ό
会
͔͍

ಡΈղ͖ 社
しΌしΌ
会
かいかい
の様

ようよう
ࢠ
すす
とɼఇ

ていてい
国
͜く͜く
ओ
しΎしΎ
ٛ
͗͗
時
͡͡
代
ͩいͩい
の

とと
ࢢ
しし
ຽ
みΜみΜ
ऺ
しΎうしΎう
生
ͤいͤい
活
かつかつ
の様

ようよう
ࢠ
すす
はɼそれͧれどのようだったとݴ

いい
えるだ

因
いΜ
で図

ͣ
5のような

と
ࢢ
し
ຽ
みΜ
ऺ
しΎう
生
ͤい
活
かつ
が発

はͬ
ୡ
たつ
したのかɼ本

΄Μ
文
ͿΜ
の記

͖
述
͡Ύつ
も踏

;
まえて考

かΜが
えよう。

ज़
͡Ύͭ
Λݗ

͚Μ
Ҿ
͍Μ
ͨ͠ͷϑϥϯεͩͬͨɻࣸ

͠Ό
࣮
ͭ͡
ओ
͠Ύ
ٛ
͗
ɾࣗ

͠
વ
ͥΜ
ओ
͠Ύ
ٛ
͗
ͱҹ

͍Μ

͠ΐ͏


ΛͦΕͧΕ

͍ͩ
ද
ͻΐ͏
͢Δֆ

͔͍
ը
͕
Λ

ձ
͔͍
ͷ༷

Α͏
૬
ͦ͏
Λݟ

Έ
ͯΈΑ͏ɻ

ୈ
ͩい

ೋ
に

ఇ
てい


ͤい

Լ
か

	ˠQ��1�
の
のう

ଜ
ͦΜ

Ͱは，
のう


ち

ॴ
しΐ

༗
Ώう

ऀ
しΌ

にର
たい

しͯ，ࠄ
͜く


つ

のたΊにࣺ
す

ͯஔ
͓

͘よ͏にه
しる

さ

1857年ごろ 83cm×110cm〉

4 　　 ϧϊϫʔϧ࡞
͞く
ʰϜʔϥϯ⼠υ⼠ϥ⼠ギϟϨοτ 　ɦී

;

;つ

ઓ
ͤΜ

૪
ͦう

ഊ
はい

北
΅く

	ˠQ���1
͔Β̑年
ͶΜ

ޙ
͝

，パリࢢ
し


ない

のμンスϗʔルは，৬
しΐく

ਓ
にΜ

ɾ࿑
Ζう

ಇ
Ͳう

	ˠQ���1
͔Β̑年
Ͳう

	ˠQ���1
͔Β̑年
ऀ
しΌ

ɾ
しΐう

ళ
てΜ

һ
いΜ

ɾঁ
͡ΐ


͜う

たͪͰ
に͗

Θっͯいた。
〈オルセー美術館蔵 1876年 131cm×175cm〉
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● 本文と関連づけるܗで、ページ上部に文化史の資料を配置。
● 「読み解き」の問いに取り組Ή͜とで、文化に表れている時の社会の

༷૬まで理解できる。

ల
てΜ
で国

͜く
民
みΜ
શ
ͥΜ
ൠ
ͺΜ
の生

ͤい
׆
かつ
ਫ
すい
४
͡ΎΜ
が

͜う
্
͡ΐう
したことɼ科

か

にٴ
͓よ
Μだ݁

けͬ
Ռ
か
ɼカラーҹ

いΜ

さつ
ؚ

;く
めて大

たい
量
りΐう
生
ͤい
産
さΜ
が

のՁ
か
֨
かく
が

てい
Լ
か
してɼ҆

あΜ
Ձ
か
な大

たい
ऺ
しΎう

Ή
け৽

しΜ
ฉ
ͿΜ
Ԥ

͓う
ถ
い

されたためだったɻ৽
しΜ
ฉ
ͿΜ
では連

れΜ
ࡌ
さい
খ
しΐう
આ
ͤつ
がɼࡶ

ͬ͟
ࢽ
し
ではখ

しΐう
આ
ͤつ
に加

くわ

を博
はく
したɻ


ͦう
ブルジョϫジーののだった文

ͿΜ
学
がく
と絵

かい
画
が
はɼ

人
にΜ
・࿑

Ζう
ಇ
どう
ऀ
しΌ
・

しΐう
ళ
てΜ
һ
いΜ
・

のう
民
みΜ
らに

み
ۙ
ͫか
になっ

「文学と絵画は、19世紀後半になると、
職人・労働者・商店員・農民らにも身近
になった」という本文記述と、農民や都
市の民衆をテーマに描いた絵画資料とを
関連づけることで、社会と文化の関係を
具体的に理解できる。

大衆向けの書籍や雑誌、新聞が誕生
した背景には、生活水準の向上や印
刷技術の発展があったことがわかる。

!
「̝文化から見る当時の社会」一覧
　（શ�2Օॴ）
ページ 本文のখ見ग़͠
24�25 ॾ子ඦՈのࢥとࣈ文化

42�43 ೆ文化の༥合　৾文化

�9�71 古ΪϦγアと
ϔレχズムの文化と社会

7��77 中ւपลにがるϩーマ文化

107�109 都市に支えられたイεラーム文化
イεラームの学問とܳज़

115�11� 中世ヨーϩッύの文化

140�141 明後ظの社会と文化

1�5�1�8 ルωαンεの։Ֆ
ルωαンεと科学

184�18� ՚ྷなٶఊ文化のོと
市ຽ文化のժ生え

215�21� 19 世紀લの文化的ை流
ʙϩマンओ義

244�245 19 世紀後の社会科学
大ऺが文化を支える新時

288�289 文化のժ生え（20ݱ 世紀લの文化）

จԽͱࣾձのͭͳ͕Γ͕Θ ͔ΔʮจԽ͔ΒݟΔ࣌のࣾձʯ
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●ΠスラームĄωοトϫーΫとத国ਓのւ্ਐग़

Πスラーム世քでは10世紀

ネットワークの中৺となり，Πンυ༸や南シφ海で

のムスリム商人の活動もますます活発化した。

ಉじ10世紀前後から，中国商人が，

ンΫધなどの৽ٕज़も用いながら，南シφ海をはじ

めとする諸地域への進出を開࢝した。中国経ࡁの重

৺がԫ
͜う

Տ
が

中流域から長
ͪΐう

ߐ
͜う

下流域（ߐ

とや，宋
ͦう

代以߱のશ国的な経ࡁ成長も，この動きを

後
あと

押
͓

しした。また，宋からݩ

外国からの朝
ͪΐう

ߩ
͜う

や商人のདྷ航も続き，ߐ南や

広
Χン

東
トン

などで多数のߓ
͜う

ࢢ
し

が繁

紀には，Πンυ༸まで進出した。

●ลڥのқϒーム

に北半球でԹஆな気候が続き，各地の業生産力が

上
͡ΐう

ঢ
しΐう

したことも，交易の֦大をॿけていた。例えば

ユーラシアの東方では，ླྀ
りΎう

Ή日本ྻ島，朝
ͪΐう

鮮
ͤΜ

半島や中国東北からۃ東ロシア，

東南アジアなどの地域でも，ख業をؚΉ商の

生産・༌出，各地の商人の活動，さらにླྀ球のよう

な交易をج
き

൫
Μ

とした国Ո・จ化の形成が進展した。

●

➡p.104

2

➡p.130
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代の࣌
ಛ

1�世紀લ後͔Β，த国ਓのւ্ਐग़
Ͳが͜ىΓ，1�ʙ 13世紀にはそΕΒの全ҬΛつͳ͙؇

ø÷～øù世紀結びつく
世界
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��
代の࣌

ಛ
̏ʙ̑世紀は，

͔Μ

ڥ
きょう

のมԽΛഎܠとしたユーラシアنのຽҠಈにΑͬͯ，ݹ代の世
ք帝国とそのจ໌がղମɾม༰し，৽たͳจԽࣾձがग़དྷ্がͬͯいくస

ͯΜ


͔Μ

ظ
き

で͋ͬた。

̏d̑世紀　Ϣーϥシアの࠶ฤとަқωοτϫーΫ結びつく
世界

●「̏世紀の危機」とຽ大Ҡಈ

３世紀，北半球の気候が急ܹに寒冷化し，ユーラ

シアのߞ地域では業が大
ͩい

ଧ
ͩ

撃
͛き

を受け，各地のݹ

代帝国に動
どう

༳
よう

が広がった。また陸部ではס
かΜ

૩
ͦう

化
か

が

進んで草地がރ
͜

ׇ
かつ

したため，༡民や
΅く

ச
ͪく

民
みΜ

がप
しΎう

ԑ
えΜ

のߞ地域に進出していった。東方での鮮
ͤΜ

൰
ͽ

の南

下・֦ࢄや，西方におけるϑンのग़ݱとήルϚンਓ

の大Ҡಈはそのදれであった。このようなҟจ化ू

ஂの移動と定ணがԿにもわたって起こるなかで，

後
͝


かΜ

やᲇ
͗

・৾
しΜ

の統一は่
くͣ

れていき，ローマ帝国もࠞ

乱を深めて西ローマ帝国の໓
めつ


΅う

にࢸる。ɹɹ

一方，༡民・ச民の移動と֦ࢄは，ݹ代帝国

が栄えた地域に，சやオアシス๏の伝
でΜ


ͺ

，世ք

宗教やֶज़・識の֦ࢄといった৽しい
し

ܹ
͛き

をもた

らした。ユーラシアの「のಓ」はਰ
͓とΖ

えたわけではな

く，Ήしろその担
にな

いखであった༡力が各地に進

出したことで，ߞ地域もより深く交通ネットワー

クと結びついた。

●「ւのಓ」とपล෦の国Ոܗ

「ւのಓ」は３世紀以߱，ますます活
かͬ

況
きΐう

にかった。

３世紀から続いた中国の分
ͿΜ

྾
れつ

の下
もと

で，ߐ
͜う

南
なΜ

に成ཱし

た諸Ԧ朝は，人口や国力でউ
まさ

る北方のԦ朝にର
たい

߅
͜う

す

るため，海上交易や南方への力֦大をਪ進した。

南アジアでもಉ様に，Πンυ南部での社会の発展と

国Ո形成が進んͩ。こうしたなか，日本ྻ島をؚ
;く

Ή

पล地域の国Ո形成も進Έ，̑世紀になると，倭
わ
の

Ԧや東南アジア諸国が，さかんに南朝へ朝ޒ
ͪΐう

ߩ
͜う

した。

東南アジアから朝ߩしたのは，ಉ時期に֦大してい

たΠンυ༸での貿易・交流を通じて，Πンυのจ໌

をऔりೖれて形成された諸国Ոであった。

●世քफڭのがΓ

߃も生業もҟなる人々がޠݴ
͜う

ৗ
͡ΐう

的
てき

に
ͤͬ

৮
しΐく

すること

になったこの時代は，出やश
しΎう

ଏ
ͧく

にかかわらずไ
΄う

じ

ることのできる৴
しΜ

ڼ
͜う

や規
き

ൣ
はΜ

がٻめられ，ී
;

ว
Μ

性
ͤい

をも

つੈքफڭがネットワークに沿って各地に広がった。

中国・東南アジア・Πンυの間では，「海の道」を通

じて
Ϳͬ

ૐ
ͦう

やόラモンがԟདྷするなど，Πンυ༸の宗

教ネットワークも広がった。ڭはᲇ
͗

৾
しΜ

南
なΜ

北
΅く

朝
ͪΐう

時代

の中国で受༰され，とりわけ՚
か

北
΄く

の༡ܥ政権にお

いて，人々を統合しԦ権をਖ਼統化するׂを担った。

西方では，ΩϦストڭとϚχڭがڝい合いながら

ローマ帝国や西アジアに広まった。マχ教は，Πス

ラームにऔって代わられるまで，教・Ωリスト教

とฒͿ世ք宗教として各地で強いӨ
えい

ڹ
きΐう

を༩
あた

えた。
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΅く

ச
ちく

ຽ
みΜ

のҠಈがൃ׆Խし，ಈཚのͳ͔Ͱݹఇࠃがղମしͯいった。1
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༡力
༡ຽの西方のҠ動
教の
マχ教の
ओなւのಓ
ओなのಓ

ϑϯ
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●�ωοτϫʔΫをϕʔスにల։ɻ
　地域ؒの結びつきがわかるલۙ代史

‑教科書 p.84 ‑教科書 p.128

「̏世紀の危機」をきっかけとする政治・経ࡁ・社

会にわたるม動は，数世紀をかけて，各地域のจ໌

の࠶ฤと交流のۓ
きΜ

ີ
みつ

化
か

をଅ
うなが

すことになった。

前後の「結びつく世界」の
ページにリンクできる。

「3世紀の危機」の結果、諸地域の再編
と交流が促され、世界史は大きな変
動期を迎えたことが理解できる。

10世紀前後の数ඦ年間は，交易֦大のӨ

ラシアのลڥ部にٴ
͓よ

んͩ

特色
３ ੈքશମのͭͳ͕Γ͕ Θ͔Δʮ݁ͼͭ͘ੈքʯ

14

●ΠスラームĄωοトϫーΫとத国ਓのւ্ਐग़

世քでは10世紀になると，カΠロが

ネットワークの中৺となり，Πンυ༸や南シφ海で

商人の活動もますます活発化した。

紀前後から，中国商人が，ཏ
ら

しΜ
൫
Μ

やδϟ

などの৽ٕज़も用いながら，南シφ海をはじ

地域への進出を開࢝した。中国経ࡁの重

下流域（ߐ
͜う

南
なΜ

）に移動したこ

以߱のશ国的な経ࡁ成長も，この動きを

しした。また，宋からݩ
͛Μ

にかけての時代には，

や商人のདྷ航も続き，ߐ南や
;ͬ

ݐ
けΜ

・

が繁
はΜ

栄
えい

した。中国ધは12世

には，Πンυ༸まで進出した。

●
えいきΐう

時代ͩった。10ʙ13世紀

Թஆな気候が続き，各地の業生産力が

したことも，交易の֦大をॿけていた。例えば

ユーラシアの東方では，ླྀ
りΎう

球
きΎう

諸島や北海道पลをؚ
;く

半島や中国東北からۃ東ロシア，

アジアなどの地域でも，ख業をؚΉ商の

，各地の商人の活動，さらにླྀ球のよう

とした国Ո・จ化の形成が進展した。

·ͨɼւಓΛத৺と͢ΔҬͰͷɼຊͷຊभ
େとͷқͷൃ׆ԽɼΞΠψจԽͷܗʹͭͳ
͕ͬͨɻ΄かの地域でも，ヨーロッパ北方のϊルϚ

ンਓ（ϰΝΠΩンά）の活
かつ

༂
やく

，アフリカ東海岸でのス

ϫώϦจԽの生など，ಉछの動きがΈられた。

●ωοトϫーΫの࿈
れΜ

さ

はΜ い

貿易を担う各ूஂの間では，ରཱとڠ力の྆方が

Έられ，݂ࠞやෳ数のޠݴ・จ化をもつ人々もよく

現れた。日本ྻ島の商人の中国
と

航
͜う

，十܉ࣈをؚΉ

ヨーロッパのΠスラーム世քとの交流など，पลか

ら中৺をࢦす動きも活発化した。
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代の࣌
ಛ

1�世紀લ後͔Β，த国ਓのւ্ਐग़，ユーラシアɾアϑϦΧのลڥ෦での交қ֦大ͳ
Ͳが͜ىΓ，1�ʙ 13世紀にはそΕΒの全ҬΛつͳ͙؇

ΏΔ

͔ͳ結びつ͖がཱした。
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世界
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　　 δϟϯΫ船　ંりたたΈ
ࣜのૢ࡞し͢いൕ

΄
ધఈΛ

し͖Δִ
かく

น
へ͖

ͰҰ෦がਁ
しΜ

ਫ
すい

しͯ


しͣ
Έに͘いߏΛͭ。
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　　 ओなަқ࿏
ྖ…12世紀

世紀のϢʔϥγΞ1

2R

●Ҭをえる݁ͼつきの視点から世界史をみる特設を、全12Օ所設置。
●લ近史は、ωットϫークをϕーεにల։。
●Ҭ間の݁ͼつきを၆ᛌする͜とで、世界史の理解が深まる。

‑教科書 p.128

ページ上部に大きな世界地図を掲載。
当時の地域間の結びつきを地図から
具体的に確認できる。

こうしてユーラシアやアフリカの広いൣ
はΜ

ғ
い

で，ݹ

くからのװઢルートͩけでなく，पลの海域や陸上

にもネットワークがுりめ͙らされた。Πンυ商人

が，໖と交
͜う


かΜ

に東南アジアからؼͪ࣋った߳
͜う
ਏ
しΜ
ྉ
りΐう

を，Τジϓトからདྷた商人にചり
わた

し，後ऀがこれ

をΠλリア商人にసചしてυΠπ産のۜを受けとる

といったリϨーࣜの貿易も発ୡし，12ʙ13世紀ま

でに各地域のネットワークが؇
Ώる

やかにつながった。

➡p.54

➡p.111

10世紀前後にユーラシアの辺境部まで交
易が拡大し、陸海のネットワークが地域間
をさらに緊密に結びつけたことがわかる。

「結びつく世界」のશମ構成

�世لʙ��世ل
陸海の交易ネットワークによって地
域間の結びつきが緊密化していった
過程や、地域を超える人や物の移動
が世界の諸地域の歴史に与えた影響
を「ネットワーク論」を軸に構成。

��世لʙ��世ل
地球をめぐる交易ネットワークが成
立して「世界の一体化」が始まるな
か、工業生産が集中する地域と原材
料・食料を生産する地域との分化が
進み、垂直的な分業が生じたことを
記述。

��世لʙ現代
垂直的な分業が世界規模に拡大し、
中核 -周辺の構造化が進展したこと
を「世界システム論」を軸に構成。
19世紀はイギリス、20世紀はアメ
リカの覇権の時代として描き、現代
は従来の「世界システム」に見られ
なかった現象が生じている時代とし
て捉えている。

「結びつく世界」の掲載ページは、�
本ࢠQ���の一覧をご覧ください。（ ）

後の数ඦ年間は，交易֦大のӨ
えい

ڹ
きΐう

がユー

時代ͩった。10ʙ13世紀

ੈքશମのͭͳ͕Γ͕ Θ͔Δʮ݁ͼͭ͘ੈքʯ
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ಛ
৭
̏
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●世քシステムのಈ͖

1�世紀の
は

権
けΜ

国ՈはΠΪリスである。

を通じて「中
ͪΎう

֩
かく

」・「पล」ؔ はアジア・アフリカに

大きく֦大した。「半पล」国Ոとしてのアメリカ・

ロシア・ຊが急速に上
͡ΐう

ঢ
しΐう

を遂
と

げた。

1�世紀

��世紀

世ք࢙において，地域をԣ断するԕ

や交易は，ݹ代にさかの΅ってৗにΈられる。し

かし1�世紀になると，業化にઌんじたヨーロッ

パ諸国とアフリカやアジアなどその

の間で，ਨతͳؔۀが地球規模で形成され

た。ヨーロッパ諸国は，アフリカやアジア・ラテ

ンアメリカの諸地域を安Ձな原ྉや৯ྉのڅڙ地

とし，ଞ方でのࢢ場・ࢿ本のࢿઌとして自

国経ࡁにΈࠐ
͜

Ήことで発展を遂

Έࠐまれた地域は，༌出用の一次産の生産にಛ

化させられ	։ൃ
，ैଐ的なཱ場になった。

世քシステムとよばれるߟえ方では，原ྉや

৯ྉを生産する地域と，業を生産する地域

との間のਨ的な分業ؔにج
もと

一つの「世քシステム」とΈる。そして業化にઌ

んじた地域を「த
ͪΎう
֩
かく

」，原ྉや৯ྉ生産にಛ化させ

られた地域を「पล」とよͿ。

世քシステムのࢿ本主ٛ的なߏにおいては，

「中֩」がより広く深く「पล」を

んでいく΄ど，֨ࠩが深まる。「中֩

進Έ，ܰۀからॏۀへ，さらに

へとより৽しく，རۀ࢈ࢠ
り

५
͡ΎΜ

率
りつ

世քシステムྺ史の
見ํ

一࢈࣍（ϞノΧルチャー）

Ϥʔϩού

ΠΪϦε

ۀ

アϝϦΧ・ϩγア・
本

ਨ的なۀ

ϥςϯΞϝϦΧ（ΧϦϒւҬΛؚΉ）ɾ
౦ϤʔϩούɾΞϑϦΧɾೆΞδΞɾ

౦ೆΞδΞɾΞδΞ

தɹ֩

ɹݖ

पล

पɹล
一࢈࣍（ϞノΧルチャー）

Ϥʔϩού

ΞϝϦΧ

ۀ

東アジア（本をؚΉ）・
ೆヨーϩッύ・東ヨーϩッύ・

ラテンアϝϦΧ

ΧϦϒւҬɾΞϑϦΧɾ
ೆΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾΞδΞ

पล

पɹล

தɹ֩

ɹݖ

2��

●
は
ݖ
けΜ
国ՈΠΪϦス

国際ؔにおいて，΄かの大国をѹ
あͬ


とう

する国力を

༗し，国際ؔશ体のあり方をܾめるӨ
えい

ڹ
きΐう

力
りΐく

をもつ

国Ոをݖ国ՈとよͿ。

ΠΪϦスは，২民地と世ք商業において༏Ґをめ

͙るフランスとの߅
͜う

૪
ͦう

にউͪ，��ੈلͷੈքʹ͓
͚ΔࠃݖՈとͳͬͨɻ産業ֵ໋をいͪ早く成し遂

と

げたΠΪリスは，「世քの」となって，ѹ的な

生産力を༴
よう

し，の༌出ࢢ場や原ࡐྉのڅڙ地を

世ք中にٻめ，広大な২民地帝国をཱ֬した。政治

的には支配されなかったϥςϯΞϝϦΧͳͲͷ地域

も，経ࡁ的にはΠΪリスけの業用原ࡐྉやࠄ

の༌出にґ
い

ଘ
ͦΜ

する΄かなくなった。

1�51年にロンυンで開かれた第１ճສ
Μ

国
͜く

തཡ会

は，ΠΪリスの権を人々のにތ
͜

ࣔ
͡

するもので

あった。業化の進展と交通の֦大によって，ੴ
ͤͬ

ݨ
けΜ

など日用業の流通は国際的に֦大し，など

২民地の産もॸ
しΐ

民
みΜ

の生活にまでී
;

ٴ
きΎう

した。

●ΠΪϦスのݖと世քシステム

ΠΪリスの権は「ΠΪϦスのฏ（ύΫスʹϒϦ

λχΧ）」ともよばれるようにヨーロッパにおける大

国間ؔをあるఔ安定させる効Ռをもった。一方

でΠΪリスは，アジアやアフリカで΄かのヨーロッ

パྻ強と権ӹを૪ってその
ͤい

力
りΐく

圏
けΜ

を֬保しようとし

た。その結Ռ，これまで自ཱ的な交易を行っていた

東アジアや東南アジアの諸地域でも，伝統的なख

業の多くがਰ
͓とΖ

え，原ࡐྉや৯ྉなど，世քࢢ場に༌

出するための一次産を生産する経ࡁ・社会につく

りมえられていった。

少数の一次産の生産にಛ化した産業のߏはモ

ϊΧルνϟーࡁܦとよばれる。一次産の大ྔ生産

には大ྔの࿑ಇ力がඞ要になり，ྼ
れつ

ѱ
あく

な࿑ಇڥの

ϓランテーシϣンが広がった。ΠΪϦεͷݖͷԼ
もと

Ͱੈքࡁܦਨతͳۀͷ݁ͼͭきΛڧΊ ʢͨ世
քシステムʣɻϞϊΧϧνϟʔࡁܦʹΑΔ։ൃɼ
ࡁܦͷࠃ২ຽ͕ಠཱͨ͠ͷͪもɼઌਐʹلੈ��
ʹैଐͤ͞ΒΕͨ··Ͱൃࡁܦల͕ਐ·ͣɼઌਐࠃ
と։ൃ్

