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史料

キャプション

自じ

業ご
う

自じ

得と
く

の
果
て
、
無

力
の
事
か
。
将
軍
此
の

如
き
の
犬
死
に
は
、
古

来
そ
の
例
を
聞
か
ざ
る

事
な
り
。

 

（
伏ふ
し

見み
の

宮み
や

貞さ
だ

成ふ
さ

親し
ん

王の
う

の
日
記

『
看か
ん

聞も
ん

日
記
』）

q足利義
よし

教
のり

の暗殺について
記した日記　「将軍がこのよう
に犬死にしたことは，その例を
聞いたことがない」としている。

q室町幕府の財源

幕　府

幕
府
御
料
所

守
護
・
地
頭

商
工
業
者

貿

　
易

関
・
津

庶

　
民

課
税
対
象

年
貢
・
公
事
・
夫
役

公
用
銭
・
臨
時
役
な
ど

酒
屋
役
・
土
倉
役（
倉
役
）

抽
分
銭
・
明
朝
頒
賜
物
・
明
朝
頒
賜
銅
銭

関
銭
・
津
料

徳
政
分
一
銭
・
棟
別
銭
・
段
銭

税
の
種
類

は
ん

　し
　ぶ

つ

く  

よ
う
せ
ん

ち
ゅ
う
ぶ
ん
せ
ん

rおもな守
護の配置

観応の擾乱
（足利直義・直冬）

1350～1352

明徳の乱
（山名氏清）

1391

応永の乱
（大内義弘）

1399

嘉吉の乱
（赤松満祐）

1441

永享の乱
（足利持氏）
1438～1439

畠山氏
一色氏
斯波氏
細川氏
山名氏
大内氏
赤松氏
鎌倉府の管轄国
（陸奥・出羽は1392年以降）

足利氏一門 0 100km

r室町幕府の機構

地頭

細川・斯波・畠山
三管領

赤松・一色
山名・京極

四職侍　所

問注所

政　所

引　付

鎌倉府

九州探題 九州の統治

京都の警備・刑事裁判
記録・訴訟文書
の保管

将軍家の財政・家政

陸奥の統治

出羽の統治

奥州探題

羽州探題
う しゅう

守護

管領中央

地方

（京都）

侍　所

問注所

政　所

引　付

鎌倉公方 関東管領

将軍

3関東8か国と伊
い

豆
ず

・甲
か

斐
い

を支
配したが，14世紀末には，陸

む

奥
つ

・出
で

羽
わ

が加えられた。管内
の守護は，鎌倉府に参

さん

勤
きん

した。

幕府と守護
尊氏は，畿

き

内
ない

近国では，足利氏の一門や一門に準

じた有力武士を守護にあてた。内乱を利用して守

護の権限が強化，拡大されると，守護を通じてその国の有力武士を組

織化するようになった。幕府の勢力がじゅうぶんにおよんでいなかっ

た九州や東
とう

国
ごく

には，家
か

格
かく

の高い一門の者を派遣し，管
かん

内
ない

の軍事・行政

の権限を掌
しょう

握
あく

させた。九州では，南
なん

朝
ちょう

の勢力や鎌倉時代からの守護の

勢力が強かったが，14世紀後半には，幕府は，ほとんどの勢力に影響

力をあたえられるようになった。関東には鎌
かま

倉
くら

府
ふ

が
3

置かれ，その長官

（鎌倉公
く

方
ぼう

）として尊氏の子の基
もと

氏
うじ

が派遣され，その職は基氏の子孫に

よって世
せ

襲
しゅう

された。

　鎌倉公方はしだいに独立性を強め，将軍と対立するようになった。

そのため，1439（永
えい

享
きょう

11）年，専
せん

制
せい

を進める6代将軍足利義
よし

教
のり

は，4代公

方の足利持
もち

氏
うじ

を追
つい

討
とう

し自
じ

害
がい

させた（永享の乱）。また，義教の専制に反

発した播
はり

磨
ま

の守護赤
あか

松
まつ

満
みつ

祐
すけ

は，1441（嘉
か

吉
きつ

元）年，義教を京都の自
じ

邸
てい

に

まねいて暗殺したが，その後幕府軍に討たれた（嘉吉の乱）。

1340～67

1394～1441

1398～1439

1373～1441

S室町幕府において，守
護の力が強大になったの

はなぜだろうか。
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86 注 5

q倭
わ

寇
こう

（『倭寇図巻』，東京大学史料編纂所蔵）　後期倭寇の活動を，中国人画家がえがいたもの。
日本刀，槍

やり

，大弓を武器に迫る倭寇（右側）に対し，明の官
かん

軍
ぐん

（左側）が迎え撃っている。

e遣
けん

明
みん

船の航路

寧波

1 塩浦
2 富山浦
3 乃而浦

2
3

1

東京
トン キン

えん  ぽ

ふ  ざん  ほ

ない  じ　ほ

ア モ イ

堺

京
都

マ
カ
オ

兵
庫

博
多

那覇

杭州

三浦

五島
平戸

広州
厦門

坊津

膠州

漢城
北京

（順天府）

南京
（応天府）

朝鮮

日本

琉球

明

種子島

澎
湖

　
諸
島

0 500km

日朝交通路
日明交通路
倭寇の
侵略地
倭寇の
主要進路

1尊
たか

氏
うじ

が，後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇の冥
めい

福
ふく

を祈って京都に天
てん

龍
りゅう

寺
じ

を建
こん

立
りゅう

した際，商人に請け負わせ
て貿易船（天龍寺船）を元

げん

に派
遣し，その利益を造

ぞう

営
えい

費にあ
てた。
214～15世紀に活動した前
期倭寇と，日本人が乗りくむ
ことが少なかった16世紀の
後期倭寇とに分けることもで
きる。

3割
わり

印
いん

を照合して，正式の貿
易船か海賊船かを判断する。
4船団の第一号船には，皇帝
への朝貢品が積みこまれた。
5富山浦のほかは，乃

ない

而
じ

浦
ほ

（齋
せい

浦
ほ

），塩
えん

浦
ぽ

（蔚
うる

山
さん

）。

倭寇と東アジアの交易2

倭寇と日明・
日朝貿易

中国との国
こっ

交
こう

はなかったが，両国の民間貿易船は，

鎌倉時代以後もたがいに行き来した
1

。一方九州沿

岸や瀬戸内海沿岸の有力な武士や漁民は，朝鮮や中国へ貿易船を送っ

ていたが，交渉が成立しないとみると，武力を用いて威
い

嚇
かく

し，上陸し

て略
りゃく

奪
だつ

することもあったため，倭
わ

寇
こう

と
2

よばれておそれられていた。明
みん

は，元
げん

をほろぼすと，周辺のアジア諸国に朝
ちょう

貢
こう

を求めたが，その際，

日本には特に倭寇の禁
きん

圧
あつ

を求めてきたほどであった。

　南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

の合
ごう

一
いつ

