
　生徒の確かな成長と人間尊重・平和な社会の実現を願い、歴史の学びが未来を担う生徒たちの糧となり、自らの将来や、
よりよい未来の創造に活かすことができることをめざしました。
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巻末・中学生へのメッセージ巻頭・中学生へのメッセージ
歴史とは何か、歴史を学ぶことでどのようなことがわかるのか、
受け継いだ「歴史の遺産」をよりよい未来のためにどのように
活用していくのかを主題とした、新しい時代を担っていく中学生

に宛てた文章を、「歴史を学ぶにあたって」（巻頭２）、「歴
史を学んで」（P.300）に掲載しました。

よりよい未来を考えるにあたって、先人がどのような
課題にぶつかり、その解決に向けて取り組んできた
のかを知ることは大切です。各時代には、それらを学
ぶことができるコラムや特設ページを設けました。

●  よりよい未来のヒント
となる豊富な教材

　持続可能な社会をつくるために、
先進国と発展途上国がともに達成
すべき、2016 年から2030 年のあ
いだの「17 の目標」として、SDGs
（Sustainable Development 
Goals）があります。
　持続可能な社会とは、将来の
人々に負担を残さずに発展してい
くことができる社会のことです。

各時代の学習各時代の学習

地域に学ぶ 11テーマ

身近な地域から歴史を学ぶことのできる多様
な事例を紹介しています。
磐井の乱（福岡県八女市）  41
海底から姿を現した元の軍船（長崎県松浦市）  84
茶の湯を支える茶筌の生産地（奈良県生駒市）  98
ヨーロッパに知られた石見銀山（島根県大田市）  117
国立アイヌ民族博物館（北海道白老町）  131
江戸の飲料水を支えた玉川上水（東京都）  137
致道博物館（山形県鶴岡市）  149
山本作兵衛の炭坑記録画（福岡県田川市）  205
近代化産業遺産を訪ねる
　（東京都・日立市・名古屋市）  233
平和な島を―沖縄の基地問題―（沖縄県）  274
在日韓国・朝鮮人の歴史と
　コリアタウン（大阪市）  275

地域に
学ぶ

人物コラム 18名

人物のエピソードを紹介しています。
孔子   27
鑑真   48
行基   49
阿弖流為と
　坂上田村麻呂   53
菅原道真   55
平清盛   71
雪舟   96
千利休   119
徳川家康   123
知里幸恵   133
ペリー   171
福沢諭吉   181
中江兆民   181
石井十次   208
新渡戸稲造   223
斎藤隆夫   243
アンネ゠フランク   245

各時代の女性 7テーマ

各時代の女性の姿を紹介しています。
政治や文化での活躍   57
武家の社会と女性たち   77
商工業を担う女性たち   93
日本初の女子留学生と
　女子教育   185
家制度と社会運動   207
女性の政治参加を求めて   228
女性の地位向上への改革   264

紫式部

〇〇の
女性

生活の向上や文化の発展、平和などに  
取り組んだ先人を紹介しています。
東大寺の再興と重源  79
河原者がつくり出した文化  97
雨森芳洲   129
都市に住む人々のリサイクル   141
天明のききんと復興   143
井上伝と久留米絣   145
労働者の環境を整えた工場経営者   159
近代看護と医療衛生の創始者   165
近代社会に日本を見つめ直す   183
孫文と梅屋庄吉   203
エルトゥールル号遭難事件   209
日本までつながれた「命のビザ」   245
私たちにできること   283

先人に学ぶ 13テーマ

先人に学ぶ
国際交流

岡倉天心

SDGｓマーク
ここにあげた教材のうち、SDGsの
17のゴールと関連の深いものには、
  をつけています。

！
注目

歴史学習の最後に、よりよい未来をつくるため
に何が大切か、現代の課題について、歴史を
踏まえて考えることができるようにしました。
テーマ別さくいん   292
課題例１  災害の歴史に学ぶ   294
課題例2  政治参加の歴史に学ぶ   296
課題例3  世界平和への取り組みに学ぶ   298

●  「歴史との対話」を未来に活かす

歴史を掘り下げる 7テーマ

歴史の学習をはば広く豊かにするテーマを取り上げ、わかり
やすく解説しています。
日本の神話  51
文化財を守り伝える仕事  58
変わる土地制度―班田制から荘園公領制へ―    85
今に伝わる琉球とアイヌ民族の文化の形成    132
新しい世の中をめざした人々    174
水平社の創立とさまざまな人権運動    234
冷戦終結後の近隣諸国との関係    286

り下げるり下げる掘

チャレンジ歴史 5テーマ

チチャャレレンンジジ
歴史歴史

資料をもとに、歴史について自分で考えたり、対話したりし
て、歴史を学ぶ面白さを体験します。
考古学に挑戦！　よろいを着た人物のなぞを解こう  38
承久の乱を通して、古代から中世への変化を考えよう  74
地図から、江戸時代の日本人が知っていた世界の姿を読み取ろう   150
経済発展か、環境保全か、足尾鉱毒事件を通して考えよう    210
戦時体制の言論統制とその影響を考えよう    252

歴史＋α 17テーマ

歴史の学習をはば広く豊かにする
テーマを取り上げ、コンパクトに紹
介しています。
古墳と信仰  37
日本国号と天皇号  45
宋と高麗  71
地頭を訴えた農民  77
朝貢と冊封  89

イスラムの文化   108
つながる世界と生活の変化   111
豊かになる人々と身分制の
　ひきしめ   125
ベストセラーになった日本地図   147

社会契約説   161
移民の国アメリカ   165
変わる社会とファッション   223
三・一独立運動を支持した日本人   225
関東大震災   231
日本の満州支配に反対した
　ジャーナリスト   241
平和条約に調印しなかった国   271
核兵器廃絶と平和への願い
　―原水爆禁止運動―    273 ココ=シャネル

歴史歴史
++αα

イスラム教徒の天文学

未来を考える未来を考える

第１編第２節 身近な地域の歴史の探究
でかけよう！地域調べ 6テーマ

地域の歴史の調べ方・学び方のほか、調べたことのまとめ方などを紹介しています。
第１編第２節 身近な地域の歴史の探究―大阪市内を例に―   12
平城宮跡を歩く―奈良県奈良市―   60
草戸千軒町遺跡を調べる―広島県福山市―     100
城下町姫路を調べる―兵庫県姫路市―     120
手宮線跡地から町の発展を探る―北海道小樽市―     188
多摩地域の空襲を調べる―東京都立川市・東大和市―     254
公害克服の歴史を調べる―福岡県北九州市―     288

地域
調べ

でかけよう！

浜口梧陵

よりよい未来の創造よりよい未来の創造にかかわる教材の充実にかかわる教材の充実
新しい時代を担う主権者を育てる教科書

③主権者の育成②デジタルへの対応 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価

20 21
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0

万人

1000

2000

3000

4000
有権者数と全人口に占める割合

し わりあい

45万人
（1.1%）

98
（2.2）

1241
（19.8）

3688（48.7）

307
（5.5）

参加や政治集会への出席を禁じた治安警
けい

察
さつ

法の条文が改正されまし
た。市川はその後、女性の選挙権

けん

を求める運動を起こしました。
　1922年には被

ひ

差別部落の人々が、人間としての平等を求めて、全
ぜん

国
こく

水
すい

平
へい

社
しゃ

を結成しました。民族差別に苦しむ人々も立ちあがり、

1925年には在日本朝
ちょう

鮮
せん

労働総同盟が、19３0年には北
ほっ

海
かい

道
どう

アイヌ協会
がつくられました。
　また、植民地の台

たい

湾
わん

では、台湾人による自治を求めて台湾議会の
設置運動が行われました。こうして貧

ひん

困
こん

や差別に苦しんでいた人々
が、いっせいに抗

こう

議
ぎ

の声をあげはじめました。
第一次世界大戦後には、普通選挙の実現を求
める運動が高まりました。1924年、政党を無

む

視
し

した内
ない

閣
かく

が登場すると、再び護憲運動が起こり、憲
けん

政
せい

会
かい

総
そう

裁
さい

の加
か

藤
とう

高
たか

明
あき

を首相とする政党内閣が成立しました。加藤内閣は1925年、
満25歳

さい

以上の男子すべてに衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選挙権をあたえる普
ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

