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ション 1-5 

福
ふっ

建
けん

系武装海商の鄭
てい

芝
し

龍
りゅう

の子で，母は日本人。明
ミン

の皇族をたす

け，1661 年にオランダ勢力から台
たい

湾
わん

をうばい，約 20 年，清の

支配に抵抗した。 

福
ふっ

建
けん

系武装海商の子で，母は日本人。明
ミン

の皇族をたすけ，1661

年にオランダ勢力から台
たい

湾
わん

をうばい，その後約 20年，鄭氏は清

に抵抗した。 

134 左段 16 （フランス，オランダと （のちフランス，オランダと 

166 16-18     1 

この五・四運動は，労働者，商人も加わって大運動に発展し，6

月末，中華民国（北京政府）は民
みん

衆
しゅう

の要求におされて，講和条

約への調印を拒否した。 

    1 

この五・四運動は，労働者，商人も加わって大運動に発展し，こ

のような状況のなかで中華民国（北京政府）は講和条約への調印

を拒否した。 
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6か国による協議が断
だん

続
ぞく

的に進められている。 

 

 

分断後はじめての南北首脳会談を実現させたが，その後の南北

関係にあらたな進展は見られない。他方，北朝鮮は，核
かく

兵器開発

を交渉材料にして外交を展開するようになり，その解決の 

ため，６か国協議が国際的な枠
わく

組
ぐ

みのなかで対
たい

処
しょ

しようとして

いる。 

6か国による協議が進められた。 

 

 

分断後はじめての南北首脳会談を実現させた。しかし，北朝鮮

は，核
かく

兵器開発を進め，2006年からは核実験を実施している。

各国はその解決のため，６か国協議などの国際的な枠
わく

組
ぐ

みで対
たい

処
しょ

しようとしているが，進展は見られていない。 
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226 年表 

アメリカ・オ

セアニア 

［追加］ 15 アメリカ，キューバ国交回復 

226 年表 

西ヨーロッパ 

［追加］ 16 イギリス，国民投票で EU離脱が賛成多数 

226 年表 

西アジア・ア

フリカ 

11 エジプト，ムバラク政権 

崩壊 

11 エジプト，ムバラク政権 

  崩壊 

  南スーダン独立 

227 年表 

東南アジア 

 

04 スマトラ沖大地震（インド洋大津波） 

02 東ティモール独立 

04 スマトラ沖大地震（インド洋大津波） 
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環境問題課題例 2