と
্
͡ΐう
ࠃ
͜く
ͷ͕֦֨ࠩେ͢ΔೆͷԕҼと

ͳͬͨɻ
一方，人の移動は，ΠΪリスの২民地帝国による

ౕ
ど

ྴ
れい

੍
ͤい

のഇ
はい

ࢭ
し
（1�33年）や，北

ペ
ژ
Ωン

（1��0年）など

を通じた清
しΜ

朝の海
かい

ې
きΜ

の࠷ऴ的ഇࢭなどをܖ
けい

機
き

として

ม化した。それまでアジア各地へかっていたΠン

υ人（ҹ
いΜ
ڛ
きΐう

）や中国人（՚
か
ڛ
きΐう

）が，ϋワΠやౕྴ解์後

のカリϒ海地域，さらにはۚ߭の発見されたアメリ

カ西部やオーストラリアへかうようになった。

また২民地化のѹ力は，アジアの伝統国Ոに自ݾ

վֵをଅ
うなが

すܖ機ともなった。オスマン帝国のλンジ

マートや清朝におけるฺ
΅

ፅ
͡Ύつ

のม
Μ

๏
Άう

，日本の໌
めい

治
͡

ҡ
い

৽
しΜ
�

などがその例にڍげられる。 Q����Q����

23

➡p.207

➡p.20�

➡p.212 23 ➡p.191

➡p.329

➡p.207 ➡p.237

➡p.227 ➡p.258 ➡p.240

代の࣌
ಛ

いͪૣくֵ໋ۀ࢈Λし
と

͛たΠΪϦスは，1�世紀にͳΔと世քでѹ
͋ͬ


とう

త
ͯき

ͳྗΛつ


ݖ
͚Μ

国Ոとͳͬた。世քはΠΪϦスのݖの下
もと

で世քシステムにΈࠐ
͜

·ΕΔ͜ととͳͬた。

øĀ世紀　イギリスの覇権と世界システム結びつく
世界
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〈P.ディーン，W.A.コール
『イギリスの経済成長1688～1959』〉

　　 イギリスのۀ࢈ผࠃຽ
ॴಘの変化
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　　 ʮ世քのʯイギリス2
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●世界γスςムをϕʔスにల։ɻ
　世界のつながΓをߏ化͠て理解できるۙݱ代史

‑教科書 p.211 ‑教科書 p.212

少数の一次産の生産にಛ化した産業のߏはモ

ϊΧルνϟーࡁܦとよばれる。一次産の大ྔ生産

には大ྔの࿑ಇ力がඞ要になり，ྼ
れつ

ѱ
あく

な࿑ಇڥの

ϓランテーシϣンが広がった。ΠΪϦεͷݖͷԼ
もと

Ͱੈքࡁܦਨతͳۀͷ݁ͼͭきΛڧΊ ʢͨ世
քシステムʣɻϞϊΧϧνϟʔࡁܦʹΑΔ։ൃɼ
ࡁܦͷࠃ২ຽ͕ಠཱͨ͠ͷͪもɼઌਐʹلੈ��
ʹैଐͤ͞ΒΕͨ··Ͱൃࡁܦల͕ਐ·ͣɼઌਐࠃ
と։ൃ్

と
্
͡ΐう
ࠃ
͜く
ͷ͕֦֨ࠩେ͢ΔೆͷԕҼと

ͳͬͨɻ

➡p.212 23 ➡p.191

➡p.329

19世紀には、イギリスの覇権の下で垂直的な分業体制が
世界規模で構造化された(世界システム)ことがわかる。

特色
３ ੈքશମのͭͳ͕Γ͕ Θ͔Δʮ݁ͼͭ͘ੈքʯ
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●

はΠΪリスである。帝国主ٛ

पล」ؔ はアジア・アフリカに

半पล」国Ոとしてのアメリカ・

げた。

20世紀の権国Ոはアメリカである。「中֩」・

「पล」ؔ はさらに地球規模に広がった。東・南ヨー

ロッパ，ラテンアメリカ，東アジアなど半पล的な

ཱ場におかれた国Ոは少なくないが，࠷も力強い上

ঢを遂げたのは東アジアの「半पล」国Ոである。

1�世紀

��世紀

において，地域をԣ断するԕ
えΜ

ڑ
きΐ


り

の交通

にさかの΅ってৗにΈられる。し

になると，業化にઌんじたヨーロッ

とアフリカやアジアなどそのଞの地域と

が地球規模で形成され

諸国は，アフリカやアジア・ラテ

地域を安Ձな原ྉや৯ྉのڅڙ地

のࢢ場・ࢿ本のࢿઌとして自

Ήことで発展を遂
と

げた。ଞ方，

は，༌出用の一次産の生産にಛ


，ैଐ的なཱ場になった。

とよばれるߟえ方では，原ྉや

地域と，業を生産する地域

な分業ؔにج
もと

ͮく世ք経ࡁを，

システム」とΈる。そして業化にઌ

原ྉや৯ྉ生産にಛ化させ

システムのࢿ本主ٛ的なߏにおいては，

」を世ք経ࡁにΈࠐ

が深まる。「中֩」で業化が

へ，さらにԽֶۀやి

率
りつ

がߴい産業へ移行

すると，૬ର的にݹい産業が「पล」に移సし，そ

れにより業化が進Ήことで，「中֩」的な経ࡁに

ۙͮく国も現れる（「पล」
。1�世紀から20

世紀にかけての日本やロシア，20世紀の東ア

ジア諸国の経ࡁ発展はそのような例とΈることが

できる。

世քシステムの「中֩」のなかでも，ੜ࢈ɾ

ɾۚۀ
きΜ
༥
Ώう

のશてにおいてଞ国をѹ
あͬ


とう

する力をもつ

国を「
は
ݖ
けΜ
国Ո」とよͿ。権国Ոはߴいڝ૪力を

༗し，自༝貿易が自国のརӹとなるため自༝貿易

を主ுし，貿易以外の分でもࣗ༝ओٛをএえる

ようになる。しかし権国Ոが独
どく


ͤΜ

的
てき

に保༗して

いたٕज़や機会は，自༝貿易を通じてしͩいにଞ

国にも開かれるため，その༏Ґは時間の経աとと

もにࣦわれ，「権」はਰ
すい

ୀ
たい

する。権のਰୀ期に

おいて࠷も長くҡ
い

࣋
͡

されるのはۚ༥上の༏Ґであ

り，ロンυンのシテΟのように権国Ոのۚ༥ηン

λーとしてのׂが，長期的に࣋続する
けい


͜う

がある。

「結びつく世ք」のϖージでは，世քのಉ時代的

な見方を交易ネットワークやਨ的な分業体੍の

にணしてߏ
しΐう

հ
かい

してきた。1�世紀以߱は，

この世քシステムのࢹで世ք࢙をΈていく。

システムでΈΔ世քྺ࢙史の
見ํ

一࢈࣍（ϞノΧルチャー）

Ϥʔϩού

ΠΪϦε

ۀ

アϝϦΧ・ϩγア・
本

ਨ的なۀ

ϥςϯΞϝϦΧ（ΧϦϒւҬΛؚΉ）ɾ
౦ϤʔϩούɾΞϑϦΧɾೆΞδΞɾ

౦ೆΞδΞɾΞδΞ

தɹ֩

ɹݖ

पล

पɹล
一࢈࣍（ϞノΧルチャー）

Ϥʔϩού

ΞϝϦΧ

ۀ

東アジア（本をؚΉ）・
ೆヨーϩッύ・東ヨーϩッύ・

ラテンアϝϦΧ

ΧϦϒւҬɾΞϑϦΧɾ
ೆΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾΞδΞ

पล

पɹล

தɹ֩

ɹݖ

●世界γスςムをϕʔスにల։ɻ
　世界のつながΓをߏ化͠て理解できるۙݱ代史

●19世紀Ҏ߱は、世界γεテムをϕーεに世界全体を記ड़。
●ෳࡶな近ݱ史を、「中֩ � पล」の構で理解できる。

‑教科書 p.212 世界システム論による歴史の見方を、
丁寧に解説するコラムを設置。
「中核」「周辺」「覇権国家」といった概念
用語の説明と、構造図により、この歴史
の見方をわかりやすく理解できる。

!
「̝結びつく世界」一覧（શ�2Օॴ）
ページ ςーϚ（タΠトル）

34 1d2 世紀
ॾҬを݁Ϳ「のಓ」と「ւのಓ」

84 3d5 世紀  /&8��
Ϣーラγアの再ฤとަқωットϫーク

99 8d9 世紀  /&8��
イεラーム Ą ωットϫークのܗ成

128 10d12 世紀  /&8��
「ւのಓ」のੑ׆化

134 13d14 世紀
Ϣーラγア大ަ流ݍの成立とػة

155 1� 世紀
「世界の一体化」の࢝まり

190 17d18 世紀
「17 世紀のػة」とͦの後のॾҬのൃల

211 19 世紀
イΪϦεのݖと世界γεテム

257 19 世紀後 d20 世紀ॳ಄
世界大ઓલの世界γεテム

304 20 世紀લ
ೋつの世界大ઓと資本ओ義の変容

338 20 世紀後
アϝϦΧのݖとͦの変容

349 ݱ
世界γεテムの変容とグϩーόル化のߦ方

ੈքશମのͭͳ͕Γ͕ Θ͔Δʮ݁ͼͭ͘ੈքʯ
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なぜ，人々はφνζϜを࣋͠ࢧたのか？2VFTUJPO

「普通の人々」とナチズム
―ナチ党の大衆運動と異分子の排除

探究
TRY
探究
TRYTRY

ɹφνζムのݖঠ
㆗㇇ㆄ
Ѳ
ㆀㆎ
とϢμϠ人ഭ

ㆯㆎ
とϢμϠ人ഭ

ㆯㆎ
とϢμϠ人ഭ

ㆋㆂ
はなͥ生じたのだΖうか。資料を読み解いて考えてみよう。

STEP3STEPSTEPSTEP333 ٞ� 4T&P2でまとめた内容
が変わͬた場合はɼ4T&P2でまとめた内容を変ݟ

STEP2STEPSTEPSTEP222 આ�໌ 人々がϢμϠ人ഭをࢭ
ॾ՝題で͜れらの͜とにྨSTEP2STEPSTEPSTEP222 આ�໌ φチズムが支持を͛た背景をɼ࣍の用語を使用してઆ明しよう。

ϰェルαイϢ体੍　中間　大ऺӡ動　社会ओ義力　࿑ಇऀ　人種ओ義

φνౘͷಈ͖ͱಘථɾ࣋ࢧͷมԽɼ࣌ͷਓʑͷԠ資料１

なぜ，人々はユダヤ人迫害を止めなかったのか？2VFTUJPO

φνౘʹΑΔϢμϠਓഭ資料２

1）φチౘがϢμϠ # $
まえて考えよう。

̎）なͥ人々はഭをࢭめなかͬたのかɼ %

4STEP1STEPSTEPSTEP111 読�解̍）図　と　からɼφチౘはいつɼどのようなに支持を֦大していͬたとݴえるͩΖうか。
̎） 史料 " でɼ人々はφチズムのັ

ㆿ
力
㇊㇇ㆎ

はどのようなものͩとͬݴているͩΖうか。
̏） φチズムが人々に支持を͛た理༝として࠷も大きいと考える資料や人々のূݴはどれͩとあなたは考え

るͩΖうか。またɼなͥͦのように考えたのかɼࠜ
㆓㇓

拠
ㆌ㇇

もઆ明しよう。

1 2STEP1STEPSTEPSTEP111 読�解

ऩ༰ॴͰの体ݧஊ$

　　 φνౘのಈ͖とಘථのਪҠ1

1932年7月

1933年3月

1928年5月

1920年6月

1924年5月

1929年
世界߄ڪ։࢝
1930年9月

1932年11月

10.��

49.8�

13.1�

12.��

14.3�

37.9�

2.��

33.1�

43.9�

1�.8�
3�.9�

12.3�

33.3�

37.3�
ॳめてୈ̍ౘ

42.8�

18.3�

0�

φチౘの動き બڍでの得ථ
��������
�������
�� ����
������
������
����

����

����
���

�� ����
������
������
������
����
����
���

������
����
�

����

ώトラーɼφνౘをվฤ
ϛϡンϔン一ᎋ
ώトラーϢーήントの設立
૯બڍでφνౘୈ̍ ౘに
ώトラーट相ब
国会ٞ事ಊ์Ր事݅
ɹˠ共産ౘのඇ合๏化
ॳの੍ڧऩ容所設置
全ݖҕ๏成立
φνౘによる一ౘಠࡋの開࢝
国際連ໍୀを通ࠂ
࢝力行ஂの活動開ت
ώトラーɼ૯౷となる
ベルリンΦリンϐック
ΦーストリΞซ合
ώトラーϢーήントの来日
ϛϡンϔン会ஊ
「ਫথの」
たこࡦ本֨化
োがいऀに対するָ҆࡞ࢮ戦
の開࢝
ಠιෆ可৵約
ポーランυ৵߈
ɹˠୈೋ࣍世界大戦

47.7�

2.0�

43.��

�.5�

φνౘ
ౘ࢈ڞ
ࣾձຽओౘ
ͷ࿈ཱ
ͦͷଞ

　　 φνౘһの৬ۀผߏ2

1923年

1933年
10.4 34.2

ˋ�.中間֊ 44چ
ຽ खۀ ・ऀ人ຽ खۀ ・ऀ人ຽ खۀ ・ऀ人ຽ खۀ ・ऀ人ຽ खۀ ・ऀ人

30.9ˋ
10.7 20.210.7 20.210.7 20.210.7 20.210.7 20.2 ϗϫイトΧラー ལ

33.�

新中間֊
24.�

࿑ಇऀ
21.3

ͦのଞ・ෆ明

32.1

3.4

9.5

20.� 13.0

〈『ヒトラー・1932～34』〉

　　 φνౘ
のऩ

しΎう
֭
かく
ࡇ
͞い
で

ՃऀʹѲࢀ
͋く

ख
しΎ
Λ͢Δώ

τϥʔ
ʢ1���年ʣ

3

2R
ಈ�ը

　　 
すう
࣠
͡く
ࠃ
͜く
の勢

ͤい
力
りΐく
ݍ
͚Μ
とऩ༰ॴの4

ϕϧϦϯ

ΞγϡϰΟοπ

Φϥϯμ
�0��ສਓ

ϕϧΪʔ
2��ສਓ

ϑϥϯε
��3ສਓ

υΠπ ��ສਓ

ΠλϦΞ
0��ສਓ

ΦʔετϦΞ
���ສਓ ϋϯΨϦʔ

2�ສਓ

ι࿈
�00ສਓϙʔϥϯυ

30ສਓ

ϦτΞχΞ
�3��ສਓ

ϥτϰΟΞ�ສਓ

ΤετχΞ0��ສਓ

ϢʔΰεϥϰΟΞ
�ສਓ

ϧʔϚχΞ
����ສਓ

νΣίεϩϰΝΩΞ
2���ສਓ

ओな੍ڧ収容所
ઈ໓ࡦ・大ྔࡴٮ
のߦわれた収容所
されたϢμϠࡴٮ
人のਪ定

（1939ʙ45年）
1939年の軸国
1942年までの　
軸国の力ݍ

੨ࣈ

÷ ùü÷LN÷ ùü÷LN÷ ùü÷LN÷ ùü÷LN÷ ùü÷LN÷ ùü÷LN

φνౘにΑるએ#

5

ϢμϠਓഭ
はく

がい
にରするਓʑのԠ

࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ %

ɹޙ࠷の学のこΖにはɼϢμϠ
る教ࢣが୲になった。൴

かΕ
はɼ書の時間

問題をとり͋げてɼޕ前中いっͺいをこの
やしɼϢμϠ人をののしった。�

ɹ൴
かΕ
らʢϢμϠ人ʣはɼもう��

や॑
͓

͡
さんの場に出ೖりしていた。とこΖがɼʜ

「場ओでୀ
たい

͖͑
人の9ʢ॑ʣはɼ܉

ϢμϠ人のౕ
Ͳ
ྴ
Εい
で͋る」と書かれたプϨートがʢ

示
͡
൘
Μ
にʣ立てかけて͋った。 〈山本秀行『ナチズムの記憶』〉

ɹʜシφΰーク์Ր事݅とその
人びとに事ଶをわからせようとすることを͋きらめま
した。ʜ理解してもらえる༨地やɼ理解
ないしɼ事ଶがこのままਐ行してɼはじめに
つ͗にମ੍のݐ設ऀがɼそしてɼ
するにちがいないことがわかっていたからです。

〈マイヤー著 田中浩 金井和子訳『彼らは自由だと思っていた』〉

（͋Δ࿑ಇऀͷճ）

（͋ΔՈͷճ）

（͋Δె
ㆨ
ఋ
ㆦㆂ
ͷճ）（͋Δେֶڭһͷূݴ）

�

ਓʑのφνౘのԠ
࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ

ɹ����Ҏ߱ɼڙࢠたちを大もてるようになりɼະ来が開
けました。ශ

ͻΜ
富

のࠩがちͫまりました。どこでもそれがわか

りました。νャンスが༩
͋た
えられたのです。

〈マイヤー著 田中浩 金井和子訳『彼らは自由だと思っていた』〉

ɹϘリシΣϰィζムˎはɼౕ
Ͳ
ྴ
Εい
ঢ়ଶやࠢ

た·しい
のࢮを意ຯするような

成するかどうかなどɼ問題ではࢍがしました。φνζムにؾ
͋りませんでした。φνζムがɼ།

Ώい
一
いつ
の

΅う
น
へ͖
のようなؾがし

たのです。そこでのબ
ͤΜ

たく
でした。� ˎここでは共産ओٛを指す

〈マイヤー著 田中浩 金井和子訳『彼らは自由だと思っていた』〉

ɹຽಉ
Ͳう
๔
΄う
の大部分はɼ

かΜ
ت
͖
力
りͬ
行
͜う
ஂ
ͩΜˎをφνζムのほんとうに

ૉらしい成果としてධՁしている。ت力行ஂのスポーπ・
コースはɼ配ऀの͋いだでもɼますます人ؾをूめている。
だれでもそれに参Ճできる。� ˎ国ຽに༨

よ
Ջ
か
活動をఏڙした組৫

〈ポイカート著 木村靖二 山本秀行訳『ナチス・ドイツ ある近代の社会史』〉

ɹわたしにとって決定的だったのはɼラインラントの
ͤΜ
領
りΐう
と

国܉の෮活だった。ୈ一࣍世界大戦に出
しΎͬ

ͤい
したฌ࢜たちはɼ

当時ɼ全һがউརをわかち͋った。わたしので͋Ζうとɼ
だれで͋Ζうとɼみな৺からܹײした。�〈山本秀行『ナチズムの記憶』〉
（͋Δ৬ਓͷճ）

（һͷճߦۜݩ）

（͋Δࣾձຽओओٛऀͷใࠂ）

（͋Δ੨年ͷճ）

"

●資料ಡ解を通͡てྗߟࢥɾஅྗɾදྗݱ
　を養うಛઃ「୳53ڀ:」

‑教科書 p.302�303

異なる立場からの史料を読み解く
ことで、歴史にはさまざまな解釈
が成り立ち得ることがわかる。

特色
４ ୳͢ڀΔྗ͕ʹͭ͘ ʮ୳53ڀ:ʯʮಡΈղ͖ʯ
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303

なぜ，人々はφνζϜを࣋͠ࢧたのか2VFTUJPO

探究
TRY

STEP3 ٞ� 4T&P2でまとめた内容についてɼグルーϓでൃ表し合いɼٞしてみよう。ٞをܦてɼ自のҙ
が変わͬた場合はɼ4T&P2でまとめた内容を変

ㆸ㇓
更
㆓ㆄ

しよう。

STEP2 આ�໌ 人ഭをࢭめなかͬた࠷大の理༝はԿかɼあなたの考えをઆ明しよう。またɼݱの
՝題で͜れらの͜とにྨ

㇋ㆂ
ࣅ
㆘

する事ྫはあるかɼ考えてみよう。STEP2 આ�໌

資料１

なぜ，人々はユダヤ人迫害を止めなかったのか2VFTUJPO

φνౘʹΑΔϢμϠਓഭ
ㆯㆎ

ㆋㆂ
ͷ࣮ଶ資料２

がϢμϠ人ഭ
ㆯㆎ


ㆋㆂ

をͬߦた理༝はԿͩΖうか。図　や史料 # と $ ɼ教科書p.293も౿
ㆵ

めなかͬたのかɼ史料 % からどのような状
㆘㇇ㆄ

況
ㆌ㇇ㆄ

や人々の考えがあͬたのかɼྨしよう。

4STEP1 読�解

"

1 2STEP1 読�解

ɹ出
で
ܴ
Ήか
えるとはɼ人々のखՙ物をɼそのなかにೖって

いるというかɼӅ
かく
されているଧちɼつまり当時و

重になっていた日用やɼこっそり持ちこまれたๅੴ
のた͙いもΖとも取り͋げることだった。戦争期の
当時ɼϤーϩッύでΞシϡϰィッπほどۚۜɼプラ
νφɼμイϠϞンυがごっそりूੵしていたとこΖは
なかった。 〈フランクル著 池田香代子訳 『夜と霧』〉

ऩ༰ॴͰの体ݧஊ
࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ $

1

1932年7月

1933年3月

1928年5月

1920年6月

1924年5月

1929年
世界߄ڪ։࢝
1930年9月

1932年11月

10.��

49.8�
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12.��

14.3�

37.9�

2.��

33.1�

43.9�

1�.8�
3�.9�

12.3�

33.3�

37.3�
ॳめてୈ̍ౘ

42.8�

18.3�

0�

φチౘの動き બڍでの得ථ
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ώトラーɼφνౘをվฤ
ϛϡンϔン一ᎋ
ώトラーϢーήントの設立
૯બڍでφνౘୈ̍ ౘに
ώトラーट相ब
国会ٞ事ಊ์Ր事݅
ɹˠ共産ౘのඇ合๏化
ॳの੍ڧऩ容所設置
全ݖҕ๏成立
φνౘによる一ౘಠࡋの開࢝
国際連ໍୀを通ࠂ
࢝力行ஂの活動開ت
ώトラーɼ૯౷となる
ベルリンΦリンϐック
ΦーストリΞซ合
ώトラーϢーήントの来日
ϛϡンϔン会ஊ
「ਫথの」
たこࡦ本֨化
োがいऀに対するָ҆࡞ࢮ戦
の開࢝
ಠιෆ可৵約
ポーランυ৵߈
ɹˠୈೋ࣍世界大戦
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ͷ࿈ཱ
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1923年

1933年

〈『ヒトラー・1932～34』〉
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ओな੍ڧ収容所
ઈ໓ࡦ・大ྔࡴٮ
のߦわれた収容所
されたϢμϠࡴٮ
人のਪ定

（1939ʙ45年）
1939年の軸国
1942年までの　
軸国の力ݍ

੨ࣈ

ɹ൴
かΕ
らʢϢμϠ人ʣは国Ոを形成する力もなくɼ文化

造力ɼ࿑ಇ意欲もなくɼ࿑力なくしてརӹをΉさ΅りɼ
いたるとこΖでརӹをٵい上げɼ国際的な結びつきに
よりɼ国Ո経ࡁのࢧ配をもくΖみɼ国Ոを破

は
յ
かい
しよう

としている。そのためにはख段をબない。
〈『ヒトラーとナチス第三帝国』〉

φνౘにΑるએ
࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ #

　　 φνౘʹΑΔએ　ナνౘはϢμϠΩϟンペʔン
Λ，৽ฉϙスλʔͳͲの΄͔，େऺӡಈΛ௨ͯ͡ల։した。

5

ϢμϠਓഭ
はく

がい
にରするਓʑのԠ%

のこΖにはɼϢμϠ人を目のかたきにす
はɼ書の時間にϢμϠ人
いっͺいをこの問題につい

人をののしった。�〈山本秀行『ナチズムの記憶』〉

人ʣはɼもう��もわれわれのとこΖ
りしていた。とこΖがɼʜ
ʣはɼຽの裏りऀでɼ
かれたプϨートがʢଜのܝ

͚い

 〈山本秀行『ナチズムの記憶』〉

ɹφνスが൴
かΕ
らにどんなことをしたのかɼわたしたちみんな

はりませんでしたがɼ時とともにもれてわってきました。
ʜ൴らが੍ڧऩ容所にૹられてɼΨスでࡴされɼ大ྔにうめ
られたɼということは͋とˎになってりました。ʜそんな
ことがおよそ可能だったということをೝめたくないのでɼ಄
の外にいやっているのだとɼわたしは思います。
ˎ戦争のऴ結より前� 〈山本秀行『ナチズムの記憶』〉