法
ほう

を成立させました。しかし、女性や植民地に住む人々には、選挙
権が認

みと

められませんでした。
　また、普通選挙法と同年に治

ち

安
あん

維
い

持
じ

法
ほう

が制定されました。治安維
持法は、共産主義運動をとりしまるものでしたが、植民地の独立運
動や、のちには自由主義者らも、この法

ほう

律
りつ

により罰
ばっ

せられました。
こうして社会運動は、しだいに制約を受けるようになりました。

P.177

75

3

98

4

第一次世界大戦中から、賃
ちん

金
ぎん

の引き上げなど
を求める労

ろう

働
どう

争
そう

議
ぎ

が、ひんぱんに起きるよう
になりました。労働組合も相次いで生まれ、1921（大正10）年には、
全国規

き

模
ぼ

の日本労働総同
どう

盟
めい

がつくられました。農村でも、地主に対
して小作料の引き下げなどを求める小

こ

作
さく

争
そう

議
ぎ

が急増し、1922年、日
本農民組合がつくられました。
　労働者・農民の運動が進

しん

展
てん

した背
はい

景
けい

には、民
みん

衆
しゅう

の力を示した護
ご

憲
けん

運動や米
こめ

騒
そう

動
どう

の経験がありました。また、第一次世界大戦をへて欧
おう

米
べい

の労働者の地位が向上したことや、ロシア革
かく

命
めい

の進展も、運動の
広がりに影

えい

響
きょう

をあたえていました。
　労働者・農民の運動が盛

さか

んになると、社会主義をめざす動きも、
再び活発になりました。1926（昭和元）年になると、従

じゅう

来
らい

は結成を禁
止されていた無産政

せい

党
とう

が、公然と政治活動を行うようになりました。
また、1922年には日本共産党がひそかに結成され、私

し

有
ゆう

財産制や君
主制の廃

はい

止
し

を主張するようになりました。
第一次世界大戦後には、さまざまな差別から
の解放を求める運動も広がりをみせました。

1920年には、平
ひら

塚
つか

らいて
（ちょう）

うが市
いち

川
かわ

房
ふさ

枝
え

らと新
しん

婦
ふ

人
じん

協
きょう

会
かい

を設立し、政
治活動の自由などを要求しました。その結果、女性の政治団体への

21

1
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P.226～227

P.220～221

2

4

 植民地支配により生活が苦しくなった朝
鮮の人々は、仕事を求めて日本にわたるよう
になりました。1911年に約2500人だった
在日朝鮮人は、1920年には約３万人、1930
年には約30万人に増加しました。
 日本本土に住んでいる台湾・朝鮮出身の
男性には参政権が認められ、地方議会や国会
の議員になった人もいました。

3

4

 労働運動の発展は、工業化にともなう労働
者数の急増を基

き

盤
ば ん

としていました。５人以上
を雇

こ

用
よ う

する工場の労働者数は、1909年の84
万人あまりから、1919年には182万人とな
りました。
 労働者や農民など、資産をもたない人々を
基盤とする社会主義政党の総

そ う

称
しょう

。労働農民
党・日本労農党・社会民衆党などがありまし
た。

1

2

立ち上がる
労働者・農民

差別からの解放を
求めて

男子普
ふ

通
つ う

選挙の
実現

第一次世界大戦後、なぜ社会運動が広がり、人々の生活はどのように変化したのでしょうか。

さまざまな社会運動があたえた影
えい

響
きょう

に着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方

社会運動にはどのような背
はい

景
け い

があり、運動によって何を実現しようとしたのでしょうか。

社会運動の広がり2 －声をあげる人々－

学習課題学習課題

つながり

第2節の問い?

二次元
コード

1 1920年の第１回メーデーへ参加をよびかけるビ
ラ（東

とう

京
きょう

都　法
ほう

政
せい

大学大
おお

原
はら

社会問題研究所蔵）　
資料活用資料活用 ビラから当時の労働者が何を求めていた

か、読み取りましょう。

4 新婦人協会
の第1回総会

5 全国水平社の演説会で差別とのたた
かいを訴

うった

える山
やま

田
だ

孝
こ

野
の

次
じ

郎
ろ う

（1924年　大
お お

阪
さか

市）

8 第１回普通選挙のポスター（1928年）（東京
都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

3 小作争議のようす（1925年　香
か

川
がわ

県）
（東京都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

9 有権者数の移り変わり（『日本統計年
ねん

鑑
かん

』など）　
資料活用資料活用 普通選挙の実

じ っ

施
し

で有権者は何倍
になったでしょうか。

当時の人々は、
どのようなこ
とを要求して
いたのかな。

それぞれの人々がどのような要
求をしていたか整理しましょう。

それぞれの人々がめざしたこと
をふまえて、社会運動が国内政
治にどのような影響をあたえた
か説明しましょう。

確認確認

表現表現

2 小作争議と労働争議の件数の移り変
わり（『日本経済統計集』ほか）

労働争議

小作争議
3000
件

2500

2000

1500

1000

500

０
1919 30年2826242220

日本労働総同盟成立
日本農民組合結成

女性の政治参加を
求めて

　女性の解放は、青
せ い

鞜
と う

社
し ゃ

の設立以来、本
格的に運動が始まりました。新婦人協会
の運動は、市川らによる女性参政権獲

か く

得
と く

運動に引きつがれ、第二次世界大戦後の
女性参政権実現に大きな影

え い

響
きょう

をあたえま
した。市川は戦後、25年にわたり国会
議員として活

か つ

躍
や く

しました。

近代の
女性

市川房枝

平塚らいてう

6  全国水平社  
創立大会の宣

せ ん

言
げ ん

　全国に散在する部落の人々よ、団結
せよ。ここにわれわれが人間を尊

そ ん

敬
け い

す
ることによって、自らを解放しようとす
る運動を起こしたのは当然である。わ
れわれは、心から人生の熱と光を求める
ものである。水平社はこうして生まれた。
　人の世に熱あれ、人間に光あれ。

（1922年 一部要約）

7 西
さ い

光
こ う

万
ま ん

吉
き ち

（1895～1970）（奈
な

良
ら

県　水平社博物館蔵）　西
光万吉が起草した水平社宣

せん

言
げん

では、被差別部落に住
む人自らが、誇

ほ こ

りをもち、解放運動に取り組むべきで
あると説き、「日本初の人権宣言」といわれています。

選挙法
成立年

1889年
（明治22）

1900年
（明治33）

1919年
（大正8）

1925年
（大正14）

1945年
（昭和20）

実
じっ

施
し

年 1890年 1902年 1920年 1928年 1946年

資
格

性別 男 男 男 男 男女

年
ねん

齢
れい

25歳
さい
以上 25歳以上 25歳以上 25歳以上 20歳以上

税金
直接国税
15円以上

直接国税
10円以上

直接国税
3円以上

制限なし 制限なし

年表

リンク

P.234～235　歴史を掘り下げる「水平社の創
そう

立
りつ

とさまざまな人
じ ん

権
け ん

運動」も見てみましょう。228 229

世
紀
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時
代
旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
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平
安

　
　
　
　
　
南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山
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15
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　美術では日本画の横
よ こ