地域紛争課題例 1

歴史を見る眼
近現代を通じて世界の多く

の人々が，自分たちが属す

る国民国家の発展と，経済の拡大・成長を至
し

上
じょう

課題であると考えてきた。この認識の背
はい

後
ご

には，

近代ヨーロッパを中心に形
けい

成
せい

されてきた二つの

考え方がある。一つは，国民国家を政治の当然

の枠
わく

組
ぐ

みとする考え方で，もう一つは，経済や

技術はたえず成長・発展し，またそれがのぞま

しいという単線的な歴史観である。

　しかし現在，経済発展と政治システムのあり

方は大きな問題に直面しており，歴史の進歩に

ついての考え方も見なおしをせまられている。

現在の諸問題
二つの世界大戦の経験によ

って，戦争をなくして平和

を実現することが，人類の最重要の課題である

と広く認識されるようになった。しかし，現在

でも戦争や地域紛争はあとをたたず，多くの人

が犠
ぎ

牲
せい

になっている。その背
はい

景
けい

には，ナショナ

リズムや，経済のグローバル化によって進行し

ている貧
ひん

富
ぷ

の格
かく

差
さ

の拡大の問題がある。格差の

拡大は，「南」と「北」のあいだに見られるばかり

ではなく，先進国の内部でも進行しており，各

地で深刻な社会問題を生みだしている。

　また，経済と科学技術の発展のなかで物質的

な豊かさが実現されるいっぽうで，地球温
おん

暖
だん

化

や環境破壊が進み，さらに，チェルノブイリや

福島の原子力発電所事故によって，原子力利用

のような高度な科学技術の発展が，人類に大き

なリスクをもたらしていることも明らかになった。

　こうした現在の諸問題は，従
じゅう

来
らい

の国民国家の

原理にもとづく発想や，経済と技術の発展に単

純に期待をかける態度によっては解決できない。

また，現在のグローバル化のあり方も根
こん

本
ぽん

的に

再検討されなければならないだろう。

新しい動き
こうした状況のなか，現代

の問題にとりくむあらたな

動きがあらわれている。例えば，政府や企業か

ら独立したNGO（非政府組織）やNPO（民間非

営利組織）は，ローカルな場で人々の生活に密着

した活動をおこなうとともに，国境をこえたグ

ローバルな活動で，人権，環境，貧
ひん

困
こん

，平和な

どの課題にとりくんでいる。市民がデモなどを

通じて社会変革をめざすための意思表明をおこ

ない，現実の政治に影響を与えるようにもなっ

てきている。こうしたなかで，国家間の差異や

利
り

害
がい

対立をこえ，また，経済成長よりもエコロ

ジーと社会的公正を重視する発想も徐
じょ

々
じょ

に広ま

りつつある。

あらたな世界史像
を求めて

21世紀に生きるわたしたち

は，おのおのが，既
き

存
そん

のも

のの見方を問いなおしながら，これからの世界

について考えることが求められている。そのた

めに，世界の人々のくらしと社会が，歴史のな

かでどのように変化し，現在の状況が生みださ

れたのかを知ることは役に立つはずである。世

界史を問いつづけることが重要なのではないだ

ろうか。

R1 栄養食の調理実習
をおこなう日本のNGO
（2014 年，パレスティナ，
ガザ地区）　紛争がつづ
く地域などでは，経済的
混乱や産業の荒

こう

廃
はい

によっ
て，食糧不足が生じるこ
とが多い。写真のような
活動も途上国における教
育支

し

援
えん

の一
いっ

環
かん

として重要
である。

R2 脱原発を訴えるデ
モ（2011 年 6月 11日，新
宿）　福島第一原発の事
故後，世界各地で原子力
エネルギーへの依

い

存
そん

を見
なおす動きが強まってい
る。東日本大震災発生か
ら 3か月後の同日，同様
のデモが世界各地で見ら
れた。

21世紀に生きる終章
　わたしたちの住む世界は，さまざまな課題をかかえている。これ
まで近・現代を中心に世界史で学んできたこともふまえて，現代社
会の諸課題のうちからいくつかをとりあげて調査し，世界史的な視
点から議論し，改善策や解決策について話しあってみよう。

　最近の地域紛争のうちからグループで一つずつ選び，なぜ，どのように対
立していた（いる）のか，その歴史的背景もふくめて調べて発表しあい，課
題に対応するために今後どのようなしくみが必要か議論してみよう。

●紛争の直接的な原因だけでなく，民族や宗教，領土などをめぐる歴史
的背景や国際関係についても調べてみよう。
●論点や根

こん

拠
きょ

を明らかにした上で発表，議論してみよう。
●国連やさまざまな組織のとりくみについては，その問題点や限界だけ
でなく，成果についても評価し，その上で，さらにどのような国際的
なしくみが必要か話しあってみよう。

　現在の世界で使われているさまざまなエネルギーについて，それぞれの
特徴と開発の歴史を調べて発表しあい，今後わたしたちはどのようなエネ
ルギーをどのように用いるべきか議論してみよう。

➡口絵3，p.50，88－91，136－137，208，2161

●環境問題へのこれまでのとりくみについて，図書館の年鑑や過去の新
聞，環境省のホームページなどで調べてみよう。
●環境という視点から，今後の地球社会はどうあるべきか，これまでの
世界史（特に産業革命以降の歴史）をふり返りながら議論してみよう。
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CO2 排出量

平年値との差の5年平均

（　　　　　　　　　　　　  ）平均気温の平年値は，
1981～2010年の30年間の平均

R2CO2（二酸化
炭素）排

はい

出
しゅつ

量と平
均気温の平均値
との差の変化（気
象庁資料ほか）

1701年
1859年

1942年
1945年

1949年

1974年

1976年

1999年

2002年

16 世紀
はじめ

17世紀
後半

ポルトガル人が来航

オランダ