とそのޙの事݅から͋とはɼ
をわからせようとすることを͋きらめま

༨地やɼ理解させる能力が
してɼはじめに٘

͗
ਜ਼
ͤい
ऀ
しΌ
がɼ

がɼそしてɼったࢲたちが破
は
໓
Ίつ

するにちがいないことがわかっていたからです。
〈マイヤー著 田中浩 金井和子訳『彼らは自由だと思っていた』〉

（͋Δ࿑ಇऀͷճ）

（͋ΔՈͷճ）

（͋Δె
ㆨ
ఋ
ㆦㆂ
ͷճ）（͋Δେֶڭһͷূݴ）

Ίとͤ͠ݟ 　　
ͳͬͨϢμϠ人
Λݟ͢Δऺ܈

ʢ1��8年 ʣ　 ट
͔ΒԼ͛たϓラ
Χʔυにはʮࢲ
はຽڞಉମ͔
Βআ֎され·し
たʯͱॻ͔れͯ
͋Δ。

�

ਓʑのφνౘのԠ

（͋Δ৬ਓͷճ）

（һͷճߦۜݩ）

（͋Δࣾձຽओओٛऀͷใࠂ）

（͋Δ੨年ͷճ）

"

!
「̝探究TRY」一覧（શ�Օॴ）
ページ ςーϚ（タΠトル）

4��47 Ϣーラγア東部の国際関係
　ʕ「中՚」の王ேとͦのपล

82�83 古ϩーマと世界帝国
　ʕ古ϩーマの国Ո体੍

15��157 ۜにみる世界の一体化
　ʕ1� 世紀の世界の݁ͼつき

209�210 化による世界の変化ۀ
　ʕ࿑ಇ・ڥ・国際ۀ体੍

2���2�7 国ຽと国ຽ国Ոの生
　ʕ国ຽ౷合と国Ոܗ成

302�303 「ී通の人々」とφチズム
　ʕφチౘの大ऺӡ動とҟ子のഉআ

●資料ಡ解を通͡てྗߟࢥɾஅྗɾදྗݱ
　を養うಛઃ「୳53ڀ:」

● ෳの資料を読解しながら、自の考えをઆ明したり、 
ٞしたりする探究׆動のためのページ。

●多面的・多角的な視点で歴史事を考できる。

　�複数の資料の読解を通じて、�
自分の考えをまとめる。

　�STEP1をうけて、�
自分の考えを説明する。

　�STEP2の内容をグループで発表�
し合い、　議論をもとに自分の考えを�
再検討する。

「探究TRY」の三段֊のい

STEP3 ٞ�

STEP2 આ�໌

STEP1STEPSTEPSTEP111 読�解

STEP3 ٞ�

STEP2STEPSTEPSTEP222 આ�໌

STEP1 読�解

STEP3STEPSTEPSTEP333 ٞ�

STEP2 આ�໌

STEP1 読�解

̍෦̎ষʹ͋ͨΔQ������ͰʮՈ
のܗଶのมԽͱྺ࢙ʯΛɺQ������Ͱ
ʮײછのରԠのྺ࢙ʯΛςʔϚ
ʹ୳ڀతͳֶश͕Ͱ͖·͢ɻ

自分の考えを説明したり、
議論したりする探究活動を通
じて、より深い考察ができる。

୳͢ڀΔྗ͕ʹͭ͘ ʮ୳53ڀ:ʯʮಡΈղ͖ʯ
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ɹɹ�1�世紀のϢʔϥγΞ౦ํ
のଟࠃՈ体੍　༡ࠃՈのΩλ
イఇࠃはϞンΰルݪߴにਐग़
し，ঁ

͡ΐ
ਅ
しΜ

ਓのۚ
͖Μ

はݪߴの༡
ྗΛؒࢧした。西

ͤい
Ն
か

は౦西
қΛԡ

͓
さ͑ͯൟ

はΜ
ӫ
͑い

した。
ಡΈղ͖ 図ɹと図ɹを比

ͻ
較
かく
しɼ

キタイʢΧラ⼠キタイʣとۚのࢧ配
地域でҟなる点をೋつڍげよう。
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史料 1

2

2　

2

1

�͍

ɹʢこのख紙はʣϰΝルβック様へɼʜࢲφφイĄϰΝン
μクからૹられました。
ɹʜޙ࠷のఱࢠはɼٌ

͖
ᰳ
͖Μ
のためにབ

らく
ཅ
よう
からಀ

とう

΅う
しɼٶ

͖Ύう

఼
でΜ
とにはՐが์たれてমけམちました。བཅも䌋

͗ΐう

も�もうだめです。その上ɼ
͖ΐう
ౕ
Ͳ ˎ̍たちʜʜ

ちΐう
҆
͋Μ
ʜʜまでɼ

そして䌋までをɼࡢ日までఱࢠのՈ来で͋ったこの
ౕたちがʜʜ。ʜࢲたちにはɼった中国人が҆からɼ
中国からɼౕをい

はら
うことができたのかɼ͋るい

はりの国々を取り返したのか分かりません。ʜ
ɹࢲはರ

とΜ
ᗅ
͜う
に向けʜݸ��のᴀ

͡Ό
߳
͜うˎ２をૹりましたɼʜʢα

ϚルΧンυにʣಧけられましたらɼそれを５分しɼそ
の５分の３はࢲのଉࢠが取りɼ５分の̍はペーαックがɼ
そしてもう５分の̍は͋なた様がʢおとりԼさいʣ。
ˎ̍�ౕはこのख紙では,IVOʢϑンʣとよれているɹ
ˎ２�߳料・ༀ材の原料
（…は中略部，……は破損で読めない箇所） 〈吉田豊 荒川正晴訳 一部改変〉

தࠃにいたιάυਓが
αϚϧΧンυにग़したख紙ʢ���ʣ

࢙࢙࢙࢙
�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ�ྉ

ಡΈղ͖ このख紙はɼ中国でどのような出来事が͋ったとえ
ているだΖうか。またɼख紙を書いたιάυ人はどのような
事にै事しているだΖうか。

　　 ༡ຽのೆԼのಈ͖1

モンゴル

大韓民国

朝鮮民主主義
人民共和国

江江

黒黒竜竜
江江



ԫՏԫՏ

ԫւԫւ

ՏՏᕋᕋ

Ϟ ン ΰ ル 高 ݪ

ౕ
൰

൰

ೆౕ

311 ೆౕɼབཅをؕམ
31� ೆౕɼ҆にҠͬた৾を
　　 ໓さͤる（  　 　）　p.38

朝
鮮
半
鮮
半
鮮
島
半
島
半

甘 粛

҆ བཅ

䌋
ञઘ

ರᗅ

ˡαϚϧΧϯυ

લ̍ ʙ̎ 世紀のҠ動
　̏ ʙ̐ 世紀のҠ動

÷ ü÷÷LN÷ ü÷÷LN÷ ü÷÷LN

2

લ200 0 200 400 �00 800年
ô2

ô1

0

�1

ˆ
�2

ݱ
ࡏ
ͷ
ؾ
Թ
ͱ
ͷ
ࠩ

〈竺可桢「中国近五千年来
气候变迁的初步研究」〉
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ओなのަ通࿏
（1世紀͝Ζ）
ओなւのަ通࿏

（1世紀͝Ζ）

ओなަқۚ
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●各種資料から、資料ಡ解のٕを養う
　「ಡΈ解き」のい

‑ ‑教科書 p.35 

‑ ‑教科書 p.123

地図を比較することで、金はキタイ帝国とは違い
モンゴル高原を支配していないことや、12世紀は
ユーラシア東方の多極化が進んでいたことが読み
取れる。

史料と地図から、五胡十六国時代の始まりの具体的な様相が読み取れる。
また、史料に出てくるソグド人は商業に従事していたことが読み取れる。

特色
４ ୳͢ڀΔྗ͕ʹͭ͘ ʮ୳53ڀ:ʯʮಡΈղ͖ʯ
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〈『戦争と国際システム』ほか〉

5

　　 ϑϥϯスのֆ入Γ৽ฉɹ
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ͱされ͖ͯた。 
ಡΈղ͖ 図̍と 2 はɼそれͧ
れどのような効果を生Ήことを
ͶらいとしているだΖうか。
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ผׂ߹の変化ࠃの࢈ੜۀ 　　 ಡΈղ͖ Ξϝ
リΧとυイπがイΪリスのۀ生産をいൈ

͵
いた

のはɼそれͧれどの時期だΖうか。
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●各種資料から、資料ಡ解のٕを養う
　「ಡΈ解き」のい

●#5判ܕを׆かし、本文のपғにさま͟まな資料を掲載。
●多の資料に「読み解き」の問いを設置。
●資料をݟる視点など、資料読解の技能が身につく。

‑教科書 p.247

‑ ‑教科書 p.270

総力戦となった第一次世界大戦では、兵士
を大量に動員する必要があったため、国家
は新聞やポスターで国民の愛国心に訴えて
いたことがわかる。

第１次産業革命において「世界の工場」
であったイギリスが、第２次産業革命
の進行につれてアメリカとドイツに追
い抜かれていくことが読み取れる。

୳͢ڀΔྗ͕ʹͭ͘ ʮ୳53ڀ:ʯʮಡΈղ͖ʯ

ࠃػةʹ͋Δ

ϙスター ϙスター新ฉ

〈『近代国際経済要覧』〉
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̎部３章　ΞδΞとதւपลのྺ࢙తಛ࣭　��
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えいきΐう

　લ̔世͝لΖになるとɼ人ʑはアクロポリスとよれるٰ
͓か
にਆ఼を建

てɼそこをڌ
きΐ
点
てΜ
に集

しΎう
ॅ
͡Ύう
するよ͏になったɻٰの;とには集会のとし

ての広（アΰラ）がઃけられたɻこ͏した都市国家（ϙϦε）は各地に生

まれたɻこのこΖにはւ্交易が׆発化しɼアルファϕットが༻͍られ

るよ͏になったɻ人ޱが増加するとギリシア人はߞ地をٻめて植民׆動

を͍ߦɼ地中ւ・黒ւԊ؛にଟの২ຽࢢを建ઃしたɻポリスはޓ
たが
͍に

Τʔήจ໌
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ϙϦεのܗ
くଓいたࠞཚのなかでΪリγア人はɼࢢຽが࣏を୲͏ϙリスとい͏৽しいかた
ちの都ࢢ国ՈをੜΈग़しͯいͬた。
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　લ̔世͝لΖになるとɼ人ʑはアクロポリスとよれるٰ
BDSPQPMJT

　લ̔世͝لΖになるとɼ人ʑはアクロポリスとよれるٰ

3
BHPSB

ての広（アΰラ
BHPSB

ての広（アΰラ
QPMJT
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఼
でΜ
のน

へ͖
ը
が
ʢ෮ݩʣ　

ಡΈղ͖ �น画にはɼどのような文化
的特

とく

ちΐう
が表れているだΖうか。

1

　　 ギリγΞ人のϙリス2
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தւपลのࠃՈܗ成 ࢥ・Ոɼจ化ࠃギリγΞのࣾձɼݹ
ʹͲのΑ͏ͳಛ͕͋ΔͩΖ͏͔ɻ

અͷ
՝2અ

●ྺ史の流れがつかΈ͢い
　ཁ文ŋ本文ŋଆのࡾஈߏ��

‑教科書 p.�4��5

Τʔήจ໌
Τーή海のౡʑでは海上ަқをج൫とする文໌が成立しɼややれͯΪリγア本
ではΪリγア人による࠷ॳの文໌が成立した。

　エーήւの島ʑギリシア本南෦ではɼオリエントの影
えい
響
きΐう
を受けてɼ

খنでは͋ったがಠ自の੨
ͤい
ಔ
どう
ث
き
文明が発達したɻこの͍くつかの文明

はɼ૯
ͦう
শ
しΐう
してエーή文明とよれるɻ

　クレタ島ではɼલ����͝Ζからクϊッソスを中৺にෳࡶなߏ造を

つ宮
きΎう
఼
でΜ
が建ઃされたɻこのΫϨλจ໌はɼ

͡ΐう
น
き
がな͍宮఼

あ͟
かな

えられて͍るɻҰํギߟ色น画からɼ平でւ༸的な性֨で͋ったと࠼

リシア本ではɼલ����͝Ζインυ⼠ヨーロッパܥのΪϦγΞਓがɼ

ミέーネ・ティリンス・ピュロスなͲにݎ
けΜ
ݻ
͝
な

͡ΐう
࠹
さい
をԦ宮とするখن

なઐ制国家をཱさͤたɻこれがϛέʔωจ໌で͋るɻ൴
かれ
らはલ����

͝Ζにクレタ島に進出しɼ後にはখアジアのトロイア（トロϠ）にԕ
えΜ


ͤい
したɻ

　エーή文明はલ��世͝لΖ໓
めつ

΅う
したɻҰઆには「ւの民

たみ
」の৵

しΜ
入
にΎう
によ

ると͍われるɻその後ギリシアは���間にわたって文字࢙ྉがな

͍҉黒時代にಥ
とつ
入
にΎう
したがɼ戦ཚのなかでమثが広く༻͍られて͍ったɻ
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　　Τʔήจ໌ͷൃݟ　ドイツ
のシュリーマン（1822～90年）は，
ホメロスの英

͑い
雄
Ώう
叙
͡ΐ
事
͡
詩
し
（→p.69）

に描
͑が
かれたトロイア戦争を史実

と信じてトロイアやミケーネの
遺
い
跡
͖ͤ
を発

はͬ
掘
くつ
し，エーゲ文明の存

在を証明した。一方クレタ文明
の中心地クノッソス宮

͖Ύう
殿
でΜ
を発掘

したのはイギリスのエヴァンズ
（1851～1941年）である。クレ
タで発見された絵文字と線文字
Ａは未解読だが，線文字Ｂはイ

1

ギリスのヴェントリス（1922～
56年）によって解読され，古い
ギリシア語を記したものである
ことが明らかにされた。

　　ΪϦγΞਓ　古代ギリシア
人は方言の違

ちが
いにより，イオニ

ア人・ドーリス人・アイオリス
人に分かれる。

2

　　২ຽࢢ　植民市は独立した
ポリスで，近代の植民地とは異
なり，植民者を出した母

΅
市
し
に従

属することはなかった。

3

௨ͷຽҙࣝ　ギリシアڞ　　
人は同じ言語を話し，同じ神々
を信

しΜ
仰
͜う
する自分たちのことをヘ

レネスとよび，異民族をバルバ
ロイ（不可解な言語を話す人々）
とよんで区別した。また，デル
フォイの神

しΜ
託
たく
やオリュンピアの

祭典（→p.70）などで，共通意識
が深まった。
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的特

本文の要点をまと
めたཁ文
➡�本ࢠQ�2�で
解説

56年

　　

因果関係や社会構
造、歴史事象の流
れを丁寧に記した
本文
➡�本ࢠQ����で
解説

F
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　　
人は同じ言語を話し，同じ神々

本文の詳細や補足
を記したଆ
➡�本ࢠQ�2�で
解説

特色
５ ཧղ͕͞Βʹਂ·Δʮࢴ ໘のࡾஈߏʯ
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߅
͜う
争
ͦう
を܁

く
りฦしたがɼಉ͡ギリシア人で͋ると͍͏ڞ௨の民族ҙࣝをࣦ

͏ことはなかったɻアジア中国では都市国家から世界ఇ国へと国家

が発達して͍ったがɼギリシアでは都市国家のܗଶをҡ
い
࣋
͡
しつつ国家が

発లしたɻ

　ポリスにはॳめɼԦがおかれて͍ることがଟかったがɼ後にو族によ

るࢧが強まったɻしかし戦争にお͍てॏ
͡Ύう

ͦう
า
΄
ฌ
い
のີ

みͬ
集
しΎう
ୂ
たい
戦術が༏勢に

なってくるとɼಉ等の֨ࢿで戦にཱͪɼಉ͡をෛ͏ことからɼ

治ࢀ加をٻめる平民のが強まりɼࢀ権を༗するࢢຽがొしたɻ市

民はஉࢠにݶられɼو族・平民のҧ
ͪが
͍は͋ったが地をॴ༗しɼか

つ自費で۩を༻ҙする戦࢜で͋ったɻ女性ɼ΄かのポリスの出ऀɼ

ౕ
ど
ྴ
れい
は治からഉ

はい
আ
͡ΐ
されɼಛに奴隷は本人のҙ思をແࢹして市でചങ

されたɻ奴隷は主に戦争ั
΄
ྂ
りΐ
࠴

さい

Ή
によって自由をࣦったऀでɼ家事・

ࢁ߭・ۀなͲで࿑ಇを強制されたɻ

　ギリシアで࠷యܕ的なポリスはスパルタとアテネで͋ったɻυーリ

ス人のεύϧλではɼ
ͤい

;く
したઌॅ民をヘイロータイ（隷

れい
ଐ
ͧく
民）としɼ

またϖリオイίイ（पล民）をࢧしたɻ市民の��ഒҎ্の人ޱのヘイ

ロータイを๊
かか
えたスパルタはɼཚに備え強力な܉事力をҡ࣋するඞཁ

が͋ったɻそのため市民はҰ
いͬ

さい
の生産࿑ಇをͤͣにɼগظから集団生

するためɼ࣋ったɻまた市民間の平等をҡߦ࿅を܇事܉な֨ݫをして׆

地のചങを͡ېɼଞのポリスと交易をߦわなかったɻ

　イオニア人のΞςωではɼۀの発లに
ともな
ってශ

ͻΜ


の差が֦大しɼ

༟
Ώう
福
;く
なو族が治をಠ

どく


ͤΜ

するو族となったɻو族のԼ
もと
ではɼ࠴を

ෛってࡒ産をख์しɼ奴隷にసམする平民が後をઈたなかったɻ平民の


΅つ
མ
らく
は܉事力のԼをҙຯしたためɼલ���にιϩϯはɼ࠴のா消

しを͍ߦɼ࠴によって奴隷とされることをې止して平民を保ޢしたɻ

さらに݂統でなくࡒ産ֹによって市民の治的権利・義に差をつけた
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。のɼຽओを成立さͤͯいͬたޡࡨߦࢼのൃୡしたアテωはۀ
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　　　　アテωとεύルタの
通点と૬ڞ

ͦう

ҧ
い

点
てΜ

をཁしよう。
�͍

　　εύϧλͷඃ
ͻ
ࢧ
し

はい
ຽ
みΜ
　ヘイ

ロータイは家族をもち集落をつ
くって生活したが，厳しい監

かΜ
視
し

の下
と
でスパルタ市民の農地を耕

作し，徹
てͬ
底
てい
した収

しΎう
奪
ͩつ
を受けた。

またペリオイコイは商工業に関
わり，従軍と貢

͜う
納
のう
の義務を負い，

また参政権は与
͋た
えられなかった。
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Ϊリシアやローマ（ˠQ��2）
などのݹ代ࢢ国Ոでは，ઓ

せん
Ϊリシアやローマ（ˠQ��2）

せん
Ϊリシアやローマ（ˠQ��2）

ಆ
とう

にࢀ加するઓͩ࢜けが，民
会（ˠQ���）にࢀ加し国政にؔ
わる֨ࢿをもつ「ࢢ民」とߟえ
られていた。中世になると「
民」にରし，

じΐう

น
へき

でғまれた
ࢢ」，にॅΉ人というҙຯでࢢ
民」は主に商人やख業ऀをࢦ
した。たͩし，そのなかでࢢ政
を担

にな

ったのは少数の
;

༟
Ώう

な大商
人や方にݶられた（ˠQ�112）。

市民（ギリシア・ローマ）
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ਆ
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●ྺ史の流れがつかΈ͢い
　ཁ文ŋ本文ŋଆのࡾஈߏ��

● 因果関係がわかりやすい本文と、図やࣸ真などの図版・資料に加え、 
ཁ文とଆを設置。

重要な概念用語
については、
「,FZ�8PSE」で
さらに深める。

ҬΠンデッΫ
スで、学習地域
が一目でわかる。
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ྫʣ教科書̎෦̏ষ̑અʮΠεϥʔϜのੜʯのཁจ

要約文をつなげ
て読めば、西ア
ジアの風土、イ
スラームの誕生
から拡大まで教
科書の6ページ
分の内容を端的
につかめる。
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ΞδΞの෩ͱΠεϥʔϜのཱ
イスϥーϜはס૩地ଳのアジアでफ教としͯ֬立するとともにɼΦリΤントと地
த海のॾ文໌をٵ収しͯ৽しい文໌をੜΈग़しɼ東にがͬた。
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ϝοΧにੜまれたϜϋンマドはɼ神のࣔܒを受͚ͯ༬ݴ者と໊りɼイスϥーϜの
教͑を֬立した。
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●ֶश໘にԠ͡て�さま͟まな׆༻ができる
　ཁ文とଆ　

ཁ文
● 小ݟ出し͝とに、本文のཁ点を̎ߦఔ度で的にまとめたཁ文を設置。

ཁ文の׆༻๏（ྫ）
・༧習で大まかな流れをѲする。 ・授ۀでલ時の内容を͓さらいする。
・डݧલに通史を͓さらいする。 ・ड़の文ྫとして׆用する。

特色
５ ཧղ͕͞Βʹਂ·Δʮࢴ ໘のࡾஈߏʯ

Պॻڭ

p.94

p.93

p.95

p.95

p.97

p.97

24

ྫʣ教科書Q�������� のଆ

●ֶश໘にԠ͡て�さま͟まな׆༻ができる
　ཁ文とଆ　

● ཁ文では、歴史の大まかな流れと全体૾をつかめる。
●ଆでは、詳ࡉな知ࣝをิ充できる。

ଆ
● 本文に出てくる用語やさらに詳ࡉな事項について、ଆで解આ。

ଆの׆༻๏（ྫ）
・学習内容をさらに詳しく理解する。 ・डݧ対ࡦとして、ࡉかな知ࣝをิ充する。

本文で学習するサファヴィー朝や
ムガル帝国に関して、より詳細な
知識をおさえられる。

３部̎章　ΞδΞॾҬの成ख़とϤʔϩούのਐग़ ̐અ　ΠεϥʔϜੈքの成ख़��2 ��3
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ϝニア出のٍ
き
ฌ
い
宮

きΎう
廷
てい

かΜ
྅
りΐう
をੵۃ的にొ༻するととにɼՐثを中৺

とした܉備の改ֵを進めてɼオスマンఇ国ポルトガルに対して܉事的

なՌを্͛たɻさらにイスファϋーンへट都の移సをߦったɻ�

ΠεϑΝϋʔϯには「ԦのϞスク」をは͡めとする
ͦう
麗
れい
な建築が建て

られたɻまたアルϝニア教ె۠ॅډがつくられɼアルϝニア人によっ

て国際ۀの׆性化がਤ
はか
られたɻこ͏してɼଟくの人が集まりɼ「イ

スファϋーンは世界の半」と͍われる΄Ͳのൟ
はΜ
ӫ
えい
をۃ

きわ
めたɻଟくのヨー

ロッパ人が生
き
ࢳ
いと
とݜ品をٻめて౸

とう
དྷ
らい
したことでられるɻ

　南アジアではɼ��世لにティムールの
まつ
ᧈ
えい
όーブルが北インυに৵

しΜ

入
にΎう
しɼϜΨϧఇࠃを建てたɻその後ɼୈ̏代ߖఇのΞΫόϧはఇ国の中

ԝ集権的ߏػを整えたɻݕ地がߦわれɼ地੫ֹが֬ఆしたことによって

基ࡒ
き
൫
Μ
がཱ֬したɻまたɼ྅制度（マンサブダール制）が整備されɼ

ҐにԠ͡て地の྅は
ͪΐう
੫
ͥい
権
けΜ
を与

あた
えられたҰํでɼその৬څ

きΎう
与
よ

地
ͪ
は世

ͤ
ऻ
しΎう
化
か
を͙ためにظ間で変

Μ
ߋ
͜う
されたɻଞํでラージプートのԦ

女を൲
きさき
にܴ

Ήか
えɼಉ時にଟくのラージプートのԦ族をڃߴ྅としてܴえ

入れたɻさらにඇムスリムに対する人
͡Μ
಄
とう
੫
ͥい
（ジズϠ）を廃

はい
止
し
して༥

Ώう

わ
に

めたɻこ͏して集権化ととにヒンυΡー勢力とのڠ力関を築くこと

でɼఇ国はかつてな͍΄Ͳに҆ఆしたɻ

　とこΖがୈ̒代Ξϥϯάθʔϒは人಄੫を෮׆さͤるなͲしてɼイ

スラームからҳ
いつ

ͩつ
して͍たఇ国運営をイスラームによる統治に

もど
そ͏と
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ϜΨϧఇࠃのൟӫ
ೆアジアではɼ16世لにテΟϜールの子ଙが৵ೖしͯͯݐたイスϥーϜԦேのϜ
Ψル帝国がɼώンドΡーྗを取りࠐΈɼ17世لにか͚ͯൟӫした。
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みたɻ൴ࢼ
かれ
は南インυにまでྖを広͛て࠷大ྖ域を築͍たҰํでɼྖ