山
や ま

大
た い

観
か ん

、西洋画の黒
く ろ

田
だ

清
せ い

輝
き

、彫
ちょう

刻
こ く

の荻
お ぎ

原
は ら

守
も り

衛
え

らが活
か つ

躍
や く

し、伝統技法の再生と西洋技法の吸
きゅう

収
しゅう

により、日本近代美
術の基

き

礎
そ

がつくられました。
近代文化が受容され、発

は っ

展
て ん

した背
は い

景
け い

には、学
校教育の普及がありました。日

に ち

露
ろ

戦争後、義
務教育は4年制から6年制に延

え ん

長
ちょう

されて就
しゅう

学
が く

率も9割
わ り

をこえました。
ただ実際には、農作業や子守りなどで学校を休みがちな児童も多く
いました。政府は、「忠

ちゅう

君
く ん

愛
あ い

国
こ く

」をよりどころに教育に対する統制を
強め、小学校では国定教科書が使われました。また国家の人材を育
成するため、帝

て い

国
こ く

大学や専
せ ん

門
も ん

学校など高等教育機関を整えました。
慶
け い

應
お う

義
ぎ

塾
じゅく

・早
わ

稲
せ

田
だ

・同
ど う

志
し

社
し ゃ

などの独自の学風をもち、のちに大学と
なる私立学校も生まれました。女子教育も重

じゅう

視
し

されはじめ、津
つ

田
だ

梅
う め

子
こ

の女子英学塾（のちの津田塾大学）などが設立されました。また、
高等教育の充

じゅう

実
じ つ

を背景に、医学や物理学などの自然科学の研究も進
み、北

き た

里
さ と

柴
し ば

三
さ ぶ

郎
ろ う

や野
の

口
ぐ ち

英
ひ で

世
よ

、長
な が

岡
お か

半
は ん

太
た

郎
ろ う

など世界的にも最先
せ ん

端
た ん

の研
究を行う日本人科学者が出てきました。
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 1882年に創
そ う

設
せ つ

されたときの名
め い

称
しょう

は東
と う

京
きょう

専
門学校。1902年に早稲田大学と改称されま
した。

2

資本主義の発展にともない、ど
のような社会問題が起こり、
人々はどのような運動を行った
のか確

か く

認
に ん

しましょう。

日本の近代化は社会にどのよう
な影

え い

響
きょう

をあたえたか、人々の生
活と文化・芸術に着目して説明
しましょう。
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児童福
ふ く

祉
し

の父

（宮崎県　石井記念友愛社提
てい

供
きょう

）

　岡
お か

山
や ま

県に孤
こ

児
じ

院
い ん

をつくり、貧しい子ど
もの教育に力をつくしました。全国から
集まった子どもたちの数
は、多いときで1200人
にもなりました。のちに
郷
きょう

里
り

の宮
み や

崎
ざ き

県に施
し

設
せ つ

を
移して活動を続けました。

　1890（明治23）年9月16日の夜、オスマン帝
て い

国
こ く

（トル
コ）の軍

ぐ ん

艦
か ん

エルトゥールル号が紀伊半島の南、紀伊大島
の南の海上で遭

そ う

難
な ん

しました。
　エルトゥールル号には、トルコが初めて日本に送った
使節団が乗っており、６月に横

よ こ

浜
は ま

港に到
と う
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か ん

迎
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式典に参加したあ
と、本国へ向かっている途

と

中
ちゅう

で遭難したのです。
　遭難場所近くの樫

か し

野
の

地区（今の和歌山県串
く し

本
も と

町）の島民
は、暗

く ら

闇
や み

の広がる海岸で、打ち上げられていた乗組員の
救出を行いました。生

せ い

存
ぞ ん

した69人は、島民による献
け ん

身
し ん

的
て き

な介
か い

護
ご

を受け、その後、神
こ う

戸
べ

で治
ち

療
りょう

を受けたあとに、
日本海軍の船でトルコに送り届

と ど

けられました。
　遭難場所周辺では、その後も遺
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体
た い

収
しゅう

容
よ う

の努力が続けら
れました。樫野地区には、のちに慰
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れ い
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ひ

が建てられ、亡
な

くなった人々を悼
い た

む式典が今も定期的に行われています。
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　エルトゥールル号
遭難事件からおよそ
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のことでした。当時、
イランと戦争してい
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機を日本から飛ばすことができませんでした。また、外
国の航空機は自国民を優

ゆ う

先
せ ん

して乗せたため、日本人は乗
ることができませんでした。そのとき、日本人のために
航空機を飛ばしたのがトルコでした。トルコではエル
トゥールル号のことは忘れられておらず、200人をこえ
る日本人の命を救うために、危

き

険
け ん

な救
きゅう

援
え ん

に力を貸してく
れたのです。
　1999（平成11）年や2023（令和５）年にトルコで大地

じ

震
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が起きたときには、日本からトルコに援助物資などが
送られました。一方、2011年の東日本大震災や紀伊半
島豪

ご う
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う

災害のときには、トルコから日本に救援隊
た い

が派
は
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されています。エルトゥールル号遭難事件をきっかけに、
日本とトルコはたがいの命を尊
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する国際協力を続けて
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18 野口英世
（1876～ 1928）（東京都　
国立国会図書館蔵）16 主な自然科学者とその業績
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1 エルトゥールル号 3 神戸で治療を受けたエルトゥールル号の乗組員（1890年）
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リンク

自然科学

208 209

5

10

15

フガニスタンを攻
こう

撃
げき

しました。2003年には、大量破
は

壊
かい

兵器をもつと
みなしたイラクに対し、アメリカなどが攻撃を加え、独

どく

裁
さい

政
せい

権
けん

をた
おしました（イラク戦争）。このように冷戦後には、唯

ゆい

一
いつ

の超
ちょう

大国と
なったアメリカの軍事力行使が目立ちました。
　相次ぐ紛争やテロでは、一

いっ

般
ぱん

市民が数多く犠
ぎ

牲
せい

となり、戦
せん

乱
らん

や迫
はく

害
がい

からのがれるために、故
こ

郷
きょう

をはなれる難
なん

民
みん

も多数にのぼりました。
冷戦後の世界では、国家や地域などの境界を
こえた経済活動がますます活発化しています。

インターネットなどの情報通信技術（ICT）の発達によって、大量の
情報がスピーディーに共有されるようになりました。仕事や留学、
観光で海外に出る人や移民も増えています。こうして、地球規

き

模
ぼ

で
経済や文化の結びつきが深まることをグローバル化

か

といいます。
　グローバル化のもとでは、先進国だけでなく発

はっ

展
てん

途
と

上
じょう

国にも経済
発展がみられ、くらしや文化の豊かさが増し、生き方の選

せん

択
たく

肢
し

が広
がる場合もありました。他方で、グローバル化の結果、産業の空

くう

洞
どう

化や所得格差の拡
かく

大
だい

、環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

や文化摩
ま

擦
さつ

なども起こりました。こ
うした急激な変化に対する不安や反発を背

はい

景
けい

に、外国人排
はい

斥
せき

や自国
第一主義の風

ふう

潮
ちょう

も生まれました。
　21世紀になると、グローバル化のなかで経済成長をとげた中国や
ロシア、ブラジル、インド、南アフリカなどの新興国が存

そん

在
ざい

感を高
めました。なかでも中国は、2010年に国内総生産（GDP）で日本を
ぬいて、世界第2位の経済大国となりました。また、ロシアは強権
的な体制のもとでジョージア（グルジア）やウクライナへ軍事侵攻す
るなど、欧