を実現した足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

は，1401（応
おう

永
えい

8）年，明に使者を

派遣して，皇帝から日本国王と認められた。そこで，アジア諸国と同

様に，勘
かん

合
ごう

を
3

携帯する船
4

だけの貿易が許され，1404（応永11）年以後，

朝貢形式の貿易を行った（勘合貿易）。

　応
おう

仁
にん

の乱後，幕府の権威がおとろえると，貿易の実権をめぐって，

博
はか

多
た

の商人と結んだ守
しゅ

護
ご

大
だい

名
みょう

の大
おお

内
うち

氏は，堺
さかい

の商人と結んだ細
ほそ

川
かわ

氏と

争い，その実権をにぎった。

　朝鮮半島では，1392年に李
り

成
せい

桂
けい

が，高
こう

麗
らい

をほろぼして朝鮮国（李
り

朝
ちょう

）

bp.74

bp.84

bp.90

イ ソン ゲ コ リョbp.48

を建て，義満に正式な貿易の開始と倭寇の禁圧

を求めてきた。さらに，1419（応永26）年，倭寇

の根
こん

拠
きょ

地と考えて対
つ し ま

馬を大軍でおそった（応永

の外
がい

寇
こう

）。

　朝鮮は貿易の統制をはかり，1443（嘉
か

吉
きつ

3）年

に対馬の宗
そう

氏とのあいだに癸
き

亥
がい

約条（嘉
か

吉
きつ

条約）

を結んだ。これにより船の量が制限され，交
こう

易
えき

の港も富
ふ

山
ざん

浦
ほ

（釜
プ

山
サン

）など三つの浦
5

に限定された。

三
さん

浦
ぽ

には倭
わ

館
かん

が置かれ，多くの日本人が定住し

た。1510（永
えい

正
しょう

7）年，彼らはあたえられる特権
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を求めてきた。さらに，1419（応永26）年，倭寇

の根
こん

拠
きょ

地と考えて対
つ し ま

馬を大軍でおそった（応永

の外
がい

寇
こう

）。

　朝鮮は貿易の統制をはかり，1443（嘉
か

吉
きつ

3）年

に対馬の宗
そう

氏とのあいだに癸
き

亥
がい

約条（嘉
か

吉
きつ

条約）

を結んだ。これにより船の量が制限され，交
こう

易
えき

の港も富
ふ

山
ざん

浦
ほ

（釜
プ

山
サン

）など三つの浦
5

に限定された。

三
さん

浦
ぽ

には倭
わ

館
かん

が置かれ，多くの日本人が定住し

た。1510（永
えい

正
しょう

7）年，彼らはあたえられる特権
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87 キャプション

q遣
けん

明
みん

船
せん

（復元模型）

e復元された首
しゅ

里
り

城正
せい

殿
でん

（那
な

覇
は

市）　小高い丘の上に立地し，
正殿をはじめとする多くの施設
が建てられていた。

w志
し

苔
のり

館
たて

跡（函
はこ

館
だて

市）　コシャマイン
が蜂起した際に攻
め落とされた館の
一つ。また，近く
から 37万枚余りの
宋
そう

銭
せん

・元
げん

銭
せん

が発掘
されている。

q日
にち

明
みん

・日
にっ

朝
ちょう

貿易のおもな品目

輸入品 輸出品

日明貿易
銅銭，生

き

糸
いと

，絹織物，
薬草，書籍，書画など

刀剣，銅，硫
い お う

黄，扇，蒔
まき

絵
え

の漆
しっ

器
き

，屏
びょう

風
ぶ

，硯
すずり

など

日朝貿易
木綿・麻布などの織物，
大
だい

蔵
ぞう

経
きょう

など高
こう

麗
らい

版の経
きょう

典
てん

など

銅，硫黄，絹，刀剣，扇，
南海産の胡

こ

椒
しょう

・蘇
そ

木
ぼく

（染
せん

料
りょう

），香
こう

木
ぼく

，薬材など

q琉球の三
さん

山
ざん

とおもな城跡

かつれん

勝連城
なかぐすく

中城城

しゅ り

首里城

南山城

那覇

な き じん

今帰仁城

北山

中山

南山 0 20km

rコシャマインの
蜂起

津軽海峡

陸奥湾

恵山

恐山

駒ヶ岳

花沢館
上之国

十三湊

脇本館

蠣崎城小泊

大
館

松
前

箱
館
志
苔
館

七重浜
下
之
国

道南十二館
コシャマイ
ンの蜂起で
陥落した館
コシャマイ
ン軍
蠣崎軍

0 30km

6朝鮮への輸出品は銅・硫
いおう

黄
のほか，胡

こ

椒
しょう

・薬・香
こう

木
ぼく

など
南海の特産品であった。これ
らは琉球の商船が博多や薩

さつ

摩
ま

の坊
ぼうの

津
つ

にもたらしたもので，
博多商人などが中継して朝鮮
に運んだ。輸入品は繊

せん

維
い

類が
主で，特に木

も

綿
めん

は日本では生
産されていなかったので需

じゅ

要
よう

が多く，全国に広まった。

をめぐって暴動をおこし，朝鮮の役人に鎮
ちん

圧
あつ

された（三浦の乱）。以後

日
にっ

朝
ちょう

貿易はしだいにふるわなくなる
6

。

琉球と蝦夷地
15世紀の前半，尚

しょう

氏が，三つに分かれていた沖縄

本島を統一して琉
りゅう

球
きゅう

王国を建てた。琉球王国は，

日本や朝鮮，中国と東南アジア諸地域間の中
なか

継
つぎ

貿易で繁
はん

栄
えい

したが，16

世紀半ばごろ，ポルトガル人がアジア貿易に進出してくると，その活

動はおとろえた。

　蝦
え

夷
ぞ

地
ち

では，広大な自然のなかで，狩
しゅ

猟
りょう

や漁業をいとなむアイヌ民

族が，いくつものコタン（共同体）をつくって生活していた。14世紀ご

ろ，本州から武士たちが移住を始め，アイヌの人々と交易を行った。

両者のあいだにはしばしば衝突がおこり，しだいに圧
あっ

迫
ぱく

されていった

アイヌは，15世紀なかごろに大首
しゅ

長
ちょう

コシャマインを中心に蜂
ほう

起
き

したが，

敗北した。こののち蠣
かき

崎
ざき

氏（のちの松
まつ

前
まえ

氏）の勢力が強くなり，道
どう

南
なん

地

域の支配者になっていく。

bp.127

?～1457

S日明貿易と日朝貿易を
比較して，その共通点や

相違点を考えてみよう。
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しゅ

猟
りょう

や漁業をいとなむアイヌ民

族が，いくつものコタン（共同体）をつくって生活していた。14世紀ご
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迫
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されていった