の֦大により྅のٸ増とڅ与地ෆをট͍てࡒをѱ化さͤɼまた

イスラーム的ࡦがラージプートシク教ెのཚを༠
Ώう
発
はつ
したɻこ͏し

たなかで༗力྅たͪが地ํ勢力としてঃ
͡ΐ
ʑ
͡ΐ
に自ཱ化へと動͖࢝めɼ൴

の
΅つ
後
͝
ɼఇ国はٸに解ମへとかったɻそれと交代するよ͏にɼデカ

ン地ํからຄ
΅ͬ
ڵ
͜う
したヒンυΡー勢力ϚϥʔλԦࠃがɼ��世لにおける

南アジアの࠷大勢力へとして͍ったɻ

　��世لにはɼナーナクがγΫڭを࢝するなͲɼヒンυΡー教とイ

スラームを༥߹さͤた৽ڵफ教がݱれたɻഎܠには྆फ教の信
しΜ
仰
͜う
ଶのܗ

ۙが͋りɼヒンυΡー教ではਆへの信ѪをઆくҰਆ教的な信仰が隆
りΎう
盛
ͤい

するҰํɼイスラームではਆとのҰମײをٻめるεʔϑΟζϜが盛
さか
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なりɼそのऀਸ
すう
ഈ
はい
はヒンυΡーにまでਁ

しΜ
ಁ
とう
して͍ったɻޠݴ໘では北

インυのৗޠで͋るヒンディーޠにɼެ༻ޠで͋るϖルシアޠのޠ
͝
ኮ
い

をଟくとり入れたϧυΡʔޠがܗされたɻ建築にお͍てɼλʔ

δ⼠Ϛϋϧに代දされるインυಠಛのイスラーム建築が発లしɼまたム

ガル宮廷ではイランのࡉ
さい
ີ
みつ
画
が
にインυの絵画文化が༥߹した絵画が生み

出されるなͲインυ⼠イスラーム文化がӫえたɻ
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　　άϧδΞɾΞϧϝχΞܥͷ
ٶਓɾ܉

͖Ύう
ఊ
てい

かΜ
྅
りΐう
　王の近

͜の
衛
͑
軍団

として用いられたが，やがて自
分の出身地との強いきずなをつ
くりあげ，文官としても，独自
の宮廷勢力を築きあげるように
なった。

1

　　ϥʔδϓʔτ　７，８世紀に
現れた北インドの王

͓う
侯
͜う
・戦士

ジャーティ（→p.53）。ムガル帝
国時代には帝国官

かΜ
僚
りΐう
として，英

領時代には藩
はΜ
王
͓う
（→p.231）とし

て北インドの最も優勢な土着ヒ
ンドゥー勢力であり続けた。

2

　　　　ムΨル帝国はなͥɼ
҆定した౷治をߦう͜とがで
きたのかɼઆ明しよう。

�͍

　　γΫڭ　ヒンドゥー教とイ
スラームとを批判的に統合した
宗教。業

͝う
・輪

りΜ
廻
Ͷ
の思想を基

͖
礎
ͦ
に

する一方で，偶
͙う
像
ͧう
崇
すう
拝
はい
を批判し，

カースト制に反対する。パン
ジャーブ地方に勢力を広げた後，
教団としてアウラングゼーブに
反旗をひるがえしたため迫

はく
害
がい
さ

れたが，19世紀初頭には独立王
国（シク王国）を築いた（→p.231）。
現在でもパンジャーブ地方では
最大宗教である。

3

　　Πϯυʹ͓͚ΔεʔϑΟζ
Ϝ　両宗教の詳

くわ
しい思想体系の

違
ちが
いを知らない民衆は，修

しΎ
行
͗ΐう
に

よって神との合一を目指すスー
フィズムの姿を，修行によって
解
͛
脱
ͩつ
しようとするヒンドゥーの

修
しΎ
行
͗ΐう
僧
ͦう
の姿と重ね，彼

かΕ
らを共に

崇
すう
敬
͚い
した。このことがまた，スー

フィーを通じてヒンドゥー教徒
がイスラームへと改宗する背景
となった。

4

　　ϧυΡʔޠ　現在のパキ
スタンでの国語となっている。
5

　ଟのώンυΡʔ力を前にల։されたϜΨϧఇ国の༥
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い

しΐう
のண༻やԦのスϧλンশ

しΐう
߸
͝う
など，イスラʔϜจ化をड༰してい
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ٶਓɾ܉
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ఊ
てい

かΜ
྅
りΐう
　王の近

͜の
衛
͑
軍団

として用いられたが，やがて自
分の出身地との強いきずなをつ
くりあげ，文官としても，独自
の宮廷勢力を築きあげるように
なった。
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現れた北インドの王
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侯
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・戦士

ジャーティ（→p.53）。ムガル帝
国時代には帝国官

かΜ
僚
りΐう
として，英

領時代には藩
はΜ
王
͓う
（→p.231）とし

て北インドの最も優勢な土着ヒ
ンドゥー勢力であり続けた。
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ྫʣ̐෦̑ষɹੈքେઓの࣌�のݟ௨͠ɾৼΓฦΓ

●ষɾઅ͝との「ݟ通͠」ɾ「ৼΓฦΓ」
●ষには「ݟ通し」「ৼりฦり」を、અには「՝題」「まとめ」を設置。
● ষの「ݟ通し」	՝題
をडけて、各અで「՝題」ɣ「まとめ」をੵみॏͶなが

ら、՝題を究。࠷後にষの「ৼりฦり」で自の考えをઆ明する。
●自身の考えをઆ明する͜とで、ࢥ考力・判断力・表ݱ力がཆわれる。

ͦのଞ ͦのଞのಛ৭

４෦５ষの見通͠
なͥ世界はೋ度の大きなઓ૪をҾき͜ىしてしまͬたのͩΖうか。（教科書 p.2�8）

４෦５ষのৼりฦり
なͥୈ一࣍世界大ઓのলを౿まえたฏ和の取り組みは成ޭͤͣ、ୈೋ࣍世界大ઓがͬ͜ى
てしまͬたのか、あなたの考えをઆ明しよう。（教科書 p.301）

� અ　ୈ一࣍世界େઓと社会ओֵ໋ٛ
՝　題ɿ ୈ一࣍世界大ઓはヨーϩッύのྻڧにどのような変化をもたらしたͩΖうか。（教科書p.2�8）
まとめɿ ୈ一࣍世界大ઓによͬてヨーϩッύॾ国とͦれを取りרく国際டংはどのように変

化したか、あなたの考えをઆ明しよう。（教科書 p.27�）

2 અ　ୈ一࣍世界େઓとΞジΞのφγϣφリζϜのల։
՝　題ɿຽ自ܾの理೦はアジアॾ国にどのようなӨڹと変化をもたらしたͩΖうか。（教科書 p.277）
まとめɿ ຽ自ܾの理೦はアジアの国ຽ国Ոݐ設にどのようにӨڹを༩えたか、各Ҭのల

։を౿まえて、あなたの考えをઆ明しよう。（教科書 p.285）

3 અ　େऺ社会の౸དྷとϑΝγζϜのग़現
՝　題ɿ ୈ一࣍世界大ઓ後の世界ࡁܦとԤถの治の動きはどのように変化したのͩΖうか。

（教科書 p.28�）
まとめɿ 世界߄ڪの各国の対応はͦの後の世界の治やࡁܦにどのようなӨڹをもたらし

たといえるか、あなたの考えをઆ明しよう。（教科書 p.293）

� અ　ୈ二࣍世界େઓとͦのࢂՒ
՝　題ɿどのようにして、各国はୈೋ࣍世界大ઓにಥ入していͬたのͩΖうか。（教科書 p.294）
まとめɿ ヨーϩッύでのઓ૪、アジア・太ฏ༸でのઓ૪のݪ因と݁果はͦれͧれどのような

ものか、あなたの考えをઆ明しよう。（教科書 p.301）
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̐部̐章　ੈքのҰ体Խの成とͦのӨڹ ̍અ　ఇ国主ٛとੈքׂڝ૪2�0 2��
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が国民に広がったɻそしてɼカトリックなͲのफ教団ମによるެ教育へ

の介
かい
入
にΎう
（学ߍ経営）がഉ

はい
আ
͡ΐ
されるなͲɼ教

ͿΜ

り
が強化されたɻ

　ྺ代のڞ派権は����代からɼୈ̎࣍産ֵ໋ۀの進లで過
か

͡ΐう
に

なった品・ࢿ本の༌出ઌをಘる的とɼυレフュス事݅教に

よる国対ཱを
やわ
ら͛るためɼアジアとアフリカで植民地֦ுࡦをਪ

進したɻ܉෦はɼ܉事༧ࢉの増ֹと܉人の社会的地Ґの্
͡ΐう
ঢ
しΐう
をظしɼ

カトリック教会はւ外への教をみɼそれͧれ植民地֦ுを࣋ࢧしたɻ

　南北戦争後のアϝリカではɼమಓの発లで෦への入植とۀ։発が

進Μだɻまた෦がػۀցなͲの市となったためɼ北෦のۀ地ଳ

がٸにしたɻ����には࠷ॳのେԣஅమಓがしたɻ

　大量に౸
とう
དྷ
らい
した移民アϝリカの経ࡁ発లをࢧえたɻ����代まで

はυイπとアイルランυからの移民が主ྲྀだったが（چ移民）ɼ��代

Ҏ߱はɼイタリアと౦
とう
Ԥ
͓う
からの移民が୯Ґでଟ派となり（৽移民）ɼ

ϢダϠ人この時ظҎ߱に大量にྲྀ入したɻまたɼはগなかったがɼ

中国インυを中৺にアジアからの移民（華
か
ڛ
きΐう
・ҹ

いΜ
ڛ
きΐう
）͋ったɻ

　広大な国市と豊な移民࿑ಇ力をとにɼアϝリカは����代

に世界࠷大のۀ国となったɻそして����にのフロンティアが

消
しΐう
໓
めつ
したこと͋りɼւ外進出のػ運がߴまって͍ったɻアϝリカはɼ

カリブւ域を中৺にラテンアϝリカॾ国を勢力Լにおこ͏とした͏えɼ

ଠ平༸ํ໘に進出をਤ
はか
りɼマッキンリー大統ྖ時代にϋϫイをซ

い
߹
͝う
し

たɻまたɼถ
い

ͤい
（アϝリカʵスϖイン）ઓ૪にউ利しɼフィリピン・άアム・

プエルトリίをୣ
う
͍ɼさらにキューόをಠཱさͤて事্࣮の保ޢ国とし

た（プラット
͡ΐう
߲
͜う
）ɻਗ਼

しΜ
ேにつ͍てɼ国ジョン⼠ヘイがɼ市進

1

➡p.253

ΞϝϦΧ߹ऺࠃのւ֎ு
మಓのൃୡとҠຽ࿑ಇྗに͑ࢧられͯɼアϝリΧは1��0代に世界࠷େのۀ
国になͬた。前ޙしͯϑロンテΟアもফ໓しɼ海外ுのをڧめͯいͬた。

➡p.224

2 1

➡p.255

➡p.222

➡p.211

➡p.222

2
.D,JOMFZ

りɼマッキンリー大統ྖ時代にϋϫイをซ
.D,JOMFZ

りɼマッキンリー大統ྖ時代にϋϫイをซ
 1��� ʙ 1��1

➡p.237

+PIO�)BZ

ジョン⼠ヘイ
+PIO�)BZ

ジョン⼠ヘイ
 1��� ʙ 1���

出をૂ
Ͷら
͍ྻ強に対して

もΜ
ށ
͜
։
かい
์
΄う
௨
つう

ͪΐう
を発したɻ

の大統ྖηオυア⼠ローズヴェルトはɼ国ではトラストを൷し࣍　

自由ڝ争の෮׆࿑ಇऀ保ޢをٻめるֵ৽ओٛをとるҰํɼカリブւप

ลॾ国に対してはɼ力ׯ
かΜ
ব
しΐう
ࣙさな͍ᑡ

͜Μ

΅う
֎ަをల։したɻまたɼί

ロンビアからのパナマಠཱを画ࡦしɼಠཱ後のパナマから����にɼ

カリブւとଠ平༸を݁Ϳ運Տおよͼ運Տ地ଳの事権とે
ͦ
आ
しΌく
権
けΜ
をಘたɻ

　ఇ国主義Լのラテンアϝリカはɼアϝリカとイギリスのࢿ本༌出ઌ

だったɻイギリスがҰ࣍産品༌出のためのమಓ・ߓ
͜う

わΜ
整備にࢿしたの

に対しɼアϝリカはɼҰ࣍産品を生産するԂ߭ࢁなͲにࢿを

をԡࡁったɻこ͏してラテンアϝリカはɼϞϊカルチャー経ߦ
͓
しつけら

れɼイギリスに加えてアϝリカに経ࡁ的にैଐすることになったɻ

　アϝリカ大統ྖィルソンはɼ国ではֵ৽主義ࡦを
すい
ߦ
͜う
するҰ

ํɼ国外ではɼとりわけ中෦アϝリカへの影
えい
響
きΐう
力
りΐく
֦大にめたɻύφϚ

ӡՏを����にさͤɼ͍࣍でϋイチとυミニカを܉事
ͤΜ
ྖ
りΐう
したɻ

そしてɼ社会ֵ໋が進ߦ中のϝキシίに܉事介入したので͋るɻ

　ϝキシίでは大統ྖディアスがアϝリカࢿ本ಋ入による経ࡁ発లを

ਤったがɼこれはアϝリカࢿ本に利ӹをたらすだけにऴわったɻこの

ためɼディアス権はֵ໋܉によって
た͓
されɼその後ɼֵ໋は地改ֵ

と地Լݯࢿ国༗化をٻめるサパタらٸ進派とɼཱ憲治ཱ֬をॏࢹする

Ժ
͓Μ
݈
けΜ
派による対ཱからཚとなりɼィルソンが����ɼアϝリカࢿ

本保ޢを的に܉事介入をߦったɻ民主的憲法の制ఆ後にཚはऩଋし

たがɼアϝリカࢿ本のࢧ力はりɼ地改ֵෆ
;
ప
てͬ
ఈ
てい
にऴわった（ϝ

Ωγίֵ໋）ɻ

3
5IFPEPSF�RPPTFWFMU

 1��1 ʙ ��
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3 4

ϥςϯΞϝϦΧʹٴͿ߹ऺࠃのࢧྗ
アϝリΧはɼ資本༌ग़を௨ͯ͡ϥテンアϝリΧɼとりΘ͚தถをࡁܦతにैଐさͤɼ
。たͬߦհೖもࣄ܉
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;BQBUB

と地Լݯࢿ国༗化をٻめるサパタらٸ進派とɼཱ憲治ཱ֬をॏࢹする
;BQBUB

と地Լݯࢿ国༗化をٻめるサパタらٸ進派とɼཱ憲治ཱ֬をॏࢹする
1��� ʙ 1�1� �

1�1�

　　ϥςϯΞϝϦΧॾࠃͷಇ
͖͔͚　アメリカは，南北アメ
リカ諸国間の関係強化を目指す
パン=アメリカ会議を1889年に
主
しΎ
催
͞い
した。

2

　　ڭ
ͿΜ

り
　信教の自由を保

障するために，政治と宗教の相
ͦう

互
͝
介
かい
入
にΎう
を禁止すること。政教分

離法の制定（1905年）以降，公教
育の世

ͤ
俗
ͧく
化
か
（無宗教性）がフラン

ス共和国の国
͜く
是
ͥ
となった。

1

　　ࢿઌΞϧθϯνϯͷࡁܦ
ൃల　アルゼンチンは，イギリ
スからの投資を得て農

のう
畜
ちく
産
͞Μ
物
Ϳつ
の

輸出大国に成長し，1860年代か
ら第２次世界大戦前まで，ラテ
ンアメリカのなかにあって世界
屈
くͬ
指
し
の経済大国となっていた。

4

　　தࢢࠃ　列強による日清
戦争後の中国進出に対し，門戸
開放通

つう
牒
ちΐう
で門戸開放・機会均等

を要求し，1900年には清
しΜ
朝の領

土保全も提唱した。セオドア=
ローズヴェルトを継

つ
いだ大統領

タフトは，反トラスト政策を継
͚い

承
しΐう
しつつ，四国借

しΌͬ
款
かΜ
団（米英独仏）

の結成による清朝への鉄道建設
投資を後

͋と
押
͓
しするなど（→p.262），

ドル外交とよばれる経済権益拡
張政策を展開した。

3

　　　　アϝϦΧ合ऺ国の国
内治と対ラテンアϝϦΧ
の特ࡦ

とく


ͪΐう

をͦれͧれઆ明しよ
う。

�͍

೦هॳの大陸ԣஅమಓଓ࠷ 　　 ʢࣜ18��年 Ϣλ४भʣ　
ۚのதࠃਓҠຽが，మಓݐઃのॏཁͳ࿑ಇྗͩった。൴

かΕ

ΒはΫʔリʔʢۤྗʣͱよれͯࠩผされ，ࣜయࢀՃの໊
Ίい

༪
よ

༩
͋た

͑Βれͳ͔った。

1
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ϝΩγί
ओなۀ都市
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　　 大陸ԣஅమಓとΞϝリΧのۀ化　మಓݐઃは，イΪリ
スΛத৺ͱ͢ΔϤʔϩッパ͔ΒのࢿͰଅ

ͦく
ਐ
しΜ

された。
2

　　 Χリϒւपลॾ3ࠃ
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ίελϦΧ
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バ
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マ
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։通（1914）

ࣈ
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アϝϦΧが力ׯবした国

（1901ʙ1930年）

フランεྖ
ಠ立年

（εペインがಠ立をঝ認）

÷ ü÷÷LN

　　 Χリϒւࡦ ಡΈղ͖ ηΦυΞ⼠ϩーζϰΣル
トは「༏

͞
しく語りɼᑡ

͜Μ

΅う
を持って行け」と語ったといわ

れるがɼΞϝリΧ合ऺ国のどのような外交ࡦを表し
ているのだΖうか。

4

　　 ύφϚӡՏの։௨ʢ1�1�年ʣ5

αύλ
ϏϦϟ

ಋࢦਐのٸ 　　 ʢऀ1�1�年ʣ�
G�

ア
メ
リ
カ

F�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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ア
メ
リ
カ
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　��世لにアϝリカ大をؚ
;く
めた世界のҰମ化が進み࢝めるまでɼ世

界࢙の主な
Ϳ

たい
となって͖たのはɼϢーラシアと北アフリカで͋るɻϢー

ラシアの෦にはɼ北から森林・原・オアシスのࡾつのଳが౦に

広がっておりɼݪଳとΦΞγεଳではɼقઅ・னの気Թ差が大

͖くɼ間߱ਫ量がগな͍ݫし͍
かΜ
境
きΐう
のԼ

もと
でɼさまざまな生༷ࣜ׆を営

Ή人ʑがิ͍߹ってڞଘして͖たɻヨーロッパとアジアにまたがりɼ中

ԝアジア北アジアなͲݸʑの地域۠を
͜
えたɼこの広大な地域をத

ԝϢʔϥγΞとよͿɻ�

　中ԝϢーラシアの中৺෦はɼఱ
てΜ
ࢁ
͟Μ
とシルを݁Ϳઢを境として南຺ࢁ

北にけられるɻこのઢより北ଆのɼϞンΰルߴ原から南ロシア原に

סる広大な原地ଳには༡民がల։しɼ南ଆのよりࢸ
かΜ
૩
ͦう
した地ଳではɼ

Տ
か

ͤΜ
ࢁ

さΜ

Ζく
にԊって点ࡏするオアシスにɼ都市ଜがܗされたɻ中

ԝϢーラシアを౦にݟ
み

わた
すとɼこれら原地ଳとオアシス地ଳが౦

交௨࿏のׂをՌたしɼҰํで南北にをけるとɼ北の༡勢力と南

のオアシス勢力が交ྲྀとি
しΐう
ಥ
とつ
をॏͶて͖たɻこのよ͏に中ԝϢーラシア

はɼ原の༡社会と࠭
さ
യ
く
のなかのオアシス社会とからりཱつෳ߹的

なߏ造を核
かく
としつつɼ౦アジア・南アジア・アジア・౦ヨーロッパの

प
しΎう
ԑ
えΜ
෦
Ϳ
とॏなり߹͏広大な地域で͋りɼۙ代Ҏલにお͍てそれらを݁

ͼつけるととに影
えい
響
きΐう
を与

あた
え続けたɻ

தԝϢʔϥγΞのڥͱࣾձ
தԝϢーϥγアは༡ࣾձとΦアγスࣾձが共ଘするେでෳ合తな地Ҭであると
ともにɼॏなり合͏पғのॾ地Ҭを結びつ͚ɼۙ代Ҏ前の世界史を動かしͯきた。

➡p.155

➡p.33 3 4

1
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2

　広大な中ԝϢーラシアを݁ͼつけるととにɼपғのॾ地域に影響を

与える中৺的ׂを୲
にな
ったのはɼٍ

き
അ

༡ຽで͋ったɻ༡とはɼ༽・

͗・ڇ・らくだなͲの家
か
ச
ͪく
܈
͙Μ
とڞに地をସ

か
えてఆظ的に移動する

சのことで͋るɻ家சのなかで移動にదしたഅはɼॳ戦ंをҾくのに

༻͍られた΄かɼまたがってるٍߦわれɼがてલ̕～લ̔

世͝لΖɼ原地ଳにٍഅ༡民が出ݱしたɻٍഅのػ動力に加えɼഅ

্からをࣹるٍࣹのٕ術をにつけた൴
かれ
らはɼ܉事・交௨の໘でオア

シス社会ߞ民に対し圧
あͬ

とう
的
てき
༏ҐにཱったɻҎ後ɼॐ

͡Ύう
なͲのՐثが発

達する��世لまでの����間ɼ世界࢙を動かし続けたɻ�

　移動生׆を基本とする༡社会はɼ༨な
たくわ
えをたな͍ためظの

災害なͲにऑくɼまた家சからはಘられな͍ࠄۚଐ品と͍った

生産と交易ۀを交易なͲでิ͏ඞཁが͋ったɻҰํオアシスではɼࢿ

のにࢧえられて都市国家都市国家連߹がつくられた（ΦΞγεࠃՈ）ɻ

しかしɼオアシス国家はそれͧれが地ཧ的にݽ
͜
ཱ
りつ
して͍る্ɼ生׆で͖

る人ޱにݶりが͋るためɼ大نなྖ域国家に発లすることはなかったɻ

そこでオアシスの民は産品をɼ民はखۀ産品交易品をɼま

た原の༡民はச産品移動खஈ・҆શ保োをఏڙし߹͍ɼさらに国

際人がそれらの間でԕ
えΜ
ڑ
きΐ

り
交易にै事したɻٍഅ܉事力をつ༡民

が治権力をঠ
しΐう
Ѳ
あく
しɼ経ࡁ力をつオアシス民・国際人がこれにڠ力

したと͖ɼ強力な༡ࠃՈがཱしたɻ�

をૹる༡民はɼ地利༻交易なͲを׆し͍境のなかで移動生ݫ　

交
͜う
ব
しΐう
・ௐ整しɼ外ఢ災害なͲのػةをりるためɼৗに༗なࢦಋ

ऀをඞཁとしɼまたঢ়
͡ΐう
گ
きΐう
にԠ͡て集団を連߹・ࢄさͤたɻこのためɼ

統
とう

ͦつ
力
りΐく
の͋るࢦಋऀがݱれるとٸに国家をܗしɼࢦಋऀがࢮΜだりɼ

༡ࠃՈͱΦΞγεࠃՈ
༡国Ոはɼٍഅྗࣄ܉をもつ༡ຽがΦアγスࣾձと国際ۀを取りࠐΜだ連合
ମでɼ都ࢢ国ՈであるΦアγス国Ոやఆॅࣾߞձにରしいؒ༏Ґをめた。

3 ➡p.�2

4 2

➡p.230
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　　　　中ԝϢーラγアに͓
いてڧ力な༡国Ոが生まれ
る݅をൈ