おう

米
べい

に対
たい

抗
こう

して周辺国への影
えい

響
きょう

力拡大をはかっています。

3

4

6

冷戦下にふくらんだ軍事費は米ソ両国にとっ
て重い負

ふ

担
たん

でした。特にソ連は計画経
けい

済
ざい

の停
てい

滞
たい

になやまされており、1980年代なかばからアメリカとの緊
きん

張
ちょう

緩
かん

和
わ

に努めるとともに、政治や経済の改
かい

革
かく

に取り組みましたが、うまく
いきませんでした。この動きは東ヨーロッパ諸

しょ

国
こく

での民主化運動を
刺
し

激
げき

しました。1989（平成元）年には、市民の非暴力運動をきっかけ
に各国の共産党

とう

政
せい

権
けん

が次々にたおれていきました。東西対立の象
しょう

徴
ちょう

であったベルリンの壁
かべ

も取りこわされ、翌
よく

年にはドイツの統一が実
現しました。1991年にはソ連も解体しました。これにより東西の二
つの陣

じん

営
えい

に分かれて対立する冷戦が終わりました（冷
れい

戦
せん

の終
しゅう

結
けつ

）。
冷戦が終わると、1993年に発足したヨーロッ
パ連

れん

合
ごう

（EU）のような国家をこえて地
ち

域
いき

のま
とまりをつくる動きや国際協調の機運が生まれましたが、一方でそ
れまでおさえられていた地域紛

ふん

争
そう

や民族紛争の発生が相次ぎました。
イラクがクウェートを侵

しん

攻
こう

すると、アメリカを中心とした多
た

国
こく

籍
せき

軍
がこれを撃

げき

退
たい

しました（湾
わん

岸
がん

戦争）。多民族国家であったユーゴスラ
ビアが解体する際にははげしい内戦が起こり、アメリカを主力とす
るNATO軍が軍事介

かい

入
にゅう

しました。2001年にアメリカでイスラム過
激派

は

によるテロ事件が起き、アメリカは「対テロ戦争」を掲
かか

げてア

P.272

2

P.269 6 1

3

1

5

2

基本用語 4

 イラクの復興をめざした復興支
し

援
えん

活動には、多
くの国々とともに日本の自衛隊が派

は

遣
けん

されました。
 国際協調や世界的課題よりも自国の利益
を第一とする考え方です。

3

4

私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
課
題
の
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

冷戦の終結

冷戦後の世界情勢

グローバル化と
世界の変化

米ソという二大国の対立がなくなっ
たことの影

えい

響
きょう

に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 つながり

冷戦の終結とグローバル化のもとで、世界にどのような変化が生じ、どのような問題を
かかえることになったのでしょうか。

冷戦の終わりとグローバル化1 －複
ふ く

雑
ざ つ

化する世界－ 二次元
コード

学習課題学習課題

冷戦の終結後に起きた対立と国
際協調をそれぞれ本文からぬき
出しましょう。

冷戦が終わり、地域紛争が激化
した理由を説明しましょう。

確認確認

表現表現

第
３
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
日
本
の
課
題

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
日
本
の
課
題

33

二次元
コード

冷戦が終結したとき、
人々はどのような未
来を想像したのかな。

同時多発テロ
����年 冷戦終結宣言

����年

せんげん

東西ドイツ統一
����年

ソ連の解体
����年旧ユーゴ内戦

����～��年

イラク戦争2003年

しんこう
ソ連、アフガニスタン侵攻

����～��年

★
★

★ ★
★

�° 赤　道

０ 5000kmEU（����年現在� APEC（����年現在�

日本文教出版_中学校歴史（令和7年）
Re603_01_05

冷戦終結前後の世界
2023年3月　地図制作：ジェイ・マップ

もと図117％

4 アメリカ同時多発テロ（2001年9月
11日）　ニューヨークのビルに旅客機
が突

と つ

入
にゅう

して爆
ば く

発
は つ

炎
え ん

上
じょう

しています。

5 冷戦終結前後の
世界　1991年にソ
連（地図中 線で囲
んだ地域）は解体し、
ロシア連邦を中心と
する独立国家共同体
（CIS）が結成されま
した。

6 ロシアによる軍事侵攻で破壊されたウクライナの町
（2022年）

7 1960年以
い

降
こ う

の世界の主な動き

テロリズム（テロ）
暴力的な手

し ゅ

段
だ ん

を用いて恐
きょう

怖
ふ

心をあおることに
よって、政治目的を実現しようとすることです。

基本用語

 統一通貨のユーロを導入し、国境の
往来を自由化するなど、ヨーロッパ地
域の経済的・政治的統合を進めました。
 東ヨーロッパの連

れ ん

邦
ぽ う

国家だった旧
ユーゴスラビアでは、民族対立から起
きた長年にわたる内戦の結果、連邦は
解体され、2022年現在で七つの国に
分かれて独立しています。

1

2

2 革命が起きたルーマニア（1989年12月）　
共産党

とう

本部前の広場を市民が占
せん

拠
きょ

しています。
このとき掲げられたルーマニアの国旗は、中央の
社会主義を示すマークが切り取られていました。

1 ベルリンの壁の崩
ほう

壊
かい

（1989年11月）　多くの
市民が壁に上って、 壁の崩壊を喜んでいます。
1990年には、東西ドイツの統一が実現しました。

3 東西冷戦の終結（1989年12月）　マルタ
島で開かれた米ソ首

しゅ

脳
のう

会談で、
冷戦の終結が宣

せん

言
げん

されました。

年 できごと
1960 ベトナム戦争（～75）
1967 ヨーロッパ共同体（EC）発足
 東南アジア諸

しょ

国
こく

連合（ASEAN）発足
1975 第1回主要国首

しゅ

脳
のう

会議（サミット） 
1979 ソ連がアフガニスタンに侵

しん

攻
こう

（～89）
1989 東

とう

欧
おう

諸国の民主化が始まる 1
ベルリンの壁

かべ

の崩
ほう

壊
かい

 2
アジア太平洋経

けい

済
ざい

協力会議（APEC）発足
冷戦の終結宣

せん

言
げん

 3
1990 東西ドイツの統一
1991 湾

わん

岸
がん

戦争、ユーゴスラビアの内戦（～95）、
ソ連の解体 5

1993 ヨーロッパ連合（EU）発足
1997 ASEAN+3首脳会議開始
2001 アメリカで同時多発テロ 4

アメリカとイギリスがアフガニスタンを攻
こう

撃
げき

2003 イラク戦争
2008 ロシアがジョージアに侵攻
2014 ロシアがクリミア半島に侵攻し、支配
2020 イギリスがEUを離

り

脱
だつ

2022 ロシアがウクライナに侵攻 6
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時
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旧
石
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縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

　
　
　
　
　
南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山
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10

15

5

10

15

20

を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
民族の絶

ぜつ

滅
めつ

をはかり、数百万人の人々を強制収
しゅう

容
よう

所
じょ

に連行して、殺
害しました。
　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵

てい

抗
こう

運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。

ドイツがフランスを降伏させた1940年、日本
はドイツ・イタリアと軍事同

どう

盟
めい

（日
にち

独
どく

伊
い

三
さん

国
ごく

同
どう

盟
めい

）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。
　1941年 ６月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

８月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう

憲
けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8

9 1

9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。
　1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、６月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民

P.237

43

1

5

3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
と
世
界
に
ど
の
よ
う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国－ 二次元
コード

学習課題学習課題

第
４
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

44

二次元
コード

 ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現表現

9  枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第�一条　日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第�二条　ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第�三条　三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一�　アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三�　両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六�　すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。� （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所　同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

　1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
む

視
し

するこ
とができず、外務省の指示に反してビザを発給しました。
　1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、 日本行き
の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

　迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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※リトアニア・ラトビア・エストニアを
　バルト3国といいます。

アイルランド

1939年末の独・伊領
1940年中の独・伊側の占領地

せんりょう

けんこうふく

1941年中の独・伊側の占領地

降伏後のフランスの勢力圏
中立諸国

1941年までに独・伊側についた国

独・伊側主要侵攻路
独・伊側侵攻最前線

しんこう

０ １０００km
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時
代
旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

鎌
倉

南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山

5

10

15

5

10

15

を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
民族の絶

ぜつ

滅
めつ

をはかり、数百万人の人々を強制収
しゅう

容
よう

所
じょ

に連行して、殺
害しました。
　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵

てい

抗
こう

運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。

ドイツがフランスを降伏させた1940年、日本
はドイツ・イタリアと軍事同

どう

盟
めい

（日
にち

独
どく

伊
い

三
さん

国
ごく

同
どう

盟
めい

）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。
　1941年 ６月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