アイヌは，15世紀なかごろに大首
しゅ
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ほう

起
き

したが，

敗北した。こののち蠣
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崎
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地

域の支配者になっていく。
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比較して，その共通点や
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144 5

　1782（天
てん
明
めい

2）年12月，伊
い
勢
せ
湾の港から，船

せん
頭
どう
大
だい
黒
こく

屋
や
光
こう
太
だ
夫
ゆう
と16人の水

すい
夫
ふ
が乗る1艘

そう
の船

が江戸に向けて出発した。しかし，途

中暴風雨にあって太平洋を北に流さ

れ，7か月後にようやくアリューシャ
ン列島に漂

ひょう
着
ちゃく
した。ロシアの保護のも

とに，イルクーツクの日本語学校など

で数年間をすごしたのち，光太夫はエ

カチェリーナ女帝に謁
えっ
見
けん
して，日本へ

の帰国を嘆
たん
願
がん
した。ロシアはこれを好

機として，光太夫たちを松前まで送
そう
還
かん
するとと

もに，ラックスマンを使節にして，日本に国
こっ
交
こう

を開くことを求めてきた。

　帰国後，光太夫は幕府の役人から尋
じん
問
もん
を受け

るとともに，禁じられた国外生活を送ったこと

を理由に，行動に一定の制限を加えら

れ，以後故郷ではなく江戸・番
ばん
町
ちょう
の幕

府の薬園で暮らすこととなり，1828（文
ぶん

政
せい

11）年，78歳の生
しょう
涯
がい
を閉じた。帰国

してからの34年のあいだ，光太夫は，
蘭
らん
学
がく
者などの訪問を受けて西洋事情を

語り，蘭学の先
せん
駆
く
者
しゃ
の桂

かつら
川
がわ
甫
ほ
周
しゅう
や大

おお
槻
つき

玄
げん
沢
たく
のかげの力となった。桂川甫周の

『北
ほく
槎
さ
聞
ぶん
略
りゃく
』は，光太夫の談話をまとめ

たものである。

　一方，幕末に漂
ひょう
流
りゅう
したジョン万

まん
次
じ
郎
ろう

やアメリカ彦
ひこ
蔵
ぞう
らの場合は，光太夫とはちがっ

ていた。彼らは，太平洋でアメリカ船に救助さ

れたのちアメリカで学校教育を受け，開国前後

に帰国し，後半生は外国の体験を生かして通訳

などとして活躍している。

1729〜96

1751〜1809 bp.150

1827?〜98

1837〜97

漂流民・大黒屋光太夫

ール川

ム
ア

間
宮
海
峡

オホーツク海

厚岸 根室

宗谷

マアヌイ

ノテト

デレン

ナニオー

ニコライエフスク
ナアムーレ

小

　
内

室蘭

札幌

沙那

箱館
松前

利尻島

襟裳岬

東蝦夷地 歯舞群島
色丹島

択捉島
国
後
島

得
撫
島

樺

　

  

太
沿

　
海

　
州

西
蝦
夷
地

松前 えり　も

はぼ まい

しこ たん

え  とろふ

う
る
っ
ぷ

く
な 
し
り

しゃ  な

あっ けし

0 300km

最上徳内（1786）・
近藤重蔵（1798）の行路
伊能忠敬（1800）の実測路
近藤重蔵（1807）の行路
間宮林蔵（1808）の
第 1回行路
間宮林蔵（1808～09）
の第 2回行路