͵

き出ͦう。

�͍

　　ٍ
͖
അ

ͱٍࣹ　馬は蒸気機関

（→ｐ.194）の普
;
及
͖Ύう
以前において

最も速い乗り物であり，操
͋つ
りや

すい小型の弓で馬上から射かけ
る騎射を身につけた遊牧民は，
精強な騎兵でもあった。騎射戦
術と統

とう
率
ͦつ
のとれた集団戦法を誇

΄͜

る遊牧騎兵は，近代以前におい
て陸上最強の軍隊であった。

2

　　தԝΞδΞ　パミール高原
の東西に広がる砂

͞
漠
く
・オアシス

地帯を中心とした，ユーラシア
内陸部の中央域を指す。現在の
カザフスタン・ウズベキスタン・
トルクメニスタン・タジキスタ
ン・キルギスにあたる西部を西
トルキスタン，中国の新

しΜ
疆
͖ΐう
ウイ

グル自治区に相当する東部を東
トルキスタンという（→p.37）。

1

༡国Ոは༡民ͩけでߏ
成される国Ոではない。政治
とࣄ܉を༡民がѲ

に͗

り，オア
シスやߞ地ଳのさま͟まな
定ॅ民を支配し，国際商人が
貿易・外交を担

にな

うという，多
重的・ࠞ合的なߏ成をとる࿈
合体であった。

༡ࠃՈ
 

　　 தԝϢʔϥγΞのߏ　北
の༡ྗͲ͏し，ೆのΦアシ
スࢢͲ͏しがฒଘɾڝ߹͢Δ
ͱͱに，ೆ北྆ࣾձのؒͰަ
ྲྀɾি

しΐう
ಥ
とつ

がల։された。ࣄ܉ɾ
ަ௨のओಋݖΛѲ

に͗
Δ༡ຽの׆

ಈは，さΒにͦの֎
がい

ԑ
͑Μ

のҬに
ৗにӨ

͑い
ڹ
͖ΐう

Λ༩
͋た

͑た。
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　ݪ

　　 தԝϢʔϥγΞの෩　౦はதࠃ౦北෦͔Β西はϋンΨリʔにٴ
͓よ

Ϳݪଳͱ，ͦのೆํの࠭
͞

യ
く

ɾΦアシスଳͱが
ೆ北にฒ

へい
ߦ
͜う

しͯがΔ。北ଆには，ݪଳにԊっͯྛଳがԣたΘΔ。
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ˀ ओなҨ
ओな世界Ҩ࢈

　　 ༡ຽのΒ ʢ͠Ϟンΰルʣ　༡ຽはՈ
か

ச
ちく

Λ࢈ࡒͱし，
ΈཱͯࣜのఱນΛॅډͱした。ͳ͔Ͱ༽はҥ৯ॅͯ͢Λࢧ
͑Δوॏͳੜݯࢿ׆Ͱ͋り，ɾೕ͚ͩͰͳ͘，ໟൽɾフΣ
ルτɾֵ

かわ
ା
ͿくΖ

ɾث֯ࠎͳͲのૉࡐͱしͯ༨͢ॴͳ͘׆༻した。

3 　　 ΦΞγスの༷ࢠʢτΡルフΝンʣ　ઇͲ͚ਫによΔՏ
か

川
ͤΜ

ԼਫΛར༻しͯ，࠭
͞

യ
く

のͳ͔にਓతにܗされ
たߞɾूམがΦアシスͰ͋Δ。ۀɾ

΅く
ச
ちく

ۀ
͗ΐう

がӦ·れ
Δͱͱに，ަқखۀのڌ

͖ΐ

てΜ

ͱͳった。
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　マイϠே・アッόースேのൟ
はΜ
ӫ
えい
によりɼイスラームఇ国のࢧ域は

΄΅֬ఆしたがɼムスリムの׆動はそのൣ
はΜ
ғ
い
を越

͜
えて広がって͍ったɻ

ಛに௨ɼそれに
ともな
͏宣教によってɼムスリムの׆動ൣғは中ԝアジ

アɼインυɼ౦南アジアɼまたアフリカの౦ւ؛サϋラ࠭
さ
യ
く
を越えた

中ԝアフリカへと֦大したɻ時のムスリムのઌ進的な文化とफ教はɼ

これらの地域の人ʑをັ
み
ྃ
りΐう
しɼ൴

かれ
らの改फをଅ

うなが
したɻまた改फすること

でɼムスリム人との交易が༗利になること͋ったɻこ͏してঃ
͡ΐ
ʑ
͡ΐ
に

イスラームが広がりɼがてそれͧれの地域にイスラームॾԦேがཱ

したɻアッόースேがਰ
すい
ୀ
たい
し࢝めるとイスラーム世界の治的統Ұはࣦ

われて͍ったののɼ文化とफ教ɼそして経ࡁはɼ各地のムスリムを݁

ͼつけ続けたɻ̕世لから��世لにかけてɼイスラーム世界はアジア・

アフリカのॾ地域に֦大しɼै དྷの地域文化治システムと༥
Ώう
߹
͝う
してɼ

ಠ自のイスラーム文化を生Μで͍ったɻ�

　̕世لになるとɼ中ԝ集権的なアッόースேに対してɼ૯
ͦう
ಜ
とく
に

͡られた地ํの༗力ऀ派
は
ݣ
けΜ
された܉人はɼカリフの治的権

けΜ
Җ
い
をೝめ

つつ自ཱ的な
けい

͜う
を強めɼ北アフリカエジプトɼ中ԝアジアなͲにイ

スラームॾԦேを։͍たɻシーア派のイマームを͍ただく北アフリカの

ϑΝʔςΟϚேはアッόースேカリフの権Җそののをೝめͣɼみͣか

らカリフを໊ってエジプトを
ͤい

;く
しɼट都しɼट都ΧΠϩを建ઃしたɻまたɼを建ઃしたɻまたɼ

ΠεϥʔϜੈքのൃలͱ֦େ
アοόースேの解ମのޙもɼイスϥーϜ世界はۀ活動やफ教・文Խ活動によͬͯ
֦େをଓ͚ɼ֤地にಠࣗの特৭をもͬたイスϥーϜԦேがੜまれた。

➡p.107

Ξοόʔεேのղମ
地ํݖのथ立などによͬͯアοόースேの解ମがਐむなかでɼಠࣗのΧリϑݖを
ओுするԦேもੜまれɼイスϥーϜ帝国は྾へとかͬた。�

1
'⒑U

ϑΝʔςΟϚே


ϑΝʔςΟϚே
JNB

��� ʙ 11�1

2

アッόースே建ઃ時にイϕリア半島にಀ
のが
れ

たマイϠ家のԦ族はίルυόにޙ
͜う
ϚΠ

Ϡேを建てて͍たがɼその܅主ファー

ティマேに対
たい
߅
͜う
してカリフを໊ったɻこ

͏してɼ̏ 人のカリフがฒͼཱͪɼイスラー

ムఇ国の
ͿΜ
྾
れつ
が明֬となったɻ�

　地ํのಠཱシーア派のཚによってߦ

͖٧
づ
まったアッόースேカリフはɼԼの

༗力܉人をେΞϛʔϧ（大ক܉）に໋して

権を与ߦ事権と܉
あた
えɼମ制のཱてしを

ਤ
はか
ったがɼその強大な権力をめ͙って治

にࠞཚが生͡たɻそのなかでイラン܉ܥ人

の建てたϒϫΠϑேがόάダーυに入

しɼ大アミールの地Ґをಘてɼカリフから

࣮権をୣ
う
ったɻ

　イάルఇ国่
΄う
壊
かい
の時代にɼ中ԝアジア

のトルί人はɼ戦争ั
΄
ྂ
りΐ
༭

よう
ฌ
い
なͲとして

アジアにྲྀ入したɻ൴らはアッόースே

に奴
ど
隷
れい
えɼ݁Ռ的に大͖な権人として܉

力をつにࢸったɻこのよ͏な奴隷܉人はアッόースே解ମҎ߱のॾԦ

ேで܉の主力として༻͍られることがଟくɼ時にはಠ自のԦேを建ઃ

したɻ

　ҰํɼトルίܥԦேΧϥ⼠ϋϯேは��世لにイスラームを受༰しサー

マーンேを໓
΄Ζ
΅したɻへのಓを։かれたトルίܥ༡民ηルジューク

族はɼガズナேカラ⼠ϋンேと対ཱしつつɼηϧδϡʔΫேを建ઃしɼ

アッόースேカリフのཁ
よう

ͤい
にԠえるかたͪでブϫイフேを

た͓
してόά

ダーυに入したɻそのࢦಋऀトΡάリル⼠ϕクはɼカリフにެࣜにε

ϧλϯのশ
しΐう
߸
͝う
を与えられたɻこれҎ߱ɼॾԦேの܅主は大アミールに代

わってスルタンをশしɼカリフの権ҖのԼ
もと
でのࢧ権をߦしたɻηル

ジュークேは中ԝアジアからখアジアにࢸるྖ域をࢧしɼスンナ派の

アッόースேカリフをܝ
かか
͛てシーア派のファーティマேに対߅したɻ�

1 ��� ʙ 1�31

2

3

3

BN⒒S

#VXBZI

ϒϫΠϑ
#VXBZI

ϒϫΠϑ
�32 ʙ 1��2

τϧίܥのਐग़ͱԦேݐઃ
̕世لに࢝まͬたトルコܥॾ集ஂのํҠ動に
よͬͯɼイスϥーϜ世界のଟくのԦேでトルコ
人がॏཁなྗとなりɼまたトルコܥのॾԦே
が成立した。�
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4

　　　　ΧϦフとεルタンは
どのような関係にあͬたの
かɼཁしよう。

�͍

　　ౕ
Ͳ
ྴ
Εい
ਓͷԦே　エジプト܉

のトゥールーン朝はアッバース
朝の，アフガニスタンのガズナ
朝はサーマーン朝の，中央アジ
アのホラズム朝はセルジューク
朝の奴隷軍人がつくり上げた。

4

　　εϧλϯ　スルタンとは権
͚Μ

威
い
者
しΌ
を意味し，もともとはカリ

フに対して使われる敬
͚い
称
しΐう
であっ

た。イスラーム社会全体の指導
者であるカリフと異なり，宗教
的な権威はもたなかった。

5

　　ΠεϥʔϜॾԦே　中央ア
ジアではサーマーン朝が，エジ
プトではトゥールーン朝が独立
王朝を建設した。

1

　　ΠϕϦΞౡͷΠεϥʔϜ
ࣾձ　後

͜う
ウマイヤ朝の支配の下

と

でキリスト教徒・ユダヤ教徒・
ムスリムが共存し，独特の文化
が繁

はΜ
栄
͑い
した。

2

　　γʔΞͷ࣌　10世紀以
降，地方の反アッバース朝勢力
がシーア派を受け入れ，各地で
シーア派の国家建設運動が激し
くなった。しかし彼

かΕ
らの活動は

統一されてはいなかった。例えば，
ブワイフ朝の君主たちはシーア
派に属していたが，スンナ派の
アッバース朝カリフを廃

はい
位
い
せず，

その権
͚Μ
威
い
を利用して，シーア派

のファーティマ朝カリフに対
たい
抗
͜う

した。またシーア派王朝の下
と
でも，

住民にはあまりシーア派が浸
しΜ
透
とう

しないことも多かった。
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　　 Ξζϋϧ⼠ϞスΫʢΧイ
ϩʣ　フΝʔςΟϚே࣌に
シʔアのϞスΫͱしͯݐ
ઃされ，ϚυラαʢˠQ�10�ʣ
ซ

へい
ઃ
ͤつ

された。アイϢʔϒ
ே࣌ʢˠQ�10�ʣにはスン
ナֶڭのத৺ͱͳった。

2

世界
遺産

　　 ίϧυόのϝスΩʔλ
ޙ
͜う

ϚイϠேがݐઃしたϞ
スΫ。Ωリスτڭྗのイϕ
リアౡਐग़ʢˠQ�10�ʣのޙ，
Ωリスτڭձにͳった。
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ユーラシア大交流圏の成立1ষ
ϢʔϥγΞͱॾҬʹ͓͚ΔͱւͷωοτϫʔΫɼͲͷΑ͏ʹ͕ͨͬͷͩΖ͏͔ɻষの見௨し

։きの「い」ݟ�●
● 多くのݟ։きにষの「ৼりฦり」・અの「まとめ」に関連する「問い」を設置。
●教科書のページが進Ή΄ど、қ度の高い「問い」が૿えていく。
● 着実な知ࣝの習得とともに、ࢥ考力・判断力・表ݱ力の育成にも 

つながる。
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「ൈきग़ͦ͏」（қ度ɿ）
本文を抜き出して答える、
簡単な問い。

る݅をൈ
͵

き出ͦう。
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　　　　ΧϦフとεルタンは
どのような関係にあͬたの
かɼཁしよう。
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ユーラシア大交流圏の成立1ষ
ষの見௨し

「ཁ͠よ͏」（қ度ɿத）
教科書の内容を自身で要約
する問い。

かɼཁしよう。
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ΞϝϦΧ߹ऺࠃのւ֎ு
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ϥςϯΞϝϦΧʹٴͿ߹ऺࠃのࢧྗ
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　　　　アϝϦΧ合ऺ国の国
内治と対ラテンアϝϦΧ
の特ࡦ

とく


ͪΐう

をͦれͧれઆ明しよ
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ϝキシίϝキシί

ΦマϋΦマϋ ϫγントンϫγントン

γアトルγアトル

αンフランγεコαンフランγεコ
αクラϝントαクラϝント

ϩαンθルεϩαンθルε

デンϰΝーデンϰΝー
ιルトレイクγテΟιルトレイクγテΟ

デトϩイトデトϩイト
γΧΰγΧΰ

χϡーΦーϦンズχϡーΦーϦンズ

アトランタアトランタ

χϡーヨークχϡーヨーク
フΟラデル
フΟア
フΟラデル
フΟア

ϘεトンϘεトン

ϦッチϞンυϦッチϞンυ

αンアントχΦαンアントχΦ

ώϡーεトンώϡーεトン

ηントルイεηントルイε

μラεμラε

μルーεμルーε

ϛωアポϦεϛωアポϦε

ポートランυポートランυ ノーβ ンύγフΟックమಓ

ノーβ ンύγフΟックమಓ

ϢχΦンηントラルύγフΟックమಓ
ϢχΦンηントラルύγフΟックమಓ（࠷ॳの大ԣ断మಓ）

（ॳの大ԣ断మಓ࠷）

αンタフェమಓαンタフェమಓ

αβンύγフΟックమಓαβンύγフΟックమಓ

ଓ点

英領カナダ（1867 自治領）

ϝΩγί
ओなۀ都市
ओཁమಓ（18�0年までに։通）
ओཁమಓ（1900年までに։通）

2

3

カ リ ブ ւカ リ ブ ւ

大　　༸大　　༸ϝキシίϝキシί

ଠ　平　༸ଠ　平　༸

1821

1821

1821　

1821

18441804

1903
ύφϚ

ϋΠν υϛχΧ

Ωϡʔό
ϝΩγί

ϗϯδϡϥε

χΧϥάΞ

ίελϦΧ
ϕωζΤϥ

ίϩϯϏΞ

1898

ࣈ
アϝϦΧྖ
イΪϦεྖ
アϝϦΧが力ׯবした国

（1901ʙ1930年）

フランεྖ
ಠ立年

（εペインがಠ立をঝ認）
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「説明͠よ͏」（қ度ɿߴ）
教科書の内容を解釈し、自身
の言葉で説明する問い。

をͦれͧれઆ明しよ
う。
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αϋϥ࠭യҎೆのΞϑϦΧʹ͓͚ΔΠεϥʔϜの֦େ
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ɾϞϯΰϧͱのରཱ܉ࣈे
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ΠϕϦΞౡɾΞϑϦΧʹ͓͚ΔΠεϥʔϜ

Λࢹ
ม͑ͯ

　イΣϧαϨϜは，ϢμϠڭにとってはਆ
しΜ
఼
でΜ
があったਆのொであΓ，Ωリスτڭにとっ

てはイΤスがॲ
しΐ
ܐ
͚い
されたである。イスラʔϜでは，ϜϋンϚυのఱ国๚のح

͖

͖ͤ

を
しΐう

ちΐう
͢るとされた。ͭࡾのफڭのとされたこのொでは，それͧれの信ऀが

ଘしていたが，しし，争ڞ
ͦう
ୣ
ͩつ
戦争のରとなった。ेࣈ軍ӡಈはそのදతな

のであΓ，Ϥʔϩού෦のΩリスτెڭは，ϜスリϜのख͔らこのをୣ
う
͏ため

軍事ԕ
͑Μ

ͤい
を܁

く
Γฦした。�

教ߖϧόψε̎世のԋઆʢ����ʣ
　これは，ਆの͝ҙࢤによるۓ

͖Μ
ٸ
͖Ύう
の

務でʜ౦ํのΩリスτెڭたͪをԉ
͑Μ
ޢ
͝

͢るため，たͩͪにग़ൃし，あのԼ
͛
ྼ
Εつ

な民をಉ
Ͳう
๔
΄う
の͔らࠜઈやしに͢

るよ͏にと。� 〈阿部寿美代訳〉

αϥσΟンのԋઆʢ����ʣ
　ΤϧαϨϜは91ؒఢのखにあΓʜ
このでਆへのྱഈを๋

͞͞
͛ることがまっ

た͘で͖な͔った。ʜΤϧαϨϜをୣ
ͩͬ
ճ
かい

͢るとい͏ख
て
ฑ
がら
を，ਆはʜऔっておいて

ͩ͘さったのͩ。� 〈阿部寿美代訳〉
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ίίϯϯΰΰຍຍ

ηϧδϡʔΫேηϧδϡʔΫே
ϜϥʔϏτேϜϥʔϏτே

（15ʙ1�世紀）

ϚϦԦࠃϚϦԦࠃ
（13ʙ15世紀）

ΨʔφԦࠃΨʔφԦࠃ
（̔ 世紀Ҏલʙ
 11世紀）

グレートジンόブΤマダガスカル島

ߚߚ

ルルϖϖシシアア

ււ

地地 中中 ււ

大大西西洋洋 ンン
イイ

ドド
洋洋

タンガニーカބタンガニーカބ

マライބマライބ

ンンϕϕ
ジジ
ββ

ナナ
イイ
ルル


ニ
ジ
ェ
ー
ル
川

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川

ˀ
イεラームの
11世紀後までのイεラームのがり
イεラーム化されたҬ（1200年͝Ζ）
ݍのओなεϫώϦ語使用ࡏݱ

4

ϚϯαʹϜʔα
ϜεϦϜਓ

　　 イΣϧαϨϜのؠのυʔϜ
イスラʔϜのॴにϚイϠே
がݐઃしたのͰ，΄΅ಉ͡
ॴにϢμϠڭɾΩリスτڭのͦ
れͧれのॴがଘ͢ࡏΔ。 
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Ϥʔϩούʹ͕Δࠃຽҙࣝ

ࢹ

Ωーϫーυ

Ωーϫーυ 23

Λࢹ
ม͑ͯ

　ϒランσンϒϧΫは，υイπのදతจ化Ҩ産の一ͭである。
180�にϕϧリンを

ͤΜ
ྖ
りΐう
したφϙϨΦンは，ϒランσンϒϧΫ

の্にある4頭ཱてഅंにる勝利のঁ
Ί
ਆ
がみ
૾
ͧう
をύリのϧʔϰϧඒ

ज़ؗにӡͼࠐ
͜
Έ，フランスの軍事తӫޫを国民にએした。ࠨの

ֆはφϙϨΦンがඳ
͑が
͔ͤたので，ύリにؼͪ࣋った૾がまͩ

の্にஔ͔れている༷ࢠはϕϧリンྖの軍事తӫޫをࣔ͢の
に格のૉࡐとなった。
　1815にφϙϨΦンがࣦ

しͬ
٭
͖Όく
͢ると，ύリをྖしたϓϩイηン

軍が૾をؼͪ࣋Γ，とのॴにਾ
す
͑た。さらに，に面͢る

は，ύリྖをه೦してʮύリʯとվ໊された。
　ϒランσンϒϧΫとい͏จ化Ҩ産は，ಠそれͧれの国民ҙ
ࣝのڧ化にؔ

かΜ
༩
よ
したのである。

1

1

2

3

�͍

の·ͱΊ3અ の·ͱΊ�અ
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1821ϗϯδϡϥε
1821
χΧϥάΞ

1821

Ωϡʔό
1902

1821

1821

1821

ύφϚ
1903

ϋΠν1804

υϛχΧ
1844（ϋイチからのಠ立年）

1811（1830）
ϕωζΤϥ

εϦφϜ
ΨΠΞφ 19��

1975

ΤΫΞυϧ
1822

（1830）

（1830）

ίϩϯϏΞ
1819

ϖϧʔ

グアϠΩル

1821

ϘϦϏΞϘϦϏΞ
18251825

	                     

1822
ϒ ϥ δ ϧ
1822ʙ89帝国
Ҏ後ڞ和国

ύϥάΞΠ
1811

ϧάΞΠ 1828

�Ϧ

ν

1818

Ξ
ϧ
θ
ϯ
ν
ϯ

181�

÷˃

ಠ立年ࣈ
大コϩンϏアから
のಠ立年

大コϩンϏア
（1819ʙ30）
中ԝアϝϦΧ連

（1823ʙ39）

（ࣈ）

2

1

　　 h φϙϨΦϯߖఇのϕϧリϯ入ɹ18��
1�݄�� 〈ɦヴェルサイユ宮殿蔵〉

1

φϙϨΦϯ

F�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

G�

ア
メ
リ
カ

અ
4અ

� ষの
ৼΓฦΓ

Λม͑ࢹ ʢͯશ��Օॴʣ

さまざまな立場に焦点をあて、多面的・多角的に歴史事象を考えるコラム。

●本文の内容を深め、多様な視点を養う
　各種コラム�
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一
いっ