８月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう

憲
けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8

9 1

9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。
　1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、６月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民

P.237

43

1

5

3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
と
世
界
に
ど
の
よ
う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国－ 二次元
コード

学習課題学習課題

第
４
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

44

二次元
コード

 ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現表現

9  枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第�一条　日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第�二条　ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第�三条　三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一�　アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三�　両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六�　すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。� （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所　同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

　1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
む

視
し

するこ
とができず、外務省の指示に反してビザを発給しました。
　1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、 日本行き
の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

　迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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※リトアニア・ラトビア・エストニアを
　バルト3国といいます。

アイルランド

1939年末の独・伊領
1940年中の独・伊側の占領地

せんりょう

けんこうふく

1941年中の独・伊側の占領地

降伏後のフランスの勢力圏
中立諸国

1941年までに独・伊側についた国

独・伊側主要侵攻路
独・伊側侵攻最前線

しんこう
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10
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　美術では日本画の横
よ こ

山
や ま

大
た い

観
か ん

、西洋画の黒
く ろ

田
だ

清
せ い

輝
き

、彫
ちょう

刻
こ く

の荻
お ぎ

原
は ら

守
も り

衛
え

らが活
か つ

躍
や く

し、伝統技法の再生と西洋技法の吸
きゅう

収
しゅう

により、日本近代美
術の基

き

礎
そ

がつくられました。
近代文化が受容され、発

は っ

展
て ん

した背
は い

景
け い

には、学
校教育の普及がありました。日

に ち

露
ろ

戦争後、義
務教育は4年制から6年制に延

え ん

長
ちょう

されて就
しゅう

学
が く

率も9割
わ り

をこえました。
ただ実際には、農作業や子守りなどで学校を休みがちな児童も多く
いました。政府は、「忠

ちゅう

君
く ん

愛
あ い

国
こ く

」をよりどころに教育に対する統制を
強め、小学校では国定教科書が使われました。また国家の人材を育
成するため、帝

て い

国
こ く

大学や専
せ ん

門
も ん

学校など高等教育機関を整えました。
慶
け い

應
お う

義
ぎ

塾
じゅく

・早
わ

稲
せ

田
だ

・同
ど う

志
し

社
し ゃ

などの独自の学風をもち、のちに大学と
なる私立学校も生まれました。女子教育も重

じゅう

視
し

されはじめ、津
つ

田
だ

梅
う め

子
こ

の女子英学塾（のちの津田塾大学）などが設立されました。また、
高等教育の充

じゅう

実
じ つ

を背景に、医学や物理学などの自然科学の研究も進
み、北

き た

里
さ と

柴
し ば

三
さ ぶ

郎
ろ う

や野
の

口
ぐ ち

英
ひ で

世
よ

、長
な が

岡
お か

半
は ん

太
た

郎
ろ う

など世界的にも最先
せ ん

端
た ん

の研
究を行う日本人科学者が出てきました。

13 14 15

19

P.194

2

P.185

17 18

教育の普
ふ

及
きゅう

 1882年に創
そ う

設
せ つ

されたときの名
め い

称
しょう

は東
と う

京
きょう

専
門学校。1902年に早稲田大学と改称されま
した。

2

資本主義の発展にともない、ど
のような社会問題が起こり、
人々はどのような運動を行った
のか確

か く

認
に ん

しましょう。

日本の近代化は社会にどのよう
な影

え い

響
きょう

をあたえたか、人々の生
活と文化・芸術に着目して説明
しましょう。

確認確認

表現表現

20石
い し

井
い

十
じゅう

次
じ

（1865～1914）

児童福
ふ く

祉
し

の父

（宮崎県　石井記念友愛社提
てい

供
きょう

）

　岡
お か

山
や ま

県に孤
こ

児
じ

院
い ん

をつくり、貧しい子ど
もの教育に力をつくしました。全国から
集まった子どもたちの数
は、多いときで1200人
にもなりました。のちに
郷
きょう

里
り

の宮
み や

崎
ざ き

県に施
し

設
せ つ

を
移して活動を続けました。

　1890（明治23）年9月16日の夜、オスマン帝
て い

国
こ く

（トル
コ）の軍

ぐ ん

艦
か ん

エルトゥールル号が紀伊半島の南、紀伊大島
の南の海上で遭

そ う

難
な ん

しました。
　エルトゥールル号には、トルコが初めて日本に送った
使節団が乗っており、６月に横

よ こ

浜
は ま

港に到
と う

着
ちゃく

して３か月日
本に滞

た い

在
ざ い

し、明治天
て ん

皇
の う

との会見や歓
か ん

迎
げ い

式典に参加したあ
と、本国へ向かっている途

と

中
ちゅう

で遭難したのです。
　遭難場所近くの樫

か し

野
の

地区（今の和歌山県串
く し

本
も と

町）の島民
は、暗

く ら

闇
や み

の広がる海岸で、打ち上げられていた乗組員の
救出を行いました。生

せ い

存
ぞ ん

した69人は、島民による献
け ん

身
し ん

的
て き

な介
か い

護
ご

を受け、その後、神
こ う

戸
べ

で治
ち

療
りょう

を受けたあとに、
日本海軍の船でトルコに送り届

と ど

けられました。
　遭難場所周辺では、その後も遺

い

体
た い

収
しゅう

容
よ う

の努力が続けら
れました。樫野地区には、のちに慰

い

霊
れ い

碑
ひ

が建てられ、亡
な

くなった人々を悼
い た

む式典が今も定期的に行われています。

1

2

3

　エルトゥールル号
遭難事件からおよそ
100年後の1985（昭
和60）年３月17日
のことでした。当時、
イランと戦争してい
たイラクは「今から
48時間後にイランの上空を飛行する航空機に対して攻

こ う

撃
げ き

を行う可能性がある」と突
と つ

然
ぜ ん

宣
せ ん

言
げ ん

しました。イランに
いた外国人たちは、イランから脱

だ っ

出
しゅつ

しなければなりませ
んでした。しかし、出国を希望した日本人を乗せる航空
機を日本から飛ばすことができませんでした。また、外
国の航空機は自国民を優

ゆ う

先
せ ん

して乗せたため、日本人は乗
ることができませんでした。そのとき、日本人のために
航空機を飛ばしたのがトルコでした。トルコではエル
トゥールル号のことは忘れられておらず、200人をこえ
る日本人の命を救うために、危

き

険
け ん

な救
きゅう

援
え ん

に力を貸してく
れたのです。
　1999（平成11）年や2023（令和５）年にトルコで大地

じ

震
し ん

が起きたときには、日本からトルコに援助物資などが
送られました。一方、2011年の東日本大震災や紀伊半
島豪

ご う

雨
う

災害のときには、トルコから日本に救援隊
た い

が派
は

遣
け ん

されています。エルトゥールル号遭難事件をきっかけに、
日本とトルコはたがいの命を尊

そ ん

重
ちょう

する国際協力を続けて
います。

エルトゥールル号遭
そ う

難
な ん

事件
－日本とトルコの１世紀の年月をこえた国際協力－

先人に学ぶ
命の尊さ

● 明
め い

治
じ

23年、和
わ

歌
か

山
や ま

県紀
き

伊
い

大
お お

島
し ま

で ● 日本人を救ったトルコ航空機

美術

産業の発
は っ

展
て ん

によって、社会や文化はどのように変わったのでしょうか。第6節の問いに答えよう?