e幕末の北方探検

q大黒屋光太夫

1林
はやし

子
し

平
へい

は，海防の必要を論
じた『海

かい

国
こく

兵
へい

談
だん

』を出版した
（1791年）が，人心をまどわし
たとして処罰された。

外国船の来航
鮭
さけ

やにしんの漁場だった蝦
え

夷
ぞ

地
ち

は，いりこ（煎
いり

海
な

鼠
まこ

）・干
ほし

あわび・ふかひれなどが俵
たわら

物
もの

として長崎

貿易の輸出品となり，重要性が高まっていった。松
まつ

前
まえ

藩
はん

の蝦夷地にお

ける交
こう

易
えき

地は，17世紀後半には商人が請け負う場所請負制となり，大

規
き

模
ぼ

な資本を投下する者もあらわれた。商人のなかには，アイヌを酷
こく

使
し

する者もあり，1789（寛
かん

政
せい

元）年にはクナシリ・メナシのアイヌ人蜂
ほう

幕藩体制の危機2
bp.127

bp.141

起
き

がおこった。

　このころ，ロシア船が日本近
きん

海
かい

に出
しゅつ

没
ぼつ

していたことから，

幕府は危機感をつのらせていた
1

。1792（寛政4）年には，ロシ

ア使節ラックスマンが，漂
ひょう

流
りゅう

民の大
だい

黒
こく

屋
や

光
こう

太
だ

夫
ゆう

を連れて根
ね

室
むろ

に来航し，通
つう

商
しょう

を求めた。幕府は，長崎入港の許可証（信
しん

牌
ぱい

）

をあたえて退
たい

去
きょ

させた。1798（寛政10）年，幕府は東蝦夷地探

検に乗り出し，これに参加した最
も

上
がみ

徳
とく

内
ない

や近
こん

藤
どう

重
じゅう

蔵
ぞう

は南千
ち

島
しま

の国
くな

後
しり

・択
え

捉
とろふ

まで渡った。天
てん

文
もん

学を学んだ伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

は，地球

の大きさを計算するため，1800（寛政12）年から全国の測量を

行った。

　1804（文
ぶん

化
か

元）年，ロシア使節レザノフが，皇帝の親
しん

書
しょ

を持

参して長崎に来航し，通商を要求した。しかし幕府がこれを

拒否したため，蝦夷地でロシアの艦
かん

船
せん

との紛争がしばしばお

1766〜? 1751〜1828

1771〜1829

1745〜1818

1764〜1807
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1林
はやし

子
し

平
へい

は，海防の必要を論
じた『海

かい

国
こく

兵
へい

談
だん

』を出版した
（1791年）が，人心をまどわし
たとして処罰された。

外国船の来航
鮭
さけ

やにしんの漁場だった蝦
え

夷
ぞ

地
ち

は，いりこ（煎
いり

海
な

鼠
まこ

）・干
ほし

あわび・ふかひれなどが俵
たわら

物
もの

として長崎

貿易の輸出品となり，重要性が高まっていった。松
まつ

前
まえ

藩
はん

の蝦夷地にお

ける交
こう

易
えき

は，17世紀後半には商人が請け負う場所請負制となり，大規
き

模
ぼ

な資本を投下する者もあらわれた。商人のなかには，アイヌを酷
こく

使
し

する者もあり，1789（寛
かん

政
せい

元）年にはクナシリ・メナシのアイヌ人蜂
ほう

起
き

幕藩体制の危機2
bp.127

bp.141

がおこった。

　このころ，ロシア船が日本近
きん

海
かい

に出
しゅつ

没
ぼつ

していたことから，

幕府は危機感をつのらせていた
1

。1792（寛政4）年には，ロシ

ア使節ラックスマンが，漂
ひょう

流
りゅう

民の大
だい

黒
こく

屋
や

光
こう

太
だ

夫
ゆう

を連れて根
ね

室
むろ

に来航し，通
つう

商
しょう

を求めた。幕府は，長崎入港の許可証（信
しん

牌
ぱい

）

をあたえて退
たい

去
きょ

させた。1798（寛政10）年，幕府は東蝦夷地探

検に乗り出し，これに参加した最
も

上
がみ

徳
とく

内
ない

や近
こん

藤
どう

重
じゅう

蔵
ぞう

は南千
ち

島
しま

の国
くな

後
しり

・択
え

捉
とろふ

まで渡った。天
てん

文
もん

学を学んだ伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

は，地球

の大きさを計算するため，1800（寛政12）年から全国の測量を

行った。

　1804（文
ぶん

化
か

元）年，ロシア使節レザノフが，皇帝の親
しん

書
しょ

を持

参して長崎に来航し，通商を要求した。しかし幕府がこれを

拒否したため，蝦夷地でロシアの艦
かん

船
せん

との紛争がしばしばお
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263
囲み
左段

　石油ショックによる物価急
きゅう
騰
とう
のなか，1973

（昭和48）年10月下旬，トイレットペーパー買い
だめの動きが関西地方でおこった。それがマス

メディアで報じられると，消費者の買いだめ行

動は，たちまち全国に拡大した。買いだめの対

象も、洗剤や灯油，ゴム製品などの石油化学関

連製品だけでなく，砂糖，塩などにまで広がり，

在庫が払
ふっ
底
てい
した。

　政府は，ガソリンスタンドの日曜休業，マイ

カー使用の自
じ
粛
しゅく
，ネオンサインの点灯自粛，暖

房温度の20度未満への引き下げなどを決定し，
ただちに実

じっ
施
し
した。

　実際には石油もトイレットペーパーも不足し

ておらず，12月の原油輸入量は危機直前の9月

の2.1％減にとどまり，トイレットペーパーも1
年を通してみると購入量は例年と同じだった。

結局買いだめは，品不足への危機感と便乗値上

げへの不安から，不確実な情報にふりまわされ

た消費者の心理的パニックであった。

店頭から消えたトイレットペーパー

qネオンの消えた銀
ぎん

座
ざ

の街
（1973.11）

11974年の卸
おろし

売
うり

物価は前年
比で32％，消費者物価は24
％の上昇率となった。

1次石油ショック）。石油消費量の99％を輸入にたより，約8割を中東

の産油国に依存してきた日本への影響は特に大きく，日本は石油不足

とはげしいインフレによる不況におちいった。このため日本は，アラ

ブ敵対国に指定されないように外交をアラブ寄りに急転
てん

換
かん

し，石油資

源の確保に躍
やっ

起
き

となった。また，これ以降アラブ諸国の石油戦略は，

経済面だけでなく政治面でも世界を動かす要因となった。 

　石油価格が高
こう

騰
とう

するなか，1973年秋から1974年春にかけて，石油シ

ョックに便
びん

乗
じょう

した買いしめ売り惜しみにより，猛烈な物価上昇がおこ

った（狂
きょう

乱
らん

物価
1

）。物不足と物価高への不安から，消費者はトイレット

ペーパーや洗剤などの買いだめに走り，生活への深刻な影響が広がっ

た。

高度成長の
おわり

田中首相はインフレをおさえるため，1973年に福
ふく

田
だ

赳
たけ

夫
お

を蔵
ぞう

相
しょう

に起用し，経済政策を高度成長路線

から安定成長路線へと大きく変更した。 

　ドル・ショックに対する景気刺
し

激
げき

策や列島改造ブームという景気の

過
か

熱
ねつ

に加えて，石油ショックによる物価上昇が重なり，日本経済は，

世界でも最もはげしいインフレに苦しむこととなった。石油の確保に

めどが立つとインフレはしだいにおさまっていったが，その一方で生

産の低下や雇用の減少などにより工業生産は大きく落ちこんだ。1974

年の実質経済成長率はマイナスとなり，ここに高度成長の時代はおわ

りをつげた。

bp.261

q品不足を心配してスーパーに殺
さっ

到
とう

する客（1973.11）
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q国鉄の民営化前夜に行われた出発式（1987.3） q消費税導入を柱とする法案の強行採
さい