方
ぽう

で，創
そう

立
りつ

以
い

来
らい

従
したが

ってきた遊
ゆう

牧
ぼく

部
ぶ

族
ぞく

の子
し

孫
そん

や早
はや

くから服
ふく

従
じゅう

した勢
せい

力
りょく

も

尊
そん

重
ちょう

されており，帝
てい

国
こく

の中
ちゅう

枢
すう

は，世
せ

襲
しゅう

と実
じつ

力
りょく

とのバランスのとれた，多
た

元
げん

的
てき

で開
かい

放
ほう

的
てき

なしくみによって運
うん

営
えい

されていた。統
とう

治
ち

においては徴
ちょう

税
ぜい

と

治
ち

安
あん

維
い

持
じ

に重
じゅう

点
てん

をおき，在
ざい

来
らい

の社
しゃ

会
かい

や文
ぶん

化
か

にはほとんど干
かん

渉
しょう

しなかった。

西
せい

方
ほう

のジョチ家
け

・チャガタイ家
け

・フレグ家
け

のウルスでは，支
し

配
はい

者
しゃ

である

モンゴルの方
ほう

が逆
ぎゃく

に現
げん

地
ち

の文
ぶん

化
か

の影
えい

響
きょう

を受
う

けてトルコ化
か

・イスラーム化
か

し，統
とう

治
ち

下
か

の社
しゃ

会
かい

に根
ね

を下
お

ろしていった。

騎
き

馬
ば

軍
ぐん

事
じ

力
りょく

を力
ちから

の源
げん

泉
せん

としつつ広
こう

域
いき

支
し

配
はい

・定
てい

住
じゅう

民
みん

統
とう

治
ち

の経
けい

験
けん

を蓄
たくわ

えて

きた中
ちゅう

央
おう

ユーラシアの遊
ゆう

牧
ぼく

国
こっ

家
か

は，モンゴル帝
てい

国
こく

の登
とう

場
じょう

で直
ちょく

接
せつ

ユーラシ

アの大
たい

半
はん

を政
せい

治
じ

的
てき

に統
とう

合
ごう

するに至
いた

った。モンゴル帝
てい

国
こく

の下
もと

で大
たい

成
せい

された

広
こう

域
いき

支
し

配
はい

のあり方
かた

と各
かく

ウルスの領
りょう

域
いき

は，その後
ご

の時
じ

代
だい

にも受
う

け継
つ

がれた。

大
だい

元
げん

ウルスは1276年
ねん

に南
なん

宋
そう

を下
くだ

し，中
ちゅう

央
おう

ユーラシアの王
おう

権
けん

として初
はじ

めて華
か

中
ちゅう

・華
か

南
なん

を直
ちょく

接
せつ

支
し

配
はい

した。南
なん

宋
そう

の造
ぞう

船
せん

・航
こう

海
かい

技
ぎ

術
じゅつ

や海
かい

洋
よう

知
ち

識
しき

を吸
きゅう

収
しゅう

したモンゴルは，東
とう

南
なん

アジア・インド洋
よう

への進
しん

出
しゅつ

を図
はか

った。南
なん

方
ぽう

では

大
だい

越
えつ

（陳
ちん

朝
ちょう

）・チャンパー・パガン朝
ちょう

・ジャワ島
とう

に遠
えん

征
せい

軍
ぐん

を送
おく

り，東
とう

方
ほう

で

は２回
かい

にわたって日
に

本
ほん

に出
しゅっ

兵
ぺい

した（文
ぶん

永
えい

・弘
こう

安
あん

の役
えき

）。これらは多
おお

くの場
ば

合
あい

，強
つよ

い抵
てい

抗
こう

にあって撤
てっ

兵
ぺい

することとなったが，もともと征
せい

服
ふく

ではなく

通
つう

商
しょう

の拡
かく

大
だい

と交
こう

易
えき

路
ろ

の確
かく

保
ほ

が目
もく

的
てき

であったため，13世
せい

紀
き

末
まつ

にはほとん

どの地
ち

域
いき

が大
だい

元
げん

ウルスと通
つう

交
こう

・通
つう

商
しょう

関
かん

係
けい

をもつようになった。これによ

り，杭
こう

州
しゅう

・泉
せん

州
しゅう

・広
こう

州
しゅう

などの港
こう

市
し

が海
かい

上
じょう

貿
ぼう

易
えき

で繁
はん

栄
えい

し，交
こう

通
つう

や物
ぶつ

流
りゅう

は海
かい

運
うん

や大
だい

運
うん

河
が

によって華
か

北
ほく

や内
ない

陸
りく

部
ぶ

とも結
むす

ばれた。こうしてモンゴル帝
てい

国
こく

は，陸
りく

上
じょう

だけでなく海
かい

上
じょう

交
こう

通
つう

をも支
し

配
はい

する帝
てい

国
こく

へと発
はっ

展
てん

していった。 

大
だい

元
げん

，ウルスでは，制
せい

度
ど

上
じょう

は金
きん

・南
なん

宋
そう

の官
かん

僚
りょう

制
せい

・地
ち

方
ほう

行
ぎょう

政
せい

単
たん

位
い

が引
ひ

き継
つ

コラム

➡p.158
いき し

➡p.31

大
だい

元
げん

ウルスとユーラシア東
とう

方
ほう

華
か

北
ほく

と江
こう

南
なん

を統
とう

合
ごう

した大
だい

元
げん

ウルスは海
うみ

の道
みち

にも進
しん

出
しゅつ

し，交
こう

通
つう

・貿
ぼう

易
えき

網
もう

は陸
りく

海
かい

に広
ひろ

が
った。モンゴル主

しゅ

導
どう

の下
した
大大
で柔

じゅう

軟
なん

な人
じん

材
ざい
海海
登
とう

用
よう
道道
と寛

かん

容
よう

な宗
しゅう

教
きょう
，，
観
かん

に基
もと

づく統
とう
網網
治
ち

が行
おこな
陸
われた。

➡p.56
い

1274, 1281

日本

ハンチョウ チュワンチョウ コワンチョウ ➡p.128
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　　　　モンゴル帝
てい

国
こく

は，広
こう

大
だい

な領
りょう

域
いき

に住
す

む多
た

様
よう

な人
ひと

々
びと
，
を

どのように統
とう

治
ち

したのか，要
よう

約
やく

しよう。

問 い

中
ちゅう

国
ごく

の省
しょう

の起
き

源
げん

モンゴル
は，中

ちゅう

国
ごく

支
し

配
はい

に際
さい

し中
ちゅう

央
おう

政
せい

府
ふ

の
中
ちゅう

書
しょ

省
しょう

と同
どう

格
かく

の行
こう

中
ちゅう

書
しょ

省
しょう

を各
かく

地
ち

において地
ち

方
ほう

統
とう

治
ち

にあたらせた。
これは従

じゅう

来
らい

よりはるかに広
ひろ

い範
はん

囲
い

を管
かん

轄
かつ

し，現
げん

在
ざい

の省
しょう

の起
き

源
げん

と
なった。

4

　日
ににににににに

本
ほんほんほんほん

と大
だいだいだいだいだいだいだい

元
げんげげげんんん

ウルスの間
あいだあああいいいだだだ

では，文
ぶん

永
えい

・弘
こう

安
あん

の役
えき

のため
政
せいせせせいいい

府
ふふふふ

間
かんかんかんかん

の関
かんかかかんんん

係
けいけいけいけい

は開
ひらひらひらひら

かれなかったが，民
みんみんみんみんみんみんみん

間
かんかんかんかん

の海
かいかかかいいい

上
じょうじょうじょうじょう

貿
ぼうぼうぼうぼうぼうぼうぼう

易
えきえきえきえきえきえきえき

は
活
かっかかかっっっ

発
ぱつぱつぱつぱつ

に行
おこなおおおこここなななななな

われた。戦
せんせせせんんん

争
そうそうそうそう

時
じじじじ

や倭
わ

寇
こう

（→p.136）の出
しゅつ

没
ぼつ

時
じ

な
どには，両

りょうりりりょうょうょうょうょうょう

国
こくこここくくくくくく

の政
せいせいせいせいせいせいせい

府
ふふふふ

が沿
えんえええんんん

岸
がんがんがんがん

警
けいけいけいけいけいけいけい

備
びびびび

の強
きょうきょうきょうきょうきょうきょうきょう
ppppppppppppppp
化
かかかか

や海
かいかいかいかい

外
がいがいがいがい

交
こうこうこうこう

通
つうつつつううう

の統
とうとうとうとう

制
せいせせせいいい

をしたが，それ以
いいいい

外
がいがいがいがい

の時
じじじじ

期
きききき

は海
かいかかかいいい

商
しょうしょうしょうしょう

が盛
さか

んに往
おうおうおうおう

来
らいらいらいらい

して
貿
ぼうぼうぼうぼう

易
えきえきえきえき

を行
おこなおこおこおこななな

った。中
ちゅうちゅちゅちゅううう

心
しんしんしんしん

地
ちちちちちちち

となったのは寧
ニン

波
ポー

(明
めい

州
しゅう

，元
げんげんげんげんげんげんげん

代
だいだいだいだい

に
は慶

けい

元
げん

)と博
はか

多
た

（→p.127）であり，博
はかはははかかか

多
たたたたたたた

は元
げんげんげんげん

軍
ぐんぐぐぐんんん

の攻
こう

撃
げき

目
もくもももくくく

標
ひょうひひひょょょううう

となったにもかかわらず，戦
せんせんせんせん

後
ごごごご

はすぐに繁
はん

栄
えい

が戻
もど

った。
戦
せんせんせんせん

争
そうそうそうそう

や外
がいがいがいがいがいがいがい

交
こうこうこうこう

を担
にな

った幕
ばく

府
ふ

や寺
じじじじじじじ

社
しゃしゃしゃしゃ

なども，有
ゆうゆゆゆううう

力
りょくりりりょくょくょく

者
しゃしししゃゃゃ

が寺
じじじじ

院
いんいんいんいん

建
けんけんけんけん

設
せつせつせつせつせつせつせつ

費
ひひひひ

の捻
ねん

出
しゅつ

の名
めいめめめいいい

目
もくもももくくく

で貿
ぼうぼうぼうぼう

易
えきえきえきえき

船
せんせんせんせん

を派
は

遣
けん

し，私
しししし

的
てきてててききき

なかたち
で貿

ぼうぼぼぼううう

易
えきえきえきえきえきえきえき

を行
おこなおおおこここななな

っていた。貿
ぼうぼぼぼううう

易
えきえきえきえき

船
せんせせせんんん

には多
おおおおおおおお

くの僧
そう

が便
びんびんびんびんびんびんびん

乗
じょうじじじょょょううう

して
往
おうおうおうおう

来
らいらいらいらい

し，禅
ぜん

宗
しゅう

や宋
そう

学
がく

など新
あたらあああたらたらたら

しい学
がくがくがくがく

問
もんもももんんん

や文
ぶんぶんぶんぶん

化
かかかか

がもたらさ
れた。喫

きっ

茶
さ

の風
ふうふふふううう

習
しゅうしししゅゅゅゅゅゅううう

が広
ひろひろひろひろ

まったのも，禅
ぜんぜんぜんぜん

僧
そうそうそうそう

を通
とおとおとおとお

してである。

世界史の
中の日本

男
だん

性
せい

が全
ぜん

員
いん

騎
き

兵
へい

となる遊
ゆう

牧
ぼく

民
みん

の社
しゃ

会
かい

は，父
ふ

系
けい

の血
ち

筋
すじ

を中
ちゅう

心
しん

に組
く

み立
た

てられてい
たが，家

か

政
せい

を取
と

りしきり，
出
しゅっ

征
せい

中
ちゅう

の留
る

守
す

を守
まも

る女
じょ

性
せい

も，
財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

権
けん

をもつなど強
つよ

い
立
たち

場
ば

にあった。モンゴル帝
てい

国
こく

では，オゴデイの没
ぼつ

後
ご

な
どに，次

つぎ

の大
だい

ハーンが大
だい

集
しゅう

会
かい

（クリルタイ）で選
せん

出
しゅつ

され
るまでの間

あいだ

，妃
きさき

が皇
こう

太
たい

后
ごう

と
なって国

こく

政
せい

を代
だい

行
こう

した。

元
げんげげげんんん

軍
ぐんぐんぐんぐん

と戦
たたかたたかたたかたたか

う日
にににに

本
ほんほんほんほん

の武
ぶぶぶぶ

士
しししし

元
げんげげげんんん

軍
ぐんぐんぐんぐん

は，モンゴル・女
じょ

真
しん

・高
こう

麗
らい

・南
なん

宋
そう

などさまざまな出
しゅっしししゅゅゅっっっ

身
しんしししんんん

者
しゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ

の混
こんこここんんん

成
せいせいせいせい

であった。日
ににににににに

本
ほんほんほんほん

側
がわがわがわがわがわがわがわ

は元
げんげげげんんん

軍
ぐんぐんぐんぐん

の集
しゅうしししゅゅゅううう

団
だんだだだんんん

戦
せんせせせんんん

法
ぽうぽぽぽううう

や火
かかかか

薬
やくやくやくやくやくやくやく

兵
へいへいへいへい

器
きききき

に苦
くくくく

戦
せんせんせんせん

したが，元
げんげげげんんん

軍
ぐんぐんぐんぐん

も日
にににに

本
ほんほんほんほん

側
がわがわがわがわ

が築
きずきききずずず

い
た防

ぼう

塁
るい

に上
じょうじじじょょょょょょううう

陸
りくりりりくくくくくく

をはばまれた。〈『蒙古襲来絵詞』皇居三の丸尚蔵館蔵〉
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きょう

争
そう

激
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化
か
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事
じ

と
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ۀ
ぎょう

が݁
むす

ͼつ͍た強
きょう

力
りょく

な৽
しん

ڵ
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勢
せい

力
りょく

が
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಄
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したɻ北
ほっ

ํ
ぽう

ではɼアルタンԦ
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家
け

に加
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えて౦
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北
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の女
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ਅ
しん

人
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の間
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߹
ごう

が進
すす
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ひがし

シナւ
かい

でւ
かい

্
じょう

勢
せい

力
りょく

が࠶
さい

ฤ
へん

されて͍ったɻ
に

本
ほん

ではɼ

強
きょう

ݻ
こ

な家
か

ਉ
しん

団
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をฤ
へん

制
せい

しྖ
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域
いき

ࢧ
し


はい

を広
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͛た戦
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国
ごく

大
だい

໊
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ా
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信
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豊
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ఆ
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化
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ࣜ
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։
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人
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ɼ
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点
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貿
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の
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発
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׆
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動
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となったɻ地
ち

ํ
ほう

から੫
ぜい

としてٵ
す

্͍
あ

͛られた

ۜ
ぎん

は
かん

྅
りょう

܉・
ぐん

ୂ
たい

のҡ
い

࣋
じ

北
ほっ

ํ
ぽう


ぼう

Ӵ
えい

に
とう

͡られたためɼ貿
ぼう

易
えき

の׆
かっ

گ
きょう

都
と

市
し

のൟ
はん

ӫ
えい

にかかわらͣɼ
のう

ଜ
そん

のځ
きゅう


ぼう

が進
すす

Μだɻ����
ねん

代
だい

Ҏ
い

߱
こう

ɼ地
ち

ٿ
きゅう

ن
き


ぼ

のפ
かん

冷
れい

化
か

で災
さい

害
がい

がଟ
た

発
はつ

しɼ
のう

ଜ
そん

はർ
ひ

ฐ
へい

したがɼ
せい

争
そう

のため༗
ゆう

ޮ
こう

なख
て

は

ଧ
う

たれͣɼ
ぼう

動
どう

・
はん

ཚ
らん

が続
ぞく

発
はつ

したɻ����
ねん

ɼそのҰ
ひと

つで͋る李
り

自
じ

成
せい

の

乱
らん

によって北
ペ

ژ
キン

が߈
こう

ུ
りゃく

されɼ明
みん

は໓
めつ


ぼう

したɻ

➡p.123

➡p.144
せんごくご

1534 ～ 82

1537 ～ 98

1592 ～ 93, 97 ～ 98
さ か んな 1 QR
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げ
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1525 ～ 82
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いかく