13 横山大観の『無
む

我
が

』
（東京国立博物館蔵）　禅

ぜ ん

における悟
さ と

りの境地を、
子どもで表現した日本
画の作品です。

14 黒田清輝の『湖
こ

畔
は ん

』
（東京文化財研究所蔵）　フ
ランスに留学した清輝
は、印象派

は

の明るい画
風による油

ゆ

彩
さ い

画（西洋
画）を残しました。

15 荻原守衛の『女』
（長

なが

野
の

県　碌
ろく

山
ざん

美術館蔵）

北
きた

里
さと

柴
しば

三
さぶ

郎
ろう

医学 破
は

傷
しょう

風
ふう

の血
けっ

清
せい

療
りょう

法
ほう

発見
志
し

賀
が

　　潔
きよし

〃 赤
せき

痢
り

菌
きん

の発見
野
の

口
ぐち

　英
ひで

世
よ

〃 黄
おう

熱
ねつ

病
びょう

の研究
木
き

村
むら

　　栄
ひさし

天文学 緯
い

度
ど

（変化）の研究
高
たか

峰
みね

　譲
じょう

吉
きち

化学 アドレナリンの抽
ちゅう

出
しゅつ

鈴
すず

木
き

梅
うめ

太
た

郎
ろう

〃 ビタミンB1の抽出
大
おお

森
もり

　房
ふさ

吉
きち

地
じ

震
しん

学 地震計の発明
長
なが

岡
おか

半
はん

太
た

郎
ろう

物理学 原子構造の研究

17 北里柴三郎
（1852～1931）（東京都　
国立国会図書館蔵）

18 野口英世
（1876～ 1928）（東京都　
国立国会図書館蔵）16 主な自然科学者とその業績

19 小学校の就学率の変化（『日本近代教育
史事典』）

2 エルトゥールル号が遭難した場所と紀伊大島
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1 エルトゥールル号 3 神戸で治療を受けたエルトゥールル号の乗組員（1890年）
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10

15

地域に
学ぶ

た沖縄の人々は、祖国復帰運動をねばり強く進めました。
　1972（昭和47）年、沖縄は日本に返還されました。返還交

こう

渉
しょう

にあ
たった佐

さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

内
ない

閣
かく

は、核
かく

兵器を「持たず、作らず、持ちこませず」
という非

ひ

核
かく

三
さん

原
げん

則
そく

を定めており、これを沖縄にも適用するとしまし
た。しかし、沖縄には広大な米軍基地が残されることになり、住民
の不安や不満は消えませんでした。

サンフランシスコ平和条約調印後も、大
だい

韓
かん

民
みん

国
こく

（韓国）や中
ちゅう

華
か

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

（中国）とのあいだ
には正式な国交がなく、国交を結ぶことが課題でした。
　1951年に始まった韓国との交渉は中断を重ねました。しかし、ベ
トナム戦争に介入したアメリカの要

よう

請
せい

もあり、1965年、日
にっ

韓
かん

基
き

本
ほん

条
じょう

約
やく

が締
てい

結
けつ

され、国交が正常化しました。一方で、日本と朝
ちょう

鮮
せん

民
みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

（北朝鮮）とのあいだにはいまだに国交がありません。
　1972年、ベトナム戦争を終わらせたいアメリカは、中国との関係
改
かい

善
ぜん

にふみ切りました。同じ年、田
た

中
なか

角
かく

栄
えい

首相も中国を訪
ほう

問
もん

し、日
にっ

中
ちゅう

共
きょう

同
どう

声
せい

明
めい

に調印して、国交が正常化しました。声明では、日本は、
過去に戦争を通じて中国にあたえた重大な損害について深く反省し、
中華人民共和国政府を、中国を代表する唯

ゆい

一
いつ

の政府であると認
みと

めま
した。1978年には、日

にっ

中
ちゅう

平
へい

和
わ

友
ゆう

好
こう

条
じょう

約
やく

が結ばれ、経
けい

済
ざい

や文化の面で、
両国の交流は深まりました。

32

1

4

2 8

65

フランスから独立したベトナムにも、冷戦の
対立関係がもちこまれました。中国とソ連が

支
し

援
えん

するベトナム民主共和国（北ベトナム）と、アメリカが支援する
ベトナム共和国（南ベトナム）に分かれて対立したのです。アメリカ
は南ベトナムの内戦に介

かい

入
にゅう

し、1965年からは北ベトナムへのはげし
い無差別爆

ばく

撃
げき

を行い、大量の地上軍を派
は

遣
けん

しました（ベトナム戦
せん

争
そう

）。
　写真や映

えい

像
ぞう

を通じて、残
ざん

酷
こく

な戦場のようすが伝えられると、アメ
リカや日本をはじめ世界各国で、ベトナム反戦運動が高まりました。
民族統一を求めるベトナムの人々が、ねばり強く抵

てい

抗
こう

したため、戦
争は長期化しました。アメリカは、軍事費の増大になやみ、反戦

せ
世
よ

論
ろん

の
ろん
影
えい

響
きょう

もあって、1973年、ベトナムから撤
てっ

退
たい

しました。1976年、
南北ベトナムは統一し、ベトナム社会主義共和国となりました。

アメリカの統治下にあった沖縄では、米軍施
し

設
せつ

が拡
かく

張
ちょう

し続け、軍用機が小学校に墜
つい

落
らく

する
などの事故や、米軍関係者による交通事故や犯

はん

罪
ざい

も相次いでいまし
た。ベトナム戦争のときには、沖縄の米軍基地から飛び立った爆撃
機が、ベトナムで空爆を行いました。アメリカの統治に不満を高め

1

3

 奄
あ ま

美
み

群島は1953年に、小
お

笠
が さ

原
わ ら

諸
し ょ

島
と う

は
1968年に、アメリカから日本に返還されま
した。
 朝鮮民主主義人民共和国とは、1991（平
成３）年に国交正常化交渉が始まりました。
　2002年に初の日朝首

し ゅ

脳
の う

会談が行われ、国
交正常化交渉の再開を含

ふ く

む日朝平
ピョン

壌
ヤ ン

宣言が発
表されました。この会談のなかで、北朝鮮側
が日本人を拉

ら

致
ち

していたことを認
み と

めました。

1

2

ベトナム戦争

復帰運動の
高まりと沖

お き

縄
な わ

返
へ ん

還
か ん

韓
か ん

国
こ く

・中国との
国交正常化

東西対立のなかでの、アメリカと日本の関
係に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

冷戦下のアジアと日本との関係は、どのように変化していったのでしょうか。

冷戦下のアジアと日本2 －関係の改善をめざして－

学習課題学習課題

つながり

二次元
コード

1 ベトナム戦争でアメリカ兵に家を焼きはらわれ
たベトナムの村人（1966年）

3 沖縄の嘉
か

手
で

納
な

飛行場そばを飛ぶ
米軍爆撃機と復帰要求行進をする
人 （々1968年）

2 沖縄の祖国復帰運動（1968年）

アメリカや東アジアとの外交の
動きを、1950年から2010年
までの年表でまとめましょう。

確認確認

日本が西側諸国の一員であるこ
とで、日本の外交にはどのよう
な課題が残されたのか、説明し
ましょう。

表現表現

5 国交正常化を果たした日中両国の
首
し ゅ

脳
の う

（上）と 6 記念に中国からおくら
れたパンダ（下）（1972年）

8 北朝鮮から帰国
した拉致被害者
（2002年）　消息
が明らかでない拉
致被害者が多いほ
か、帰国を待ち望
む家族の高

こう

齢
れ い

化が
進むなど、一

いっ

刻
こく

も
早い解決が求めら
れています。

在日韓国・朝鮮人の歴史とコリアタウン

　1910年の韓国併
へ い

合
ご う

のころから、日本本土にわたる朝鮮人が増えはじめました。
多くは大阪などの大都市で働く出

で

稼
か せ

ぎ者でしたが、しだいに結
け っ

婚
こ ん

して定住する者
も現れました。戦時には不足する労働力を補

おぎな

うため、工場や鉱山に動員されてき
た朝鮮人が多数にのぼり、1945年には200万人以上が日本本土に住んでいまし
た。戦後その多くが帰国するなか、約60万人が日本に残
りました。しかし、日本国

こ く

籍
せ き

を失ったため、制度から排
は い

除
じ ょ

されたり、職業や生活のうえでの差別を受けたりしたため、
都市部で集住して、助け合いながら生活しました。在日韓
国・朝鮮人が集まって住んでいる地域の一つ、大阪市の
「生

い く

野
の

コリアタウン」は、現在、韓国料理店や食品・日用品
店が立ちならび、観光客も集めてにぎわう、多文化共生の
商店街となっています。

大
お お

阪
さ か

市

7 「生野コリアタウン」

ベトナム戦争は日本に
どのような影

え い

響
きょう

をあた
えたのかな。

日本の高度経済成長には、どのような背
はい

景
け い

と社会の変化があったのでしょうか。第2節の問い?