決
けつ

（1988.11）

qリクルート事件で国会答
とう

弁
べん

をする竹下首相（1989.4）

e平成の即
そく

位
い

祝賀パレード（1990.11）

q新しい元号が「平成」に（1989.1）

2防衛費は毎年5～6％増加
し，1987年度には，先に三

み

木
き

内閣が定めた防衛費は国民
総生産（GNP）の1％以内とす
るという枠

わく

を突破した。こう
した防衛力増強は，アジア諸
国から警戒の目を向けられた。
3電報や電話事業を行ってき
た日本電信電話公

こう

社
しゃ

はNTTに，
たばこと塩の独占的製造と専

せん

売
ばい

を行ってきた日本専売公社
はJTに，日本国有鉄道はJRに
改
かい

組
そ

された。

が，依然として低成長がつづいていた。さらに，自民党政権が財政の

主導による景気回復策をとったり，インフラ整備や福祉・防衛
2

の予算

を増加したりしたため，大幅な財政赤字が生じ，財政再建が政府の重

要な課題となった。1981（昭和56）年に発
ほっ

足
そく

した第2次臨時行
ぎょう

政
せい

調査会

（臨
りん

調
ちょう

）は，「増税なき財政再建」を目標として，行政の役割の見直しや

民間部門の役割の積極化などを主張し，公共事業の抑制，公務員給与

の抑制と定員減，福祉や教育などの政府負担の軽減などを求めた。 

　1982年に「戦後政治の総決算」をとなえて成立した中
なか

曽
そ

根
ね

康
やす

弘
ひろ

内閣は，

行
ぎょう

財
ざい

政
せい

改革に着
ちゃく

手
しゅ

し，官
かん

営
えい

事業としていとなんできた電信・電話事業

とたばこ産業を1985年に，1987年には日本国有鉄道を民営化
3

した。ま

た，公務員給与の抑制や省
しょう

庁
ちょう

の統廃合などにより，小さな政府の実現

をめざしたが，こうした財政の抑制によって，健康保険や年金などの

社会保障制度が後退した。

　ついで，1987年に中曽根内閣からかわった竹
たけ

下
した

登
のぼる

内閣は，国民のあ

いだに根強い反対のあった消費税を導入したが，同時期に政治資金を

めぐる疑
ぎ

惑
わく

が発
はっ

覚
かく

し（リクルート事件），竹下内閣が退
たい

陣
じん

するなど，内

閣の交替があいついだ。このあいだの1989年1月，昭和天皇が病
びょう

没
ぼつ

し，

元
げん

号
ごう

が平成となった。
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停滞する日本経済と成長するアジア2

長びく不況と
構造改革

バブル経済の崩
ほう

壊
かい

により日本経済は長期不況へと

転じたが，1994（平成6）年にはいっそうの円高が

進み1ドル100円を突破し，生産拠
きょ

点
てん

を海外に移転するなどの動きが進

行し，国内産業の空
くう

洞
どう

化
か

が懸
け

念
ねん

されるようになった。

　1998年に成立した小
お

渕
ぶち

内閣は，バブル経済後の不況対策として大型

予算を組み，公共投資などの財政支出による景気刺
し

激
げき

策をとったが，

みるべき成果をあげられず，公
こう

債
さい

の発行残
ざん

高
だか

が増大する財政危機を生

み出した。2001年4月に成立した小泉内閣は，「聖
せい

域
いき

なき構造改革」を

かかげて，国と地方公共団体との行
ぎょう

財
ざい

政
せい

システムを見直し，小さな政

府をめざす財政改革をおしすすめるとともに，規制緩
かん

和
わ

により経済活

動の活性化をはかり，2005年10月には郵
ゆう

政
せい

民営化関連法案を成立させ

た。こうした姿勢は，2002年から深刻化した不況の際にも堅
けん

持
じ

され，

不良債
さい

権
けん

の処理が進むにつれて経済は回復基調をとりもどした。しか

し，このなかで多くの企業が大幅なリストラを迫られるなど，国民の

あいだで経済格差が拡大した。

アジア諸国の
経済発展

中国は，1993（平成5）年以降独自の経済の改革・

開放政策を展開し，外からの投資を積極的に受け

いれて，急激な経済成長を実現した。台湾は，1988年に台湾出身者と

して初の総
そう

統
とう

とな
リー

っ
ティン

た
フィ

李
り

登
とう

輝
き

が，民主化を進めるとともに経済成長を

継続させ，2001年に中国とともにWTO（世界貿易機関）への加盟が承

認された。1997年に急激な経済成長のあおりから深刻な通貨危機にお

そわれた韓国も，21世紀にはいり，ふたたび経済成長を開始した。

　21世紀には，ブラジル，ロシア，インド，中国といった国々の経済

成長がいちじるしく，特に高度成長のつづく中国経済は，低成長から

抜け出せない日本をはじめとする先進諸国にかわって，世界経済のリ

ード役になりつつある。
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高
だか

の推移と国債依存度
国債残高に借入金などをあわせると，そ
の額は2013年半ばには1000兆円をこえ
たとされる。これは，国民ひとりあたり
約800万円もの「借金」を背負っているな
どと報じられており，国の財政再建が急

きゅう

務
む

となっている。

qアジア各国のひとりあたり
GDPの推移

q進む円高（1995.4）　この年
初めて対ドル価格が80円台の高
値となった。

q宿泊施設に入る失業者
（2009.12）　前年の「年

とし

越
こ

し派遣
村」にかえて，年末年始の宿泊
施設を国と自

じ

治
ち

体
たい

が用意した。
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停滞する日本経済と成長するアジア2
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け

念
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成長がいちじるしく，特に高度成長のつづく中国経済は，低成長から
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2019（令和元）年9月現在，国指定史跡は1823，名勝

は415，うち史跡や名勝の国宝ともいうべき特別史

跡は62，特別名勝は36ある。

2020（令和2）年9月現在，国指定史跡は1847，名勝

は422，うち史跡や名勝の国宝ともいうべき特別史

跡は63，特別名勝は36ある。
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年輪年代法 　年
ねん
輪
りん
年
ねん
代
だい
法
ほう
は，20世紀初めに

アメリカで始まり，日本でも1980年代から本格
的に研究が進められるようになった年代測定方

法である。

　まず，基準となる暦
れき
年
ねん
標準パターン（ものさ

し）を作成する。伐
ばっ
採
さい
年の明らかな現生林の年

代から始まって，古い建築部材や，遺跡出土木

材などからできるだけ多くの年輪幅の測定値を

収集，照合して，同じ年輪パターンをもつ年代

部分を重ねあわせていくと，長期の暦年標準パ

ターンができあがる（右下図）。この方法をくり

かえすことにより，国内では現在，ヒノキで

B.C.912年から現代まで，スギでB.C.1313年から
現代まで，コウヤマキでA.D.22年から741年ま
で ,ヒバでA.D.924年から1325年までの暦年標準
パターンが確立している。このパターンと年代

を知りたい試
し
料
りょう
のパターンを照合すると試料の

年代がわかり，ことに最後に形成される樹
じゅ
皮
ひ
や

辺
へん
材
ざい
が残っている場合には，伐採や枯

こ
死
し
年代を

ほぼ正確に推定できる。

　たとえば，大阪府池
いけ
上
がみ
曽
そ
根
ね
遺跡出土のヒノキ

材からは，B.C.52年の測定結果がえられ，この
遺跡は出土した土器の編

へん
年
ねん
から考えられていた

年代よりも約100年古い可能性が出て，注目さ
れた。また，法

ほう
隆
りゅう
寺
じ
五
ご
重

じゅうの
塔
とう
のヒノキの心

しん
柱
ばしら
の

測定では，伐採年代が594年と確定し，法隆寺
再建・非再建論争に一

いっ
石
せき
を投じている。さら

に，年輪年代法で年代の確定した資料の年代

を，C14を用いた放射性炭素年代測定法で調べ
ることにより，放射性年代測定法の年代補正も

行え，より正確な年代を調べられるようになっ

てきた。
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全国のおもな前方後円墳の分布

古墳文化の発展
5世紀前半に大阪平野につくられた巨大な誉

こん

田
だ

御
ご

廟
びょう

山
やま

古
こ

墳
ふん

（伝応
おう

神
じん

陵
りょう

）や大
だい

仙
せん

陵
りょう

古墳（伝仁
にん

徳
とく

陵
りょう

）は，

大
や ま と

和王権の権力や権威の大きさをよくあらわしている。このような中

期古墳は，平野のなかに山のような墳
ふん

丘
きゅう

をもりあげ，畿
き

内
ない

では周囲に

濠
ほり

をめぐらしたものが多い。また，副
ふく

葬
そう

品
ひん

も馬
ば

具
ぐ

，甲
かっ

冑
ちゅう

や金属製装
そう

身
しん

具
ぐ

などが多くなり，大量の鉄製の武器もおさめられている
1

。このこと

1中期古墳で朝鮮伝来の馬具
や武器が多量に出土すること
などから，北方系騎馬民族が
朝鮮半島を経て日本列島に侵
入し，支配者になったと推定
する説もある。

1400 1000 1 1000 1987
B.C. A.D.
q暦年標準パターンの原理（光谷拓実氏作図，1988年）
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言葉の壁をこえるオリンピック
学生がささえた1964年のオリンピック通訳
オリンピックには，世界中のさまざまな国や地域から多くの人々が