➡p.177
んらんらん
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世界史の
中の日本

　朱
しゅ

印
いん

船
せん

貿
ぼう

易
えき

の時
じ

代
だい

には，
マニラ（フィリピン）・ホイ
アン（ベトナム）・アユタヤ
（シャム）などの日

に

本
ほん

町
まち

が栄
さか

え，商
しょう

人
にん

だけでなく浪
ろう

人
にん

や
日
に

本
ほん

を追
お

われたカトリック
教
きょう

徒
と

が活
かつ

躍
やく

した。アユタヤ
日
に

本
ほん

町
まち

の長
ちょう

であった山
やま

田
だ

長
なが

政
まさ

は，貿
ぼう

易
えき

のかたわら日
に

本
ほん

人
じん

部
ぶ

隊
たい

を率
ひき

いて戦
たたか

い，王
おう

を
助
たす

けて活
かつ

躍
やく

したが，政
せい

争
そう

で
殺
ころ

された。

朝
ちょう

鮮
せん

出
しゅっ

兵
ぺい


に

ຊ
ほん

でจ
ぶん


ろく

ɾ
ܚ
けい


ちょう

の役
えき

，ே
ちょう


せん

でਗ
じん

ୢ
しん

ɾஸ
てい

ಫ
ゆう

の
わ

ཚ
らん

ͱいう。
に

ຊ
ほん

܉
ぐん


とう

ॳ
しょ

շ
かい

ਐ
しん

ܸ
げき

をଓ
つづ

͚たが，ཥ
り

ॢ
しゅん

ਉ
しん

のே
ちょう


せん

ਫ
すい

܉
ぐん

や໌
みん

のԉ
えん

܉
ぐん

の
はん

ܸ
げき

でۤ
く

ઓ
せん

し，
ल
ひで

٢
よし

のࢮ
し

によってఫ
てっ

ฌ
ぺい

した。

1

朱
しゅ

印
いん

船
せん

　த
ちゅう

国
ごく

ɾϕτφϜɾ
Πϯυ࢈

さん

のੜ
き

ࢳ
いと

なͲをങ
か

い入
い

れ，
銀
ぎん

ɾಔ
どう

を༌
ゆ

ग़
しゅつ

した。
ぼう

易
えき

ڌ
きょ


てん

の
港
こう

市
し

にډ
きょ

ཹ
りゅう

地
ち

がで͖，౦
とう

南
なん

Ξ
δΞで

に

ຊ
ほん

ொ
まち

が，
きゅう

भ
しゅう

で
とう

ਓ
じん

ொ
まち

がӫ
さか

͑た。

2

　　　　豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

と徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

の対
たい

外
がい

政
せい

策
さく

について，それぞ
れ要

よう

約
やく

しよう。

問 い

スマトラ島

カリマンタン島
（ボルネオ）

ベンガルガベンガルガルル

マルク（モルッカ）マ
諸島

セイロン島
南
イ
ンン
ド
へ

氏）（阮氏）氏）） 江南

別子子

石見（→p.139）9）

佐渡
甲斐

生野野

台湾台湾台湾

スラバヤバヤバヤ

アチェェェチェ

ラッカマラッカラッカ
（1641～オランダ領）41～オ（1（1

バタヴィアタヴィタヴィ
（1619～）19～619～）

ジョホールジョホジジジジョホ ル

広州

杭州

南京京京

寧波波寧
蘇州蘇蘇州蘇州蘇

アユタヤ
リコールリコールリコール

ニパタニニ

ペグ－ペペ

北京

瀋陽瀋陽瀋陽

堺堺堺

長崎長崎崎崎崎長崎崎
坊津坊坊津坊津

平戸平戸平戸

松前松前松松松松松松前

釜山釜山釜山

アンボイナイナ

マカッサルマカッサルマカッサル

マニララララ

ゼーランディアア
（1624～61）624～6 ））（1624～61バンテンバンテンンバンテンン

ンプノンペンンノンノンプノンペンプノプノンペンペペン
アンホイアアア

マカオ

ハノノイノ

吉林

天津天津天天津
山海関山海関山海関山海関

漢城城城

ブルネイ

明

バンテン王国国ンテン王国バンテン王国ババン

タウングー朝

大越大シャム

フィリピンィリフフィリフィフ
（スペイン領）（（（（

琉球王国

鮮朝鮮鮮

マタラム王国ラム王国タラム王国王

日本
蝦夷地地蝦夷地蝦夷地

（鄭氏）

後金金金金
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 本 ւ

ア

ԫ
Տ

チャオ
プラϠ

ߐ

ーム ル

黒
）ߐཽ

）

オϗーπクւ

ϝίン

インυ༸

マ
ラッカ
ւ
ڦ

天

長長長

蘇

京

朝

マ

マ

海産物

金
金

銀銅
銀

銀

貂の貂の
毛皮毛皮

生糸

生糸生糸
綿布綿布

アメリカ大陸から

陶磁器

香辛料

生糸
絹織物絹織物

薬用薬
人参人参

1609年　薩摩藩の
支配下になる

1616年
女真人のヌルハチ
が後金を建てる

1603年
江戸幕府成立

生糸生糸

朱印船の航路
その他の交易ルート
銀の流れ
朝鮮出兵

（1592～93, 97～98）

イスラーム勢力の拠点都市
ポルトガルの拠点都市
オランダの拠点都市
特産品
主な貴金属の産地金

ւ

17世
せい

紀
き

初
はじ

めの東
ひがし

アジア交
こう

易
えき

　毛
け

皮
がわ

・人
にん

参
じん

貿
ぼう

易
えき

を握
にぎ

る後
こう

金
きん

と金
きん

銀
ぎん

銅
どう

を豊
ほう

富
ふ

にもつ
豊
とよ

臣
とみ

・徳
とく

川
がわ

政
せい

権
けん

が勢
せい

力
りょく

を確
かく

立
りつ

し，海
かい

上
じょう

では鄭
てい

氏
し

一
いち

族
ぞく

とポルトガル・オランダなどが
貿
ぼう

易
えき

を競
きそ

った。明
みん

と直
ちょく

接
せつ

貿
ぼう

易
えき

できない日
に

本
ほん

も，朱
しゅ

印
いん

船
せん

を派
は

遣
けん

して中
ちゅう

継
けい

貿
ぼう

易
えき

を行
おこな

った。
読み解き 朱

しゅ

印
いん

船
せん

の航
こう

路
ろ

からわかる日
に

本
ほん

と海
かい

外
がい

との貿
ぼう

易
えき

品
ひん

は何
なん

だろうか。

1

渡渡渡
と

航航航
こう

を許
きょ

可
か

す
る朱

しゅ

印
いん

状
じょう

2

〈૬国ࣉ蔵〉૬

B 

東
ア
ジ
ア

C 

日
本

̍અ　໌の国ࡍடংと౦ɾ౦ೆΞδΞ139

5

10

15

20

25

「14世
せい

紀
き

の危
き

機
き

」からの復
ふっ

興
こう

が課
か

題
だい

だった明
みん

代
だい

前
ぜん

半
はん

は農
のう

村
そん

の保
ほ

護
ご

と現
げん

物
ぶつ

調
ちょう

達
たつ

の方
ほう

策
さく

がとられ，人
ひと

と財
ざい

貨
か

の移
い

動
どう

が少
すく

ない時
じ

期
き

だった。しかし，

15世
せい

紀
き

末
まつ

ごろから世
せ

界
かい

の気
き

候
こう

が温
おん

暖
だん

化
か

に向
む

かうと，明
みん

においても農
のう

業
ぎょう

生
せい

産
さん

の向
こう

上
じょう

と手
しゅ

工
こう

業
ぎょう

・商
しょう

業
ぎょう

の発
はっ

展
てん

がみられ，さらに「大
だい

航
こう

海
かい

時
じ

代
だい

」の国
こく

際
さい

的
てき

な商
しょう

業
ぎょう

の活
かっ

発
ぱつ

化
か

と結
むす

びついて，経
けい

済
ざい

が著
いちじる

しい伸
の

びをみせた。

人
じん

口
こう

は16世
せい

紀
き

には１億
おく

を超
こ

えたが，その約
やく

半
はん

分
ぶん

を占
し

める江
こう

南
なん

地
ち

方
ほう

が

経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

を牽
けん

引
いん

した。長
ちょう

江
こう

下
か

流
りゅう

域
いき

の江
こう

南
なん

デルタの水
すい

田
でん

地
ち

帯
たい

はこのころほ

ぼ開
かい

発
はつ

し尽
つ

くされ，新
しん

品
ひん

種
しゅ

の導
どう

入
にゅう

や技
ぎ

術
じゅつ

改
かい

良
りょう

で生
せい

産
さん

性
せい

が高
たか

められた。水
すい

田
でん

に向
む

かない場
ば

所
しょ

では綿
めん

花
か

や桑
くわ

（蚕
かいこ

の飼
し

料
りょう

）といった商
しょう

品
ひん

作
さく

物
もつ

の栽
さい

培
ばい

が広
ひろ

がり，生
き

糸
いと

・絹
きぬ

織
おり

物
もの

・綿
めん

織
おり

物
もの

などの家
か

内
ない

制
せい

手
しゅ

工
こう

業
ぎょう

が発
はっ

達
たつ

した。代
か

わって

稲
いな

作
さく

の中
ちゅう

心
しん

地
ち

は長
ちょう

江
こう

中
ちゅう

流
りゅう

域
いき

の湖
こ

広
こう

（湖
こ

北
ほく

・湖
こ

南
なん

）や江
こう

西
せい

に移
うつ

り，商
しょう

品
ひん

作
さく

物
もつ

の栽
さい

培
ばい

や商
しょう

品
ひん

生
せい

産
さん

が盛
さか

んな江
こう

南
なん

地
ち

方
ほう

との間
あいだ

で地
ち

域
いき

間
かん

分
ぶん

業
ぎょう

が進
すす

んだ。一
いっ

方
ぽう

，農
のう

業
ぎょう

に限
げん

界
かい

のある地
ち

域
いき

では，それを補
おぎな

うため商
しょう

業
ぎょう

に特
とっ

化
か

する動
うご

きが

現
あらわ

れた。内
ない

陸
りく

部
ぶ

出
しゅっ

身
しん

の山
さん

西
せい

商
しょう

人
にん

・徽
き

州
しゅう

商
しょう

人
にん

は塩
しお

の専
せん

売
ばい

や軍
ぐん

需
じゅ

を担
にな

って巨
きょ

大
だい

な富
とみ

を築
きず

き，沿
えん

海
かい

部
ぶ

の福
ふっ

建
けん

の人
ひと

々
びと

は海
かい

禁
きん

を破
やぶ

って海
かい

上
じょう

交
こう

易
えき

に乗
の

りだし

た。彼
かれ

らは血
けつ

縁
えん

・地
ち

縁
えん

で強
きょう

固
こ

に結
むす

びついており，各
かく

地
ち

の都
と

市
し

に会
かい

館
かん

・公
こう

所
しょ

をつくって同
どう

郷
きょう

出
しゅっ

身
しん

者
しゃ

・同
どう

業
ぎょう

者
しゃ

などの活
かつ

動
どう

拠
きょ

点
てん

とした。 

陶
とう

磁
じ

器
き

と生
き

糸
いと

は，代
だい

表
ひょう

的
てき

な世
せ

界
かい

商
しょう

品
ひん

として日
に

本
ほん

や西
にし

アジア，ヨーロッ

パにまで輸
ゆ

出
しゅつ

された。アジア海
かい

域
いき

の貿
ぼう

易
えき

では，ヨーロッパ向
む

けの東
とう

南
なん

ア

ジア産
さん

香
こう

辛
しん

料
りょう

の輸
ゆ

出
しゅつ

と日
に

本
ほん

向
む

けの中
ちゅう

国
ごく

産
さん

生
き

糸
いと

の輸
ゆ

出
しゅつ

が特
とく

に盛
さか

んだった

が，ヨーロッパや日
に

本
ほん

には中
ちゅう

国
ごく

に対
たい

してめぼしい商
しょう

品
ひん

がなかったため，

銀
ぎん

が支
し

払
はら

いに用
もち

いられた。16世
せい

紀
き

に日
に

本
ほん

銀
ぎん

・メキシコ銀
ぎん

の産
さん

出
しゅつ

・流
りゅう

通
つう

が急
きゅう

増
ぞう

すると，貿
ぼう

易
えき

を通
とお

して大
たい

量
りょう

の銀
ぎん

が明
みん

に流
なが

れ込
こ

んだ。明
みん

は当
とう

初
しょ

紙
し

幣
へい

を流
りゅう

通
つう

させようとしたが失
しっ

敗
ぱい

しており，海
かい

外
がい

から多
た

量
りょう

の銀
ぎん

が流
りゅう

入
にゅう

すると，

銀
ぎん

の使
し

用
よう

が一
いっ

般
ぱん

化
か

した。納
のう

税
ぜい

でも銀
ぎん

で納
おさ

める一
いち

条
じょう

鞭
べん

法
ぽう

が広
ひろ

まった。

明
みん

後
こう

期
き

の産
さん

業
ぎょう

・商
しょう

業
ぎょう

の発
はっ

展
てん

産
さん

業
ぎょう

の成
せい

長
ちょう

と国
こく

際
さい

貿
ぼう

易
えき

の隆
りゅう

盛
せい

を背
はい

景
けい

に，明
みん

の経
けい

済
ざい

は16世
せい

紀
き

に江
こう

南
なん

地
ち

方
ほう

を中
ちゅう

心
しん

にめ
ざましく発

はっ

展
てん

した。貿
ぼう 貿貿易易
易
えき 易易
を通

とお 隆隆
した銀

ぎん 背背景景
の流

りゅう，，
入
にゅう明明
の激

げき経経
増
ぞう 経経済済
によって，銀

ぎん江
の使

し南南
用
よう

が浸
しん

透
とう中中
した。

➡p.134
く

➡p.151

チャンチヤン

4

5
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3

　古
こ

来
らい

，ユーラシアで国
こく

際
さい

通
つう

貨
か

として通
つう

用
よう

してきたのは銀
ぎん

であった。銀
ぎん

は，小
しょう

額
がく

で不
ふ

便
べん

な銅
どう

銭
せん

や信
しん

用
よう

の維
い

持
じ

が難
むずか

しい紙
し

幣
へい

と違
ちが

って，額
がく

面
めん

が大
おお

きく価
か

値
ち

が安
あん

定
てい

していたので，高
こう

額
がく

取
と

り引
ひ

きや貿
ぼう

易
えき

の決
けっ

済
さい

に広
ひろ

く用
もち

いられた。東
とう

方
ほう

では重
おも

さによっ
て価

か

値
ち

が決
き

められて通
つう

用
よう

し，モンゴル時
じ

代
だい

にはユーラシア規
き

模
ぼ

で流
りゅう

通
つう

した（→p.133）。
モンゴル帝

てい

国
こく

の解
かい

体
たい

後
ご

いったん下
した

火
び

になった銀
ぎん

の流
りゅう

通
つう

は，16世
せい

紀
き

に再
ふたた

び拡
かく

大
だいpp
した。第

だい

一
いち

の波
なみ

は，1530年
ねん

代
だい

を画
かっ

期
き

と
する日

に

本
ほん

銀
ぎん

の増
ぞう

産
さん

である。中
ちゅう

心
しん

となったのは，現
げん

在
ざい

，世
せ

界
かい

遺
い

産
さん

にも登
とう

録
ろく

されている石
いわ

見
み

銀
ぎん

山
ざん

であり（→p.156），朝
ちょう

鮮
せん

か
らの精

せい

錬
れん

技
ぎ

術
じゅつ

の導
どう

入
にゅう

によって，銀
ぎん

の産
さん

出
しゅつ

量
りょう

が爆
ばく

発
はつ

的
てき

に増
ぞう

加
か

した。17世
せい

紀
き

初
はじ

めには世
せ

界
かい

の銀
ぎん

の約
やく

３分
ぶん

の１を産
さん

出
しゅつ

したと
いわれ，日

に

本
ほん

はアジア最
さい

大
だい

の産
さん

銀
ぎん

国
こく

となった。第
だい

二
に

の波
なみ

は，スペインのアメリカ植
しょく

民
みん

地
ち

から産
さん

出
しゅつ

されるメキシコ銀
ぎん

であ
り，1570年

ねん

代
だい

以
い

降
こう

，貿
ぼう

易
えき

の代
だい

価
か

として東
ひがし

アジアにもたらされた。明
みん

に流
なが

れ込
こ

む銀
ぎん

の量
りょう

は，17世
せい

紀
き

初
しょ

頭
とう

の時
じ

点
てん

で年
ねん

間
かん

75～150トン程
てい

度
ど

と見
み

積
つ

もられ，当
とう

時
じ

の世
せ

界
かい

の年
ねん

間
かん

産
さん

銀
ぎん

量
りょう

の20～40％を占
し

めたとみられる。
メキシコ銀

ぎん

は円
えん

形
けい

の鋳
ちゅう

造
ぞう

貨
か

幣
へい

だったので，各
かく

地
ち

で「円
えん

」，または漢
かん

語
ご

で同
おな

じ発
はつ

音
おん

の「元
げん

」とよばれた。現
げん

在
ざい

，通
つう

貨
か

単
たん

位
い

と
して使

つか

われている日
に

本
ほん

の「円
えん

」，韓
かん

国
こく

の「ウォン（元
げん

）」，中
ちゅう

国
ごく

の「元
げん

」は，いずれも同
おな

じ語
ご

源
げん

に由
ゆ

来
らい

している。

世界史の
中の日本

　　　　明
みん

から輸
ゆ

出
しゅつ

された商
しょう

品
ひん

を，輸
ゆ

出
しゅつ

先
さき

の国
くに

とともに抜
ぬ

き出
だ

そう。

問 い

一
いち

条
じょう

鞭
べん

法
ぽう

各
かく

種
しゅ

の税
ぜい

や労
ろう

役
えき

を一
いっ

括
かつ

して銀
ぎん

で納
のう

入
にゅう

する方
ほう

法
ほう

。
江
こう

南
なん

地
ち

方
ほう

で行
おこな

われるようになり，
しだいに全

ぜん

国
こく

へ広
ひろ

がった。

3

赤
あか

絵
え

一
いち

度
ど

焼
や

いた磁
じ

器
き

に多
た

色
しょく

の顔
がん

料
りょう

で絵
え

を加
くわ

えて再
ふたた

び焼
や

い
たもので，明

みん

代
だい

後
こう

期
き

に流
りゅう

行
こう

した。

5

明
みん

代
だい

の産
さん

業
ぎょう

　長
ちょう

江
こう

中
ちゅう

流
りゅう

域
いき

が
食
しょく

料
りょう

供
きょう

給
きゅう

地
ち

となり，「湖
こ

広
こう

熟
じゅく

すれ
ば天

てん

下
か

足
た

る」といわれた。

4

景徳鎮 景徳景徳鎮徳鎮

封開封開封

広州広広広州広広州広州

西安安安西安安西安

京京南京京南京京京京南京南南京

マカオカカカマカママカオ マカオ
（ポルトガル） ト （） （ポ（ポルポルトガトガルガル）ル）

寧波寧波寧波

上上海上上海
蘇蘇州蘇州蘇州

杭杭州杭州杭州

成都成都成都

（） 京（順天府） 京京京京（ 北京京京北北北北北（（（府）府）府） 天天天天 北京（順天府 北京京北北北天府府天天天 京順天府） 北京（順 北京北京（（順順天府天府）府）

上上 京

大越大越大越

明

朝鮮

長長江江

湖広熟すれば
天下足る

徽州商人

山西商人

こ こう

山西

広東

福建

江浙江江

安徽徽徽徽

江西 湖広

大運河
陶磁器
塩
茶
絹織物
綿織物
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のൃలۀɾۀ࢈のظޙ໌

4

5

23 日本

3

1

2

௨՟として௨༻して͖たのはۜであった。ۜは，খֹでෆศなಔમや信༻のҡࡍདྷ，ϢʔラγΞで国ݹ　
い
࣋
͡
がしいࢴ

し

ฎ
へい
とҧ

ちが
って，ֹ 面が大͖͘Ձが安定していたので，高ֹऔΓҾ͖やқのܾ済に͘༻いられた。౦ํではॏさによっ

てՁがܾめられて௨༻し，Ϟンΰϧ࣌にはϢʔラγΞ規模でྲྀ௨した（→p.133）。
　Ϟンΰϧఇ国のղମޙいったんԼՐになったۜのྲྀ௨は，1�世紀に࠶ͼ֦大した。ୈ一のは，1530をըظと
͢る本ۜの૿産である。த৺となったのは，ࡏݱ，世քҨ産にొされているੴ

いわ
ݟ
み
であΓ（→p.15�），ேࢁۜ

ちΐう

ͤΜ
͔

らのਫ਼
ͤい
࿉
ΕΜ
ٕज़のಋೖによって，ۜの産ग़ྔがര

く
ൃ
はつ
త
て͖
に૿Ճした。17世紀初めには世քのۜの̏の̍を産ग़したと

いΘれ，本はΞδΞ࠷大の産ۜ国となった。ୈೋのは，スϖインのΞϝリΧ২民͔ら産ग़されるϝΩγίۜであ
Γ，1570Ҏ߱，қのՁとして౦ΞδΞにたらされた。໌

みΜ
にྲྀれࠐ

͜
Ήۜのྔは，17世紀初頭の࣌でؒ�

75 ʙ 150τンఔとݟ積られ，࣌の世քのؒ産ۜྔの20ʙ 40ˋを
し
めたとΈられる。

　ϝΩγίۜはԁܗのர
ちΎう

ͧう
՟ฎͩったので，֤でʮԁʯ，またはޠでಉ͡ൃԻのʮݩ

͛Μ
ʯとよれた。ࡏݱ，௨՟୯Ґと

してΘれている本のʮԁʯ，ؖ
かΜ
国
͜く
のʮΥン（ݩ）ʯ，த国のʮݩʯは，いͣれಉ͡ݯޠに༝དྷしている。

世界史の
中の日本

�͍
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マラッΧ（1511ʙ）

南
イ
ン
ド
へ

ੴݟ
生野

マΧΦ
（1557ʙ）

໌

ࠃԦٿླྀ

νϟϯύʔ

ΞνΣԦࠃ

γϟϜ େӽ（ᴈே）
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ペグʵ
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ϋノイアチェ
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ೆ京

寧波 ો州

京

ᖟཅ

那

州

マχラ（1571ʙεペインྖ）

天

ࡖ
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黒
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ۜ
ۜ

ۜ

ᩛの
ໟൽༀ用

人ࢀ

生ࢳ
৫物ݜ

生ࢳ

生ࢳ
໖

アϝϦΧ大から

ಃ࣓ث

߳ਏ料

生ࢳ

王国のަқルートٿླྀ
ͦのଞのަқルート
ۜの流れ

イεラーム力の拠点都市
ポルトΨルの拠点都市
特࢈
ओなۚو属の࢈ۜ

2

3

5

4

景ಙ景ಙ

։෧։෧

州州

西҆西҆
ೆ京ೆ京

マΧΦ
（ポルトΨル）

マΧΦ
（ポルトΨル）

寧波寧波

上ւ上ւ
ો州ો州

州ߌ州ߌ

成都成都

京（ॱ天府）京（ॱ天府）

େӽ

໌

ே

 ߐߐ ᷪभਓ

ਓࢁ

͜ ͜う

大ӡ河
ಃ࣓ث
Ԙ

৫物ݜ
໖৫物
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౦
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ຊ

●本文の内容を深め、多様な視点を養う
　各種コラム�

●各種コラムを随所に設置。
●多面的・多角的な視点から歴史を考える。

ੈք࢙のதのຊʢશ��Օॴʣ
世界の動きと日本の動きが、どのように関連しているのかをみるコラム。

⬆教科書 p.131

⬆教科書 p.139
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ࣾձओٛݍࡁܦのੜͱࢿຊओٛݍࡁܦのม༰

1
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ೆのग़ݱͱࡍࠃۀମ੍の൷
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Ξϥϒ࢈༉ࠃの಄ͱੴ༉ઓུ

1

2

3

4

5

ೆੋ
ͥ
ਖ਼
ͤい
のऔΓΈ

ೆ֨ࠩੋਖ਼に取り組Ή国際協力ػ関が����代にೋつつくられた。
まͣɼ����に設立された経ࡁ協力開発ػ構ʢ0&$Dʣはઌਐۀ国を
中৺に構成されɼओ要活動の一つをɼۚརの༥

Ώう
資
し
を開発్

と
上
じΐう
国
こく
にఏڙ

することとしɼ日本も��にՃໍした。またɼೆ側諸国のओ導により
国連қ開発会 ʢٞˠQ����ʣが設置されɼそのୈ̍ճ会 ʢٞ����ʣではɼ
ઌਐۀ国による発展్上国への技ज़ԉ

えん
国連қ開発会 ʢٞˠQ����ʣが設置されɼそのୈ̍ճ会 ʢٞ����ʣではɼ

えん
国連қ開発会 ʢٞˠQ����ʣが設置されɼそのୈ̍ճ会 ʢٞ����ʣではɼ

ॿ
じΐ

国連қ開発会 ʢٞˠQ����ʣが設置されɼそのୈ̍ճ会 ʢٞ����ʣではɼ
じΐ

国連қ開発会 ʢٞˠQ����ʣが設置されɼそのୈ̍ճ会 ʢٞ����ʣではɼ
・資ۚԉॿʢG/1の̍ˋʣや

特
とっ
ܙ
けい
関੫੍ద用などをٻめた。こうしたϨベルの取り組みにՃえ

てɼ国Ո間のར対立を
こ
えて活動するඇ組৫ʢ/G0ʣなどのඇӦ

རஂମʢ/10ʣのなかにɼೆ問題ੋਖ਼に取り組Ήものが͋る。そうし
た活動のうちɼࢲたちが日ৗのങい物を通じてߩ

こう
ݙ
けん
できるものとしてɼ

近注目されるようになったのがϑΣΞトϨーυで͋る。これは発展్
上国の産をదਖ਼Ձ֨でܧ

けい
続
ͧく
的
てき
にߪ

こう
ೖ
にΎう
することによりɼ్上国の生産ऀ

や࿑ಇऀの生活վળを目指す取り組みで͋る。

SDGsを
考える世界史

�͍

ಡΈղ͖
1

〈)JTUPSJDBM�4UBUJTUJDT�PG�UIF�8PSME�&DPOPNZ��������"%〉

アϝϦΧ

本 ι連

SDGs

　　 ຊでൢ
はΜ
ച
い
͞ΕͯいΔϑΣΞτϨʔυೝ

ূ
2

3
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અ1અ

グローバル化する国際経済とその課題2ষ
ষの見௨し

ྫྷઓのऴ݁ͱι࿈のղମ

2 23 1

現代

2

3

1

3

2

έーεεタデΟ
る͑ߟの諸課題をݱ

　ι࿈
ΕΜ
ղ
かい
ମ
たい
࣌
͡
にಠ

Ͳく
ཱ
りつ
したΫライφではΫリϛΞࣗ

͡
࣏
ち
ڞ
͖ΐう

わ
国
͜く
がઃ

う
けられたが，ϩγΞ人

͡Μ

とΫライφ人
͡Μ
，ΫリϛΞ⼠λλʔϧ人

͡Μ
のؒ

͋いͩ
で民

みΜ

ͧく
త
て͖
᫁
͋つ

Ε͖
が高

たか
まΓ，ϩγΞ人

͡Μ
がϩγΞ

࿈
ΕΜ

Άう
へのΫリϜ（ΫリϛΞ）

はΜ
ౡ
とう
ฤ
へΜ
ೖ
にΎう
をٻ

と
めるॅ

͡Ύう
民
みΜ

とう
ථ
ͻΐう
をٻ

と
めた。ΫライφとԤ

͓う
ถ
い
֤
かͬ
国
͜く
，


に
本
΄Μ
は，この

とう
ථ
ͻΐう
はՃ

か
ໍ
Ίい
国
͜く
のྖ

りΐう

Ͳ
อ
΄
શ
ͥΜ
をٻ

と
める国

͜く
࿈
ΕΜ
ݑ
͚Μ
ষ
しΐう
にҧ

い
反
はΜ
͢るとし，国

͜く
࿈
ΕΜ
૯
ͦう
ձ
かい
に

おいてத
ちΎう
ࢭ
し
をٻ

と
めるܾ

͚つ
ٞ
͗
が࠾

͞い

たく
された。し͔し2014

ͶΜ
に

とう
ථ
ͻΐう
はڧ

͖ΐう
行
͜う
され，ࢍ

͞Μ
成
ͤい
ථ
ͻΐう
が

過
か

はΜ

すう
をಘ

͑
たとして，ϩγΞはΫリϜ

はΜ
ౡ
とう
をฤ

へΜ
ೖ
にΎう
した。

ちΐく
ޙ
͝
のԋ

͑Μ
આ
ͥつ
でϩγΞ大

ͩい
統
とう
ྖ
りΐう
ϓʔ

νンは，ラδʔϛϧ̍世
ͤい
（→p.121）がこ

の
ち
でਖ਼

ͤい
ڭ
͖ΐう
にվ

かい
फ
しΎう
したことなど，

わい
（→p.121）がこ

わい
（→p.121）がこ

ۂ
͖ΐく

（→p.121）がこ
͖ΐく

（→p.121）がこ
さ

れがͪなྺ
Ε͖
࢙
し
త
て͖
ه
͖
Ա
͓く
をとにฤ

へΜ
ೖ
にΎう
をਖ਼

ͤい

とう

化
か
し，ฤ

へΜ
ೖ
にΎう
が国

͜く
ࡍ
͞い
๏
΄う
ҧ
い
反
はΜ
であることには

口
くち
を͙ͭんͩ。これによΓϩγΞは(8ࢀ

͞Μ

Ճ
か
資
し
格
かく
ఀ
てい
ࢭ
し
の੍

ͤい
ࡋ
͞い
（→p.331）を՝

か
された

が，さらに2022
ͶΜ
，શ

ͥΜ
（→p.331）を

ͥΜ
（→p.331）を

Ҭ
い͖

（→p.331）を
い͖

（→p.331）を
に৵

しΜ
（→p.331）を

しΜ
（→p.331）を

߈
͜う

（→p.331）を͜
う

（→p.331）を
したため，

ฆ
;Μ
争
ͦう
はΫリϛΞの

わく
をӽ

͜
͑てਂ

しΜ
ࠁ
͜く
化
か
した。

　　 ΫリϛΞのྺ
Ε͖
࢙
し

2

13世紀 Ϟンΰルによるクリムౡࢧ配
ʢˠQ����ʣ

15世紀 クリムʹϋン国ݐ国ʢˠQ����ʣ

21 クリϛΞ࣏ࣗ共和国設立
ʢཌɼι連構成国へʣ

54 ι連ɼクリϛΞをクライφ共和国
へҠ

91 ι連解ମ
ˠϩシΞ人ॅຽɼクライφ人ॅຽɼ
ɹクリϛΞĄタタール人ॅຽ間の対立

2014 ϩシΞによるฤೖ表໌

1783 クリムʹϋン国ɼϩシΞにซ合される
ʢˠQ����ʣ
ˠηϰΝストーポリ要࠹のݐ設

1853 クリϛΞ戦争ʢˠQ����ʣ
1917 ϩシΞֵ໋によりࠞཚʢʙ��ʣ

ʢˠQ����ʣ

　　 Ϋϥイφʹॅ
す
ΉϩγΞ人

͡Μ

のभ
しΎう
ผ
つ
ׂ
わり
߹
͋い
ʢ���1

ͶΜ
ʣ

1
ηϰΝεトーポϦηϰΝεトーポϦ

チϣルノーϏϦ
（チェルノブイϦ）
チϣルノーϏϦ

（チェルノブイϦ）
Ωー

（ΩΤフ）
Ωー

（ΩΤフ）

黒 ւ

クリム半島
（クリミア）

ϕϥϧʔγ

ϩ�γ�Ξϙʔϥϯυ

ϧʔϚχΞ
Ϟ
ϧ
υ
ϰ
Ν

州内ϩγア人のׂ合
40�Ҏ上
30ʙ40ˋ
20ʙ30ˋ
10ʙ20ˋ
10�ະຬ
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F�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

4%(TΛ͑ߟΔੈք࢙ʢશ��Օॴʣ
歴史事象から、SDGsの 17の目標の視点について考えるコラム。

●本文の内容を深め、多様な視点を養う
　各種コラム�
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έʔεελσΟݱ�のॾ՝Λ͑ߟΔʢશ�Օॴʣ
現代世界の諸課題を歴史的経緯から読み解くコラム。
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●本文の内容を深め、多様な視点を養う
　各種コラム�

京都大学名誉教授
ਿ本　॔
【近現代フランス史】

主な執筆箇所：近代以降のヨーロッパ史、現代史

主著：『ナポレオン―最後の専制君主、最初の近代政治家』岩波書店、2018年
　　　『教養のフランス近現代史』ミネルヴァ書房、2015年（共編著）

神戸市外国語大学名誉教授
তത　ࢦ
【近世ヨーロッパ史】

主な執筆箇所：中世～近世のヨーロッパ史

主著：『図説イギリスの歴史 [増補新版 ]』河出書房新社、2015年
　　　『イギリス宗教改革の光と影～メアリとエリザベスの時代～』ミネルヴァ書房、2011年

名古屋大学助教
三ా　ণ
【インド古代中世史】

主な執筆箇所：南アジア史全般

主著：『アジア経済史研究入門』名古屋大学出版会、2015年
　　　『世界歴史大系�南アジア史2』山川出版社、2007年（共著）

東京大学教授
٢ᖒ　一
【中国近代史】

主な執筆箇所：近代以降の東アジア史

主著：『論点�東洋史学』ミネルヴァ書房、2022年（監修、共著）
　　　『清朝と近代世界―19世紀 (シリーズ中国現代史１)』岩波書店、2010年

東京大学教授
ਿࢁ　ਗ਼
【大清帝国史】

主な執筆箇所：古代～近世の東アジア史・中央ユーラシア史 

主著：『中国と東部ユーラシアの歴史 (放送大学教材 )』NHK出版、2020年（共編著）
　　　『大清帝国の形成と八旗制』名古屋大学出版会、2015年

大阪大学名誉教授
౧　ࢸ࿕
【東南アジア・海域アジア史】

主な執筆箇所：東南アジア史全般、現代史、各部扉

主著：『市民のための歴史学』大阪大学出版会、2022年
　　　『市民のための世界史』大阪大学出版会、2014年（共編著）

早稲田大学高等学院教諭
੨　ެ
【中世ヨーロッパ史】

主な執筆箇所：古代～中世のヨーロッパ史

主著：「教会改革とナツィオ (国民 )�:�一四一八年のコンコルダートをめぐって」
　　　（森原隆編著『ヨーロッパ・エリート支配と政治文化』成文堂、2010年所収）