田
た

中
なか

角
かく

栄
え い

首相毛
も う

沢
た く

東
と う

マ オ ツ ォ ト ン

周
しゅう

恩
お ん

来
ら い

チョウエ ン ラ イ

上
う え

野
の

動物園（東
と う

京
きょう

都）

P.286～287歴史を掘り下げる「冷戦終結後の近
き ん

隣
りん

諸
しょ

国
こく

との関係」も見てみましょう。　

地域に
学ぶ 平和な島を

沖縄県

　現在も沖縄本島の面積の約15％
を米軍基地が占

し

めています。基地
の存

そ ん

在
ざ い

は地
ち

域
い き

開発の障
しょう

害
が い

となり、
米軍機の事故や騒

そ う

音
お ん

が住民をなや
ませています。1995年、アメリ
カ兵による少女暴行事件に抗議す
る集会で、
ある高校生
は「軍隊の
ない、悲

ひ

劇
げ き

のない平和
な島を返し
てください」
と訴

うった

えまし
た。

　な　は

那覇

　な　ご

名護

　ふ てん ま

普天間飛行場

キャンプ・ハンセン

　か　で　な

嘉手納飛行場

キャンプ・シュワブ
辺野古弾薬庫

北部訓練場

へ の こ

基地・訓練場区域

（2020年）
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4 沖縄の軍用地
（沖縄県資料）
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動画

－沖縄の基地問題－
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時
代
旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

鎌
倉

南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山
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20

の言葉や日本人の気持ちをあらわすのに適していました。そのため、
かぐや姫

ひめ

で知られる『竹
たけ

取
とり

物
もの

語
がたり

』が書かれるなど、新しい文学が発
達しました。ひらがなは主に女性のあいだで使われ、紫

むらさき

式
しき

部
ぶ

の『源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』や清
せい

少
しょう

納
な

言
ごん

の『枕
まくらの

草
そう

子
し

』などの優
すぐ

れた作品が生み出されま
した。和歌も再び盛

さか

んになっていき、紀
きの

貫
つら

之
ゆき

らによって『古
こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゅう

』がまとめられました。

10世紀後半には、皇
こう

族
ぞく

や貴族のあいだで、浄
じょう

土
ど

信
しん

仰
こう

が盛
さか

んになりました。念仏によって阿
あ

弥
み

陀
だ

如
にょ

来
らい

（阿弥陀仏）の救いを願い、極
ごく

楽
らく

浄土に生まれ変わることを
祈
いの

る信仰です。やがて、シャカが亡
な

くなって2000年目から末
まっ

法
ぽう

に入
り、世の中が乱

みだ

れるという考え（末法思想）が広まり、貴族たちはま
すます浄土信仰を深めました。藤原頼

より

通
みち

が建てた平
びょう

等
どう

院
いん

鳳
ほう

凰
おう

堂
どう

や、
その本

ほん

尊
ぞん

の阿弥陀如来像は、そうした信仰に基づくものです。この
ころには、社会に不安をもつ庶

しょ

民
みん

たちのあいだでも、念仏が流行し
ました。

6

3

1

7

8

唐
とう

がおとろえるにつれ、唐の文化の影
えい

響
きょう

力も
弱まっていきました。周辺の民族は、中国文

化を尊
そん

重
ちょう

しながらも、それぞれの文化を発達させていくようになり
ました。
　日本では、摂

せっ

関
かん

政治が始まった9世紀中ごろから、新しい文化が
めばえました。藤

ふじ

原
わらの

道
みち

長
なが

のころには、それが大きく発
はっ

展
てん

します。平
へい

安
あん

時代の貴
き

族
ぞく

たちは、唐の文化を吸
きゅう

収
しゅう

したうえで、日本の風土やく
らしに合った、優

ゆう

美
び

で洗
せん

練
れん

された文化を好むようになりました。こ
れを国

こく

風
ふう

文
ぶん

化
か

といいます。服
ふく

装
そう

は日本風のゆったりしたものになり、
平安京では自然を庭園にとり入れた、寝

しん

殿
でん

造
づくり

の邸
てい

宅
たく

がつくられまし
た。絵画にも日本の風景や人物がえがかれるようになり、大

や ま と

和絵
え

と
よばれました。

平安時代には、漢字を簡
かん

単
たん

にしたかな文
も

字
じ

（かたかな・ひらがな）がつくられ、漢文より
もたやすく読み書きができるようになりました。かな文字は、日本

32

1

32

4

日本風の文化

かな文字と文学

浄
じょう

土
ど

信
し ん

仰
こ う

律
り つ

令
りょう

国家の政治と文化は、各時代においてどのように移り変わっていったのでしょうか。

国風文化の特色と天
てん

平
ぴょう

文化の特色のちがい
に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

平
へい

安
あ ん

時代の国風文化には、どのような特色があるのでしょうか。

国
こ く

風
ふ う

文化5 －日本らしい文化の始まり－

学習課題学習課題

比較

第3節の問い?

5 平安時代の国風文化・浄土信仰

年 できごと
894 遣

けん

唐
とう

使
し

の派
は

遣
けん

を中止し、以後なくなる
９世紀 『竹

たけ

取
とり

物
もの

語
がたり

』※10世紀完成の説もあり
905 『古

こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゅう

』の編集が始まる
907 　唐がほろぶ

10世紀後半 浄
じょう

土
ど

信
しん

仰
こう

が盛
さか

んになる
11世紀初め このころ『枕

まくらの

草
そう

子
し

』『源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』が完成か
1053 平

びょう

等
どう

院
いん

鳳
ほう

凰
おう

堂
どう

がつくられる

政治や文化の中心になった人や主な取り組み・作品に着目しましょう。第3節の問いに答えよう?