やってくる。1964（昭和39）年の東京オリンピックより前のオリンピック開

催地は欧米諸国であり，オリンピックの公
こう

用
よう

語である英語，またはフラン

ス語（仏語）が通用する国であったが，日本はそうではなかった。そのため

日本が言葉の問題にうまく対処できるかどうかが懸
け

念
ねん

された。

　東京オリンピック組織委員会は，スムーズな大会運営のために，参加選

手・役員の約10人に1人の割合で通訳を準備することにした。英語または

仏語が得意な大学生から選定された「学生通訳」が約300人，一般公
こう

募
ぼ

の「一

般通訳」（英・仏・スペイン・ドイツ・ロシア語）約900人が採用されたが，

一般通訳もその70％は大学生であった。当時の日本人では対応できなかっ

た高度な通訳のため，外国人通訳もやとわれており，通訳関連の経費は1

億5000万円にも達した（当時の大卒国家公務員の初
しょ

任
にん

給
きゅう

は約2万円）。

　一般の外国人客向けには，1964年度の通訳案内業（現在の通訳案内士）試

験で，通常試験のほかに在外経験2年以上の者を対象とした臨時試験を実

施して合格者数を増やし，大会時には約2000人のガイドを確保した。

ピクトグラム（絵文字）も活用
街や駅などで言葉が通じずに困っている外国人を助けるために，外

国語が話せる一般市民にボランティアで通訳をしてもらう「善意通訳」（グ

ッドウィル・ガイド）運動も実施された。8か国語を対象にした，約2万5千

人が「善意通訳」に選ばれた。

　ピクトグラム（絵文字）も積極的に使われた。だれがみても意味がわかる

ピクトグラムをデザインするため，日本人グラフィックデザイナーたちは

工夫をこらした。

　こうした言葉の壁をのりこえるさまざまな努力と工夫が，東京オリンピ

ックを成功に導いた。このとき始まった「善意通訳」運動は1970年の大阪万
ばん

博
ぱく

などでも実施されたが，1979年度からは期間を限定せず継続的に実施す

ることとなり，現在にいたっている。ピクトグラムも社会に定着した。

2020年のオリンピックが変える日本社会
このように1964年の東京オリンピックの経験が，日本社会の国際化

をうながした。グローバル化が進んだ現在，日本人が留学する機会や，外

国人に接する機会は格段に増えた。テクノロジーも進歩し，インターネッ

トに接続された携帯端末を通じ，さまざまな情報が瞬
しゅん

時
じ

にやりとりできる。

　2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは，言葉の壁をなくすべ

く，多様な言語に対応できる通訳はもちろん，インターネットとAI（人工

知能）の技術を活用した翻訳ツールも登場している。今後も観光やビジネ

ス，留学などのために日本をおとずれる外国人は増え，日本社会のグロー

バル化が進むだろう。2020年の東京オリンピック・パラリンピックをきっ

かけに，日本社会はどのように変わっていくだろうか。

bp.257

bp.257

q学生通訳（左）

q1964年の東京オリンピック
のときに開発されたピクトグ
ラム

q話しかけると外国語に翻訳
してくれる多言語音声翻訳ア
プリの一つ
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言葉の壁をこえるオリンピック
学生がささえた1964年のオリンピック通訳
オリンピックには，世界中のさまざまな国や地域から多くの人々が

やってくる。1964（昭和39）年の東京オリンピックより前のオリンピック開
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こう

用
よう

語である英語，またはフラン

ス語（仏語）が通用する国であったが，日本はそうではなかった。そのため

日本が言葉の問題にうまく対処できるかどうかが懸
け

念
ねん

された。

　東京オリンピック組織委員会は，スムーズな大会運営のために，参加選

手・役員の約10人に1人の割合で通訳を準備することにした。英語または

仏語が得意な大学生から選定された「学生通訳」が約300人，一般公
こう

募
ぼ

の「一

般通訳」（英・仏・スペイン・ドイツ・ロシア語）約900人が採用されたが，

一般通訳もその70％は大学生であった。当時の日本人では対応できなかっ

た高度な通訳のため，外国人通訳もやとわれており，通訳関連の経費は1

億5000万円にも達した（当時の大卒国家公務員の初
しょ

任
にん

給
きゅう

は約2万円）。

　一般の外国人客向けには，1964年度の通訳案内業（現在の通訳案内士）試

験で，通常試験のほかに在外経験2年以上の者を対象とした臨時試験を実

施して合格者数を増やし，大会時には約2000人のガイドを確保した。

ピクトグラム（絵文字）も活用
街や駅などで言葉が通じずに困っている外国人を助けるために，外

国語が話せる一般市民にボランティアで通訳をしてもらう「善意通訳」（グ

ッドウィル・ガイド）運動も実施された。8か国語を対象にした，約2万5千

人が「善意通訳」に選ばれた。

　ピクトグラム（絵文字）も積極的に使われた。だれがみても意味がわかる

ピクトグラムをデザインするため，日本人グラフィックデザイナーたちは

工夫をこらした。

　こうした言葉の壁をのりこえるさまざまな努力と工夫が，東京オリンピ

ックを成功に導いた。このとき始まった「善意通訳」運動は1970年の大阪万
ばん

博
ぱく

などでも実施されたが，1979年度からは期間を限定せず継続的に実施す

ることとなり，現在にいたっている。ピクトグラムも社会に定着した。

新たなオリンピックが変える日本社会
このように1964年の東京オリンピックの経験が，日本社会の国際化

をうながした。グローバル化が進んだ現在，日本人が留学する機会や，外

国人に接する機会は格段に増えた。テクノロジーも進歩し，インターネッ

トに接続された携帯端末を通じ，さまざまな情報が瞬
しゅん

時
じ

にやりとりできる。

　「東京2020オリンピック・パラリンピック」では，言葉の壁をなくすべく，

多様な言語に対応できる通訳はもちろん，インターネットとAI（人工知能）

の技術を活用した翻訳ツールも登場している。観光やビジネス，留学など

のために日本をおとずれる外国人は増えており，今後も日本社会のグロー

バル化は進むだろう。新たなオリンピック・パラリンピックをきっかけに，

日本社会はどのように変わっていくだろうか。

bp.257

bp.257

q学生通訳（左）

q1964年の東京オリンピック
のときに開発されたピクトグ
ラム

q話しかけると外国語に翻訳
してくれる多言語音声翻訳ア
プリの一つ
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天皇 総理 西暦 年号 政治・経済・社会 文化 世界