九州大学教授
ਗ਼ਫ　༟
【初期イスラーム史】

主な執筆箇所：古代～近世のイスラーム関係箇所

主著：『イスラーム史のなかの奴隷』山川出版社、2015年
　　　『軍事奴隷・官僚・民衆：アッバース朝解体期のイラク社会』山川出版社、2005年）

立命館大学教授
ٱൣ　Լࢁ
【歴史社会学】

主な執筆箇所：16 世紀以降の「結びつく世界」

主著：『教養としてのワインの世界史』筑摩書房、2018年
　　　『世界システム論で読む日本史』講談社、2003年

立命館大学教授
ۙ　ߒଠ
【中東・イスラーム地域研究】

主な執筆箇所：近代以降のイスラーム関係箇所

主著：『中東政治入門』筑摩書房、2020年
　　　『イスラーム主義�―�もう一つの近代を構想する』岩波書店、2018年

ͦのଞのಛ৭ ͦのଞ ຊจࣥචऀհ
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तۀֶࣗࣗशで͙͢に׆༻できるʂ
Պॻに関連ͨ͠σδλϧコンςンπڭ

●教科書に準拠した演習問題をWeb上に用意。
●学校法人河合塾と共同作成。全93問の問題を掲載。
●テスト前や受験前の演習にも活用できる。

●教科書執筆者による用語解説をWeb上に用意。
●全493語の解説を掲載。
●歴史用語をより深く理解できる。

演習

ॏཁ༻ޠ

‑演習問題 ̎部̍ষ 問６

‑ॏཁ用語「ֵۀ࢈命」

2R
ίンςンπ 教科書内༰のཧղΛॿ ͚Δॆ࣮のίϯςϯπ

32

教科書p.3「2Rコーυについて」や教科書のཪ表ࢴに
掲載している2Rコーυを読み取る͜とでアクηεՄ能。
＊2Rコーυを読み取り、表ࣔされたェブαイトにアクηεした際には、通信料がかかる場合があります。
＊2Rコーυは	株
デンιーェーブのొ録ඪです。

˛ 2R コンテンツはͪ͜らから

●�特設「結びつく世界」に
掲載された世界地図の
画像データを掲載。

図
●�学習に役立つウェブサイトへの
リンク集を掲載。

●海外の博物館へのリンクも掲載。

֎෦リンΫ

●本文や図版に関連した動画を見ることができる。
●全20点の動画を掲載。
＊教科書に「QR動画」マークがある図版や、本文の「動画」アイコンが付いた用語に関する動画を掲載。

ಈը

ページ タΠトル
193 ϩーズϰェルト大౷ྖのラジΦ演આ
271 ୈ一࣍世界大ઓ中に場でಇくঁ （ੑアϝϦΧ）
272 ຽऺにかͬて演આするレーχン
28� フΥーυの自動ं場 	1928 年 

291 ࠞཚするχϡーヨークূ݊取Ҿ所
294 昭和天ߖと面会するᕭّ 	1935 年 

299 真चܸ߈のඃ
300 島市֗രでഁյされたݪ
301 Ϡルタ会ஊ
302 φチౘ支配下のυイツ

ページ タΠトル
307 ϕルϦン空༌
310 αンフランγεコฏ和ௐҹ
323 マルタ会ஊ
323 「ϕルϦンのน」の։์
325 ؛ઓ૪
331 χクιン大౷ྖによるۚ・υルަൃࢭఀ表
332 イラン Ą イεラームֵ命
333 天҆事݅
334 東ւಓ新װઢの։通
343 アポϩ 11 ߸のଧͪ上͛

●�教科書に準拠した一問
一答に取り組める。

●全760問掲載。
●�取り組む際には、部ご
と、章ごと、節ごとの
いずれかを選択できる。

一一

‑一問一答 ̎部2ষ2અ（解答画面）

教科書内༰のཧղΛॿ ͚Δॆ࣮のίϯςϯπ
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(PPHMFεライυも
͝ར用いたͩけます

��ಋ資料ࢦ
書　名 収録内容

৽ৄ�ੈք࢙୳ڀ
ྉɹࢿಋࢦ
8FCαϙʔτ
ίϯςϯπ
ఆՁɿ2��00ԁ（੫ࠐ）

ᶃࢦಋ資料
◦ 通ৗページについては、୯元のͶらい、指導内容の整理、指導上のポイント、

問い・読み解きの解答ྫ、ࣸ 真・図版の解આ、本文の解આ、ࢀ考文ݙなどを掲載。
◦ ͦ のଞ、「問いを表ݱしよう」や特設「探究 TR:」「݁ͼつく世界」の解આ、

また指導書ΦϦジφルの特設ページ「点」「点ݱ」も掲載。

ᶄࢦಋ書8FCαϙート�
◦授ۀεライυ
　（.ppUY�(PPHMF εライυ）
◦授ۀϓϦント（.EPDY）
通し・ৼりฦりγート（.YMTY）ݟ◦
◦特設ページϫークγート（.EPDY）
◦ධ価問題ྫʪテεトྫʫ（.EPDY）
◦年間指導ܭ画Ҋ ŋ ධ価ن準ྫ
　（.YMTY）
◦指導内容の整理（.UYU）
◦教科書ࢴ面（.pEG）
◦教科書本文（.UYU）
◦教科書掲載図版
　ʪΧラー・Ϟノクϩʫ（.KpH）

◦問い・まとめ・ৼりฦりの解答ྫ・
　ポイント（.UYU）
◦h 新詳 世界史探究 演習ノートʱデータ
　（.EPDY）
◦教科書 2R コンテンツ
　ʪ一問一答ʫ（.YMTY）
◦教科書 2R コンテンツ
　ʪॏཁ用語ʫ（.YMTY）
◦教科書 2R コンテンツ
　ʪө૾資料ʫのϦンク
◦ 2R コンテンツのૉࡐのϦンク
◦ന図ू（.KpH）
（EPDY.）ݙ考文ࢀ◦

＊  8FC αポートは、帝国書院ェブαイトからデジタルコンテンツをμンϩーυいたͩける 
αーϏεです。

˝授ۀεライυのイϝージ

⾢授ۀϓϦント 
　のイϝージ
授ۀεライυのͤ
Μの部を݀ຒめに
しているので、εラ
イυと連ܞして׆用
できる。

⾢教科書ࢴ面の 
　イϝージ
教科書ࢴ面の P%'
データをμンϩー
υする͜とができ
る。ి子ࠇ൘にӨ
して授ۀする͜とが
できる。

３部̍章　ϢʔϥγΞ大交ྲྀݍの成立�02
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10

15

20

25

　マイヤ朝・アッόース朝のൟ
はΜ

ӫ
えい

により，イスラームఇ国の支配域は

ほぼ֬ఆしたが，ムスリムの活動はその範
はΜ

囲
い

を越
͜

えて広がっていった。

特に通商や，それに
ともな

うએ教によって，ムスリムの活動範囲は中ԝアジ

ア，インド，東南アジア，またアϑリカの東海؛やαϋラ࠭
さ

യ
く

を越えた

中ԝアϑリカへと֦大した。当時のムスリムのઌ進的なจ化とफ教は，

これらの地域の人々をັ
み

ྃ
りΐう

し，彼
かれ

らの改फをଅ
うなが

した。また改फすること

で，ムスリム商人との交易が༗利になることもあった。こうしてঃ
͡ΐ

々
͡ΐ

に

イスラームが広がり，やがてそれͧれの地域にイスラーム諸Ԧ朝が成立

した。アッόース朝が衰
すい

退
たい

し始めるとイスラーム世界の政࣏的౷一は失

われていったものの，จ化とफ教，そして経済は，各地のムスリムを結

びつけଓけた。̕世紀から16世紀にかけて，イスラーム世界はアジア・

アϑリカの諸地域に֦大し，ै དྷの地域จ化や政࣏シスςムと༥
Ώう

߹
͝う

して，

ಠࣗのイスラームจ化を生んでいった。 

　̕世紀になると，中ԝूݖ的なアッόース朝政に対して，૯
ͦう

ಜ
とく

に

じられた地方の༗力者や
は

ݣ
けΜ

された軍人は，カリϑの政࣏的ݖ
けΜ

Җ
い

をೝめ

つつࣗ立的な
けい

向
͜う

を強め，北アϑリカやΤジプト，中ԝアジアなどにイ

スラーム諸Ԧ朝を開いた。シーアのイマームをいただく北アϑリカの

ϑΝʔςΟϚேはアッόース朝カリϑのݖҖそのものをೝめͣ，みͣか

らもカリϑを໊乗ってΤジプトを
ͤい


;く

し，ट都し，ट都ΧΠϩを建ઃした。また，を建ઃした。また，

ΠεϥʔϜੈքのൃలͱ֦େ
アοόースேの解ମのޙもɼイスϥーϜ世界はۀ活動やफ教・文Խ活動によͬͯ
֦େをଓ͚ɼ֤地にಠࣗの特৭をもͬたイスϥーϜԦேがੜまれた。

➡p.107

Ξοόʔεேのղମ
地ํݖのथ立などによͬͯアοόースேの解ମがਐむなかでɼಠࣗのΧリϑݖを
ओுするԦேもੜまれɼイスϥーϜ帝国は྾へとかͬた。�

1
'⒑t

ϑΝʔςΟϚே


ϑΝʔςΟϚே
JNa

��� ʙ 11�1

2

1

2

3

3

τϧίܥのਐग़ͱԦேݐઃ

4

4

23

5 23

4

�͍

4

5

　　ΠεϥʔϜॾԦே　தԝΞ
δΞでαʔϚʔϯேが，Τδ
ϓτでτΡʔϧʔϯேがಠཱ
Ԧேをݐઃした。

1

　　ΠϕϦΞౡͷΠεϥʔϜ
ࣾձ　ޙ

͜う
ϚΠϠேのࢧのԼ

と

でΩϦετెڭɾϢμϠెڭɾ
ϜεϦϜがڞଘし，ಠಛのจԽ
がൟ

はΜ
ӫ
͑い
した。

2

　　γʔΞͷ࣌　��ੈلҎ
߱，地方のΞοόʔεேྗ
がγʔΞをड͚入れ，各地で
γʔΞの国Ոݐઃӡಈがܹし
͘なった。し͔し൴

かΕ
Βの׆ಈ

౷一͞れていな͔った。ྫ ͑，
ϒϫΠϑேの܅ओたͪγʔΞ
にଐしていたが，εϯφの
ΞοόʔεேΧϦϑをഇ

はい
Ґ
い
ͤͣ，

ͦのݖ
͚Μ
Җ
い
をར༻して，γʔΞ

のϑΝʔςΟϚேΧϦϑにର
たい
߅
͜う

した。·たγʔΞԦேのԼ
と
で，

ॅຽに͋·りγʔΞがਁ
しΜ
ಁ
とう

しない͜ͱଟ͔った。

3

ナナ
イイ
ルル


チャυބチャυބ
アラビアւアラビアւ

アラルւアラルւ

カカ
スス
ピピ
ււ

ււ

ߚߚ

地地 中中 ււ

黒黒 ււ

ϑΝʔςΟϚேϑΝʔςΟϚே

ϝッΧϝッΧ

ブϋラブϋラ

ϝデΟφϝデΟφ

イεフΝϋーンイεフΝϋーン

コンεタンテΟノーϓルコンεタンテΟノーϓル

ΧイϩΧイϩ

コルυόコルυό

όグμーυόグμーυ

τΡʔϧʔϯேτΡʔϧʔϯே

ΧϥĄϋϯ
ே

ΧϥĄϋϯ
ே

ϚΠϠேޙϚΠϠேޙ
イベリア半島 αʔϚʔϯே

ϒϫΠϑேΞοόʔεேΞοόʔεே

アラブܥ

アラブܥアラブܥ
アラブܥアラブܥ

イランܥイランܥ

イランܥイランܥ

トルコܥトルコܥ

トルコܥトルコܥ

ϏβϯπఇࠃϏβϯπఇࠃ

ਆϩʔϚఇࠃ

ΨʔφԦࠃΨʔφԦࠃ

ΤνΦϐΞΤνΦϐΞ

ϑϥϯε
Ԧࠃ

王ே名　γーア国Ո

3

アラルւアラルւ

ナナ
イイ
ルル


アラビアւアラビアւ

カカ
スス
ピピ
ււ

ււ

ߚߚ

地地 中中 ււ

黒黒 ււ

コルυόコルυό

コンεタンテΟノーϓルコンεタンテΟノーϓル

όグμーυόグμーυマラέγϡマラέγϡ
ΧイϩΧイϩ イェルαレムイェルαレム

ϝッΧϝッΧ
ϝデΟφϝデΟφ

ϕラαグンϕラαグン

トンブクトΡトンブクトΡ

ϜϥʔϏτேϜϥʔϏτே

ϑΝʔςΟϚேϑΝʔςΟϚே

ηϧδϡʔΫேηϧδϡʔΫே

ΧϥĄϋϯ
ே

ΨζφேΨζφே

イベリア半島
小アジア

アラブܥアラブܥ

トルコܥトルコܥ

トルコܥトルコܥ

トルコܥトルコܥ
ϕルϕルܥϕルϕルܥ

Ϗβϯπ
ఇࠃ
Ϗβϯπ
ఇࠃ

ΤチΦϐア

ਆϩʔϚ
ఇࠃ

ΨʔφԦࠃ

王ே名　γーア国Ո

4

アラビアւアラビアւ

地地 中中 ււ

アラルւアラルւ

カカ
黒黒 ււ スス

ピピ
ււ

ナナ
イイ
ルル


ււ

ߚߚ
ϝッΧϝッΧ
ϝデΟφϝデΟφ

όグμーυόグμーυ
ΧイϩΧイϩ

ルήンチルήンチ

マラέγϡマラέγϡ

コンεタンテΟノーϓルコンεタンテΟノーϓル

イェルαレムイェルαレム

トンブクトΡトンブクトΡ

ΧϥĄΩλΠ
（ྒྷ）ɹ

ϜϫοώυேϜϫοώυே ΞοόʔεேΞοόʔεே
ΰʔϧே

ΞΠϢʔϒேΞΠϢʔϒே

ηϧ
δϡʔΫே

ϗϥζϜேϗϥζϜேイベリア半島

アラブܥアラブܥϕルϕルܥϕルϕルܥ

クルυ・トルコܥクルυ・トルコܥ

トルコܥトルコܥ
トルコܥトルコܥ

アフΨンܥアフΨンܥ

ϑϥϯε
Ԧࠃ

Ϗβϯπ
ఇࠃ
Ϗβϯπ
ఇࠃ

ΤνΦϐΞ

5

　　 Ξζϋϧ⼠ϞスΫʢΧイ
ϩʣ　フΝʔςΟϚே࣌に
シʔアのϞスΫͱしͯݐ
ઃされ，ϚυラαʢˠQ�10�ʣ
ซ

へい
ઃ
ͤつ

された。アイϢʔϒ
ே࣌ʢˠQ�10�ʣにはスン
ナֶڭのத৺ͱͳった。

2

世界
遺産

　　 ίϧυόのϝスΩʔλ
ޙ
͜う

ϚイϠேがݐઃしたϞ
スΫ。Ωリスτڭྗのイϕ
リアౡਐग़ʢˠQ�10�ʣのޙ，
Ωリスτڭձにͳった。

1世界
遺産

"��

த
ԝ

Ϣ
ー
ϥ
γ
ア

&�


ア
δ
ア

Ｈ�

ア
フ
リ
カ

&�


ア
δ
ア

Ｈ�

ア
フ
リ
カ

ΠεϥʔϜ世界の֦େ イスϥʔϜɼͲのΑ͏ͳҬʹ
͕ͬͨのͩΖ͏͔ɻ

અͷ
՝1અ

ユーラシア大交流圏の成立1ষ
ϢʔϥγΞͱॾҬʹ͓͚ΔͱւͷωοτϫʔΫɼͲͷΑ͏ʹ͕ͨͬͷͩΖ͏͔ɻষの見௨し

ॆ࣮のϥΠϯΞοϓͰ तۀΛαϙʔτؔ࿈
教ࡐ

ಋ書8FCαϙートのྫࢦ
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教科書準拠ノート�2

資料集3

書　名 収録内容

新詳�世界史探究�
演習ノート
ఆՁɿ�30ԁ（੫ࠐ）

◦教科書に完全準拠した、書籍版のノート。
◦学習事項を着実に習得できる。
◦ 資料読解の問題も収録。資料を読み解く技能が身につく。

デジタル準拠ノート�
新詳�世界史探究
ఆՁɿ��0ԁ（੫ࠐ）

◦「新詳 世界史探究 演習ノート」を、タブレット用に再構成。
◦タブレットに入力した解答は、自動で正誤判定される。
◦先生用管理ページで、生徒の学習進捗状況を確認できる。
◦作問ツールで、新たな問題を作成し、配信できる。

セット版�
（書籍＋デジタル）
ఆՁɿ���0ԁ（੫ࠐ）

◦書籍版とデジタル版の両方を使用できる。

※価格は2025年度版のものです。

書名�/特色 ˎ��Ձ֨202�年度版ͷͷͰ͢ɻ 販売形態

最新世界史図説�タペストリー�二十三訂版
◦ 世界史のタテ（時間軸）とヨコ（空間軸）を整理でき

る全体構成。通史ページでタテの流れを、世紀別「世
界全図」でヨコのつながりを確認できる。

◦ 入試頻出の時事問題と関連づけた問題やテーマ史問
題、資料読み解き問題などに対応できるよう、グラフ
資料や年表資料、絵画資料などを豊富に掲載。

書籍版
定価990円（税込）

明解世界史図説�エスカリエ�十五訂版
◦ 導入の「クイズ」とまとめの「ポイントチェック」で、

楽しく世界史学習に取り組める。
◦ 歴史上の人物を身近にとらえる「チャートで診断 あな

たと気が合う !? 世界史上の人物」や、文化の特色や社
会背景を眺める「アートに TRIP」など、世界史に興味
を持てる仕掛けが充実。

書籍版
価格887円（税込）

ɹエスカリエͱɺϑϥϯスޠͰʮ֊ஈʯͷҙຯɻຊॻ
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加藤　健司　　（愛知県立明和高等学校　教諭）

川島　啓一　　（同志社中学校・高等学校　教諭）

後藤　誠司　　（京都市立高等学校　元教諭）

野々山　新　　（愛知県立大府高等学校　教諭）

美那川　雄一　（静岡県立小山高等学校　教諭）

株式会社帝国書院

ฤूऀྗڠ
笹川　裕史　（大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎　教諭）

矢部　正明　（関西大学中等部・高等部　教諭）

学校法人　河合塾

ಛผࢧԉڭҭʹؔ͢ΔमɾߍӾऀ
丹治　達義　（筑波大学附属視覚特別支援学校　教諭）

吉澤　誠一郎　（東京大学　教授）

山下　範久　　（立命館大学　教授）

杉山　清彦　　（東京大学　教授）

末近　浩太　　（立命館大学　教授）

青木　一真　　（東京都立国際高等学校　指導教諭）

大橋　康一　　（滋賀県立高等学校　元教諭）

ஶऀ࡞
桃木　至朗　（大阪大学　名誉教授）

杉本　淑彦　（京都大学　名誉教授）

指　昭博　　（神戸市外国語大学　名誉教授）

青野　公彦　（早稲田大学高等学院　教諭）

三田　昌彦　（名古屋大学　助教）

清水　和裕　（九州大学　教授）

項　目 内　容

૯߹తͳ
ಛ৭

・�因果関係を重視して書かれた本文や、「文化から見る当時の社会」、また特設「結びつく世界」により、ੈք࢙のྲྀΕ
ࣾձߏɺจԽのഎܠɺੈքのͭͳ͕Γ͕ཧղͰ͖Δ。
・特設「探究TRY」をはじめとする資料読解や問いにより、ྗߟࢥɾஅྗɾදྗݱΛҭͰ͖Δ。
・要約文・本文・側注の三段構成や、豊富な資料により、ੈք࢙Λཧֶͯ͠श͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ。

༰

・�本文は全時代において、ҼՌ͕ؔॏ͞ࢹΕɺྺ࢙のྲྀΕࣾձߏ͕ཧղͰ͖Δ記述となっている。
・�多様な世界の成り立ちとそこに暮らす人々との共生、国際協力の重要性を理解できるよう、２部では諸地域の歴史
的特質の形成が、３部では諸地域の交流やつながりの歴史が、４部では世界の結びつきのなかで起こった戦争と平
和への取り組みが、５部では現代世界の課題と解決に向けた取り組みが丁寧に取り上げられている。
・�随所に「文化から見る当時の社会」が設けられ、絵画や史料などの文化資料を読み解くことで、࣌のࣾձの༷૬
ɺࣾձͱจԽ͕૬ޓʹ༩͑ͨӨڹɺ࣌のจԽ͕ࡏݱʹ༩͑ͨӨڹΛཧղͰ͖Δようになっている。
・�随所に特設「結びつく世界」が設けられ、ಉ࣌తʹ͓ͬͨࣾ͜ձߏのมԽɺݱʹࢸΔੈքのҰମԽのաఔɺ
ॾҬの૬͕ؔޓཧղͰ͖Δようになっている。
・�コラムは、多様な立場を踏まえて歴史事象を多面的・多角的に考える「視点を変えて」、当時の日本と世界の結びつ
きや相互の影響を紹介する「世界史の中の日本」、持続可能な開発目標に関する歴史事象を紹介する「SDGsを考える
世界史」、現代のさまざまな諸課題の歴史的経緯を理解できる「ケーススタディ�現代の諸課題を考える」など、さま
ざまな視点から内容を深められるよう設置されている。
・�特設「探究TRY」は、これまで学習した内容を踏まえて複数の資料を読み解くことで、ֶश্ॏཁͳ֓೦ʹ͍ͭͯの
ཧղΛਂΊͳ͕ΒɺྗߟࢥɾஅྗΛҭͰ͖Δようになっている。

ɾྔߏ

・�補足的な事項や詳細な内容は側注に書き分けられており、学習内容のポイントを端的に押さえることができる小見
出しごとの要約文も設置されているため、ྺ࢙のେ͔Βৄࡉͳ߲ࣄ·ͰΛཧֶͯ͠शͰ͖Δようになっている。
・�ਤදֆըࢿྉɺ࢙ྉ͕ॆ࣮͍ͯ͠Δとともに、資料読解を促す「読み解き」が随所に設けられ、資料の比較や関連
づけなど、ࢿྉの׆༻Λ௨ͯ͠ྗߟࢥɾஅྗΛҭͰ͖Δよう配慮されている。
・�思考力・判断力・表現力を育成することができるよう、学習を見通す「章の見通し」「節の課題」、学習内容を振り返
る「問い」「節のまとめ」「章の振り返り」などが随所に設置されている。
・�教科書શମΛ௨ͯ͠ɺ23ίϯςϯπ͕ॆ࣮͠ɺ教科書ࢴ໘Λ͑ͨ͞·͟·ͳֶͼʹରԠͰ͖Δようになってい
る。特に、「一問一答」「演習問題」は学習内容の定着を図ることができるよう、「重要用語」「地図」は学習事項に対す
る理解を深めることができるよう、「動画」「外部リンク」は学習意欲を高めることができるよう配慮されている。

දهɾදݱ
ͼٴ

ͷศ্ٓ༺

・学習指導要領に合わせて、重要事項がもれなく丁寧に解説されている。
・;Γ͕ͳॏཁ۟ޠのΰγοΫʢଠࣈʣが効果的にほどこされている。
・本文には関連図版・写真の図番号が示されており、ࢿྉの׆༻Λଅ͢がなされている。
・本文行間には関連する事項が扱われている箇所への参照ページが割り当てられている。

Ϣχόʔαϧ
σβΠϯͷ
ରԠ

・�本文や側注、キャプションなどの文字は、はっきり読み取ることができるϢχόʔαϧσβΠϯϑΥϯτʢ6%ϑΥ
ϯτʣが使用され、読み取りやすい配慮がなされている。
・ΧϥʔϢχόʔαϧσβΠϯに配慮されており、色覚特性をもつ生徒にも読み取りやすい表現になっている。

ͦͷଞ
・紙は環境に配慮した用紙が使用されているほか、裏写りがしない用紙が使用されている。
・インキには、再生産が可能な植物由来の油などを原料とするインキが使用されている。
・使用期間の間、破損することがないよう、ݎ࿚ͳͭ͘Γになっている。
・指導資料や準拠ノート、デジタル教材など、ॆ࣮ͨؔ͠࿈教͕ࡐ༻ҙされている。

特色一覧

著作ؔ者　　※所属・肩書は令和7（2025）年3月時点のもの

＊下記の表は、帝国書院ウェブサイトで閲覧・ダウンロードできます。
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