4 かな文字の発達

1 寝殿造（復元模
も

型
けい

　千
ち

葉
ば

県　国立歴史民
みん

俗
ぞく

博物館蔵）　
寝殿とは、中心になる建物のことをいいます。その
まわりにいくつもの建物が廊

ろ う

下
か

などでつながって
つくられ、南側にはたいてい大きな池がありました。

2 貴族の女性の服装（源氏物語絵巻　愛知県　徳
とく

川
がわ

美
術館蔵）　女

にょう

房
ぼ う

装
しょう

束
ぞ く

といいます。色ちがいの衣
ころも

を重
ね着したので、十

じゅう

二
に

単
ひとえ

ともよばれます。国宝

8 平等院鳳凰堂の阿弥陀如
来像（高さ277.2cm）　ふく
よかな身体におだやかな表情
をしたこの如来像は、のちの
仏像の模

も

範
は ん

になりました。
国宝

3 貴族の男性の服装（上
あげ

畳
たたみ

本
ぼん

三十六歌
か

仙
せん

絵 
紀
きの

貫
つら

之
ゆき

像 東
とう

京
きょう

都 五
ご

島
とう

美術館蔵）　束
そ く

帯
たい

といい
ます。唐の服装に比べて袖

そで

口
ぐち

が開いてお
り、湿

し つ

度
ど

の高い日本に適していました。

 日本では1052年から末法の世になると考
えられていました。ちょうどこのころに人を
傷
き ず

つけたり殺したりすることのある武士（
P.68）が勢力をのばし、また人を救うことが
任務であった僧

そ う

が武器を持って争いごとを起
こすなど（ P.70）、末法になったと思わせ
るできごとがたくさん起こりました。

1

政治や文化での活
か つ

躍
や く

　古代の女性は、のちの時代に比べて、政治や文化
の面での活躍がめだちます。邪

や

馬
ま

台
た い

国
こ く

の卑
ひ

弥
み

呼
こ

や飛
あ

鳥
す か

時代の推
す い

古
こ

天皇のように、国王や天
て ん

皇
の う

になる女性
もいました。大

た い

化
か

の改
か い

新
し ん

から奈
な

良
ら

時代までは、14代
の天皇のうち６代が女性です。律

り つ

令
りょう

国家を建設し、
新しい政治を進めていくうえで、女性の天皇は大き
な役

や く

割
わ り

を果たしました。
　平安時代には女性の天皇はみられなくなりますが、
貴族の女性たちは、優美な国風文化の担

に な

い手となっ
ていきました。紫式部の
『源氏物語』は人間の心
理をたくみにえがいた作
品ですが、1000年前の
女性が長編小説をあら
わしたのは、諸

し ょ

外国でも
みられないことです。数
多くの女性がかな文字
を用いて、優れた和歌や
随
ず い

筆
ひ つ

・日記を書き記し、
日本の古典文学をかた
ちづくりました。

古代の
女性

6 紫式部
（978？～1014？）
（滋

し

賀
が

県　石
いし

山
やま

寺
でら

蔵）

7 平等院鳳凰堂（京都府宇
う

治
じ

市）　藤原頼通が、この世に極
楽浄土のようすを再現しようと
して、1053年につくりました。
国宝 世界遺産

平安時代の国風文化の主な文化
財について、表に整理しましょ
う。

国風文化の特色について、その
背
はい

景
けい

とともに整理しましょう。

確認確認

表現表現

建築様式
絵画
文字・文学	

　 特色 背景
国風文化

寝殿

か
た
か
な

ひ
ら
が
な

二次元
コード

中
なかの

島
しま

釣
つり

殿
どの

リンク

リンク

貴
き

族
ぞ く

は、こうし
た屋

や

敷
し き

でどのよ
うなくらしをし
ていたのかな。
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世
紀

B.C.

A.D.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   

時
代
旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

鎌
倉

南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山

5

10

15

5

10

15

国際交流

国をこえた
取り組み

平和や命の尊さについ
て学ぶことのできる、国を
こえた先人の取り組み
を紹介し、次世代へと繋
げていく心を育む教材
を数多く掲載しています。

P.209

ロシアによる
ウクライナ侵攻

P.281

P.245

部落差別解消などの
様々な人権運動

女性の姿

教育・福祉

部落差別解消のための運
動を随所で取り扱い、人権を
尊重する社会の在り方につい
て考えられるようにしています。

各時代の女性のコラムでは、
女性たちが社会で活躍す
る姿や権利を求めて運
動する姿を紹介しました。
➡本冊子P.20参照

豊かな生活をつくる基盤
となる教育の普及や福
祉に尽力した人々を紹介
しました。

P.229

P.57

全国水平社の創立が同時代の様々な人権運動にあ
たえた影響を紹介するとともに、その運動が現代社会
においてどのような意味をもつかも考えられる教材を
新設しました。

P.234-235

在日外国人の歴史

現在もにぎわう商店街の
歴史的背景を解説し、在
日韓国・朝鮮人の歴
史を身近な事例から考え
ていけるようにしました。 P.275

P.208

基本的人権 平和・命の尊さ人権尊重を基本理念とし、多様性を尊重し認め合う共生社会
の実現をめざす姿勢の大切さを学ぶことができるようにしました。

現代社会においてよりいっそう重要な課題となっている平和について
深く学び、生徒が歴史を踏まえて平和の実現について考える
ことができるようにしました。

近隣諸国との関係
課題解決に向けて確かな歴史的事実に基づいた対話を重ねるこ
との重要性や、他国との友好に努めた先人の知恵を学ぶことが
できるようにしました。

領土を
めぐる問題

日本固有の領土を
めぐる問題について、
領土に編入した歴
史的な経緯をわか
りやすく解説し、平
和的な解決への基盤
となるようにしました。 P.286-287

現代的な諸課題現代的な諸課題を考えることができる豊かな教材を考えることができる豊かな教材
新しい時代を担う主権者を育てる教科書

➡本冊子P.41『観点別教材一覧』参照

P.298-299 「歴史との対話」を未来に活かす

　持続可能な社会の実現にかかわる現代的な諸課題の歴史的背景や今日までの取り組みを学ぶとともに、生徒が自らもかかわる
切実な課題としてとらえ、解決に向けて歴史を踏まえて多角的・多面的に考えることができるよう教材を充実させました。

P.129

③主権者の育成②デジタルへの対応 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価

22 23

を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
民族の絶

ぜつ

滅
めつ

をはかり、数百万人の人々を強制収
しゅう

容
よう

所
じょ

に連行して、殺
害しました。
　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵

てい

抗
こう

運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。

ドイツがフランスを降伏させた1940年、日本
はドイツ・イタリアと軍事同

どう

盟
めい

（日
にち

独
どく

伊
い

三
さん

国
ごく

同
どう

盟
めい

）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。
　1941年 ６月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

８月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう

憲
けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8

9 1

9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。
　1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、６月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民

P.237

43

1

5

3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
と
世
界
に
ど
の
よ
う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国－ 二次元
コード

学習課題学習課題

第
４
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

44

二次元
コード

 ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現表現

9  枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第�一条　日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第�二条　ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第�三条　三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一�　アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三�　両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六�　すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。� （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所　同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

　1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
む

視
し

するこ
とができず、外務省の指示に反してビザを発給しました。
　1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、 日本行き
の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」
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てい

供
きょう

）
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（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

　迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
民族の絶

ぜつ

滅
めつ

をはかり、数百万人の人々を強制収
しゅう

容
よう

所
じょ

に連行して、殺
害しました。
　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵

てい

抗
こう

運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。

ドイツがフランスを降伏させた1940年、日本
はドイツ・イタリアと軍事同

どう

盟
めい

（日
にち

独
どく

伊
い

三
さん

国
ごく

同
どう

盟
めい

）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。
　1941年 ６月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

８月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう

憲
けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8

9 1

9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。
　1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、６月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民

P.237
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3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
次
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大
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本
と
世
界
に
ど
の
よ
う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
す う

軸
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国
こ く
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 ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現表現

9  枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第�一条　日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第�二条　ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第�三条　三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一�　アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三�　両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六�　すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。� （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所　同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

　1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
む

視
し

するこ
とができず、外務省の指示に反してビザを発給しました。
　1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、 日本行き
の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

　迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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新しい時代を担う主権者を育てる教科書33

学習指導要領の改訂の要点の一つである「様々な伝統や文化の学習の充実」に対応して、
琉球の文化やアイヌ民族の文化を掘り下げて紹介する特設ページを新設しました。

P.283

P.233

P.143

P.132-133

P.205

P.288-289

P.58-59

地域事例に
学ぶ

先人から
私たちへ

よりよい未来を
構想する

多様な文化を
学ぶ

文化財の
継承を学ぶ

環境・資源・エネルギー 産業の発展とそれに伴う資源・エネルギーにかかわる事例や、公害の
問題解決に取り組んだ人々の姿を学ぶことができるようにしました。

伝統・文化 各時代の文化のほか、文化の多様性、文化財の保存修理の取り
組みなど、幅広い視野で学ぶことができるようにしました。

防災・減災 過去の災害や、防災・減災、復興に向けた先人の取り組みを掲
載し、生徒が自分にできることを考えられるようにしました。

P.183

P.210-211

歴史上の社会的課題に対して、生徒一人一人が自分の
意見をもち、選択・判断できる教材を掲載しました。

P.294-295
「歴史との対話」を未来に活かす

➡本冊子P.41『観点別教材一覧』参照

現代的な諸課題現代的な諸課題を考えることができる豊かな教材を考えることができる豊かな教材

③主権者の育成②デジタルへの対応 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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