巻末年表　297

 2005 日本国際博覧会
(愛知万博)開催

 10 改正臓器移植法施
行　常用漢字表改
定　小惑星探査機
はやぶさ，地球に
帰還

 11 サッカー女子ワール
ドカップで日本代
表が初優勝

 13 富士山が世界遺産
に登録　2020年オ
リンピック・パラリ
ンピックの東京開
催が決定

 2004 EU25か国に
  スマトラ沖地震
 05 京都議定書発効

 06 北朝鮮，核実験

 08 四川大地震
  世界金融危機拡大

 11 チュニジア・エジプ
ト・リビアで独裁
政権崩壊　南スー
ダン独立　世界の
人口70億人突破

 15 米・キューバ，54
年ぶりに国交回復

  パリ協定採択

 17 国連で核兵器禁止
条約採択

 19 米露のINF全廃条
約が失効

 小泉 2004 平成16 1 自衛隊イラク派遣　6 年金改革関連法・有事法
制関連７法成立

〃 〃 2005 17 4 個人情報保護法全面施行　10 郵政民営化法成
立（2007年民営化）

〃 小泉･安倍 2006 18 5 会社法施行　日米政府，在日米軍再編合意　
12 改正教育基本法成立

〃 安倍･福田 2007 19 5 国民投票法成立
〃 福田･麻生 2008 20 1 薬害肝炎救済法成立　4 後期高齢者医療制度導

入
〃 麻生･鳩山 2009 21 5 裁判員制度導入　6 海賊対処法成立　9 民主党

中心の連立政権成立
〃 鳩山･菅 2010 22 4 宮崎で口蹄疫被害発生　8 広島平和記念式典に

国連事務総長・米大使初出席
〃 菅･野田 2011 23 3 東日本大震災　福島県で原子力発電所の事故発

生
〃 野田･安倍 2012 24 5 国内の原子力発電所がすべて停止（7月に大飯原

発が再稼働，2013年9月に再度停止）
〃 安倍 2013 25 4 改正公職選挙法成立（インターネットを使った選

挙運動解禁）　12 特定秘密保護法成立
〃 〃 2014 26 1 国家安全保障局発足　7 集団的自衛権行使を限

定容認する政府見解を閣議決定
〃 〃 2015 27 6 改正公職選挙法成立（選挙権年齢を18 歳以上

に引き下げ）　8 川内原発が新規制基準下で初の
再稼働　9 安全保障関連法成立

〃 〃 2016 28 5 米大統領が現職大統領として初の広島訪問
〃 〃 2017 29 6 天皇の退位等に関する皇室典範特例法成立　

改正組織犯罪処罰法成立（テロ等準備罪の新設）
〃 〃 2018 30 6 改正民法成立（成人年齢を18 歳に引き下げ）
    12 TPP11協定発効
今上 〃 2019 令和元 5 皇位継承にともない平成から令和へ改元
    6 金融・世界経済に関する首脳会合（G20 サミット），

大阪で開催

明仁（平
成の天皇）

日本の歴史では，「奈良時代」「江戸時代」など，国の政治が行われた場所などをもとに時代が区切られ，名前がつ
けられている。下は等尺年表といい，各時代がどのくらいの長さかを示している。

干支は，中国の殷の時代にはすでに使われていたといわれる年代のあらわし方で，五行十干と十二支の組み合わせで
つくられ，60年で一回り（還暦）する。また十二支は，江戸時代まで時刻や方位をあらわすのにも使われていた。
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天皇 総理 西暦 年号 政治・経済・社会 文化 世界

巻末年表　297

 2005 日本国際博覧会
(愛知万博)開催

 10 改正臓器移植法施
行　常用漢字表改
定　小惑星探査機
はやぶさ，地球に
帰還

 11 サッカー女子ワール
ドカップで日本代
表が初優勝

 13 富士山が世界遺産
に登録　2020年オ
リンピック・パラリ
ンピックの東京開
催が決定

 19 ラグビーワールド
カップ日本大会開
催

 2004 EU25か国に
  スマトラ沖地震
 05 京都議定書発効

 06 北朝鮮，核実験

 08 四川大地震
  世界金融危機拡大

 11 チュニジア・エジプ
ト・リビアで独裁
政権崩壊　南スー
ダン独立　世界の
人口70億人突破

 15 米・キューバ，54
年ぶりに国交回復

  パリ協定採択

 17 国連で核兵器禁止
条約採択

 19 米露のINF全廃条
約が失効

 20 英，EUから離脱　
新型コロナウイル
ス感染症が世界的
に流行

 小泉 2004 平成16 1 自衛隊イラク派遣　6 年金改革関連法・有事法
制関連７法成立

〃 〃 2005 17 4 個人情報保護法全面施行　10 郵政民営化法成
立（2007年民営化）

〃 小泉･安倍 2006 18 5 会社法施行　日米政府，在日米軍再編合意　
12 改正教育基本法成立

〃 安倍･福田 2007 19 5 国民投票法成立
〃 福田･麻生 2008 20 1 薬害肝炎救済法成立　4 後期高齢者医療制度導

入
〃 麻生･鳩山 2009 21 5 裁判員制度導入　6 海賊対処法成立　9 民主党

中心の連立政権成立
〃 鳩山･菅 2010 22 4 宮崎で口蹄疫被害発生　8 広島平和記念式典に

国連事務総長・米大使初出席
〃 菅･野田 2011 23 3 東日本大震災　福島県で原子力発電所の事故発

生
〃 野田･安倍 2012 24 5 国内の原子力発電所がすべて停止（7月に大飯原

発が再稼働，2013年9月に再度停止）
〃 安倍 2013 25 4 改正公職選挙法成立（インターネットを使った選

挙運動解禁）　12 特定秘密保護法成立
〃 〃 2014 26 1 国家安全保障局発足　7 集団的自衛権行使を限

定容認する政府見解を閣議決定
〃 〃 2015 27 6 改正公職選挙法成立（選挙権年齢を18 歳以上

に引き下げ）　8 川内原発が新規制基準下で初の
再稼働　9 安全保障関連法成立

〃 〃 2016 28 5 米大統領が現職大統領として初の広島訪問
〃 〃 2017 29 6 天皇の退位等に関する皇室典範特例法成立　

改正組織犯罪処罰法成立（テロ等準備罪の新設）
〃 〃 2018 30 6 改正民法成立（成人年齢を18 歳に引き下げ）
    12 TPP11協定発効
今上 〃 2019 令和元 5 皇位継承にともない平成から令和へ改元
    6 金融・世界経済に関する首脳会合（G20 サミット），

大阪で開催
〃 安倍･菅 2020 2 4 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事

態宣言が発令（5月に解除）

明仁（平
成の天皇）

日本の歴史では，「奈良時代」「江戸時代」など，国の政治が行われた場所などをもとに時代が区切られ，名前がつ
けられている。下は等尺年表といい，各時代がどのくらいの長さかを示している。

干支は，中国の殷の時代にはすでに使われていたといわれる年代のあらわし方で，五行十干と十二支の組み合わせで
つくられ，60年で一回り（還暦）する。また十二支は，江戸時代まで時刻や方位をあらわすのにも使われていた。
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希望の党

1875
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95
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愛国社

原　敬

立憲改進党
国会期成同盟

75

自由党
80
81

立憲自由党 90

憲政党 98

進歩党 96

憲政党 98 憲政本党 98

革新　楽部 22

立憲国民党 10

82

立憲同志会 13

中央　楽部俱 10

国民協会 92

大成会 90

立憲帝政党 82

立憲民政党

解党

27

政友本党 24

高橋是清

社会民衆党
労働農民党 26

日本労農党

日本大衆党 28

社会大衆党 32

農民労働党 25
日本共産党 22

日本農民党

日本進歩党 45 日本協同党 45日本自由党 45

民主自由党 48

自由党 50 

民主党 47 国民協同党 47

国民民主党 50
改進党 52

日本民主党 54
自由民主党

55

新自由クラブ 76

日本社会党 45

右派 51 左派 51

日本社会党 55

民主社会党 60

民社党 69

社会民主連合

解党

解党

78

94

公明党 64

田中角栄
三木武夫
福田赳夫
大平正芳
鈴木善幸
中曽根康弘

片山　哲
日本共産党 45

日本社会党

結社禁止

06

07

社会民主党 01
社会主義協会 1900
社会主義研究会 98

立憲政友会

解党

1900

憲政会 16

4040

同交会 41

解党 40

解党 13
解党 14

若槻礼次郎

浜口雄幸
若槻礼次郎

幣原喜重郎吉田  茂

吉田  茂

鳩山一郎

鳩山一郎

芦田  均吉田  茂

26

26

42  翼賛政治会
40  大政翼賛会

新生党 93 新党さきがけ 93

98

日本新党 92
羽田  孜 細川護熙 村山富市

橋本龍太郎

森　喜朗 

新進党 94

自由党 98

保守党
98

社会民主党 96
民主党 96

小泉純一郎
2000（02 保守新党）

安倍晋三
福田康夫
麻生太郎

安倍晋三

小渕恵三

国民新党 05

鳩山由紀夫
菅　直人

みんなの党 09

日本維新の会 12

14

鳩山一郎
石橋湛山
岸　信介
池田勇人

佐藤栄作

野田佳彦

60

90

70

75

80

65

50

俱

公明党

94公明

26

維新の党

15
16

おおさか維新の会

日本維新の会 民進党 16

18

45

40

85

宮沢喜一

竹下　登
宇野宗佑
海部俊樹

17立憲民主党

95

2000

05

10

15

国民民主党

板垣退助

板垣退助

板垣退助

西園寺公望
伊藤博文

桂太郎
加藤高明

加藤高明

堺利彦
山川均

大隈重信 福地源一郎

西郷従道

大隈重信

大隈重信

犬養毅・大石正巳

犬養毅

杉山元治郎
大山郁夫安部磯雄

安部磯雄

平野力三
三輪寿壮

床次竹二郎田中義一

犬養毅

鳩山一郎

町田忠治

近衛文麿

河上丈太郎

西尾末広

鈴木茂三郎

三木武夫

重光葵

河野洋平

武村正義

徳田球一

板垣退助

55

おもな政党の変遷
　政党名および政派名

人名　党首およびそれに準ずるもの
数字　政党・政派の結成年
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愛国社

原　敬

立憲改進党
国会期成同盟

75

自由党
80
81

立憲自由党 90

憲政党 98

進歩党 96

憲政党 98 憲政本党 98

革新　楽部 22

立憲国民党 10

82

立憲同志会 13

中央　楽部俱 10

国民協会 92

大成会 90

立憲帝政党 82

立憲民政党

解党

27

政友本党 24

高橋是清

社会民衆党
労働農民党 26

日本労農党

日本大衆党 28

社会大衆党 32

農民労働党 25
日本共産党 22

日本農民党

日本進歩党 45 日本協同党 45日本自由党 45

民主自由党 48

自由党 50 

民主党 47 国民協同党 47

国民民主党 50
改進党 52

日本民主党 54
自由民主党

55

新自由クラブ 76

日本社会党 45

右派 51 左派 51

日本社会党 55

民主社会党 60

民社党 69

社会民主連合

解党

解党

78

94

公明党 64

田中角栄
三木武夫
福田赳夫
大平正芳
鈴木善幸
中曽根康弘

片山　哲
日本共産党 45

日本社会党

結社禁止

06

07

社会民主党 01
社会主義協会 1900
社会主義研究会 98

立憲政友会

解党

1900

憲政会 16

4040

同交会 41

解党 40

解党 13
解党 14

若槻礼次郎

浜口雄幸
若槻礼次郎

幣原喜重郎吉田  茂

吉田  茂

鳩山一郎

鳩山一郎

芦田  均吉田  茂

26

26

42  翼賛政治会
40  大政翼賛会

新生党 93 新党さきがけ 93

98

日本新党 92
羽田  孜 細川護熙 村山富市

橋本龍太郎

森　喜朗 

新進党 94

自由党 98

保守党
98

社会民主党 96
民主党 96

小泉純一郎
2000（02 保守新党）

安倍晋三
福田康夫
麻生太郎

安倍晋三

菅　義偉

小渕恵三

国民新党 05

鳩山由紀夫
菅　直人

みんなの党 09

日本維新の会 12

14

鳩山一郎
石橋湛山
岸　信介
池田勇人

佐藤栄作

野田佳彦

60

90

70

75

80

65

50

俱

公明党

94公明

26

維新の党
15
16

おおさか維新の会

日本維新の会 民進党 16

18

45

40

85

宮沢喜一

竹下　登
宇野宗佑
海部俊樹

17立憲民主党

95

2000

05

10

15

20
国民民主党

板垣退助

板垣退助

板垣退助

西園寺公望
伊藤博文

桂太郎
加藤高明

加藤高明

堺利彦
山川均

大隈重信 福地源一郎

西郷従道

大隈重信

大隈重信

犬養毅・大石正巳

犬養毅

杉山元治郎
大山郁夫安部磯雄

安部磯雄

平野力三
三輪寿壮

床次竹二郎田中義一

犬養毅

鳩山一郎

町田忠治

近衛文麿

河上丈太郎

西尾末広

鈴木茂三郎

三木武夫

重光葵

河野洋平

武村正義

徳田球一

板垣退助

55

おもな政党の変遷
　政党名および政派名

人名　党首およびそれに準ずるもの
数字　政党・政派の結成年

①

②

原 文 訂 正 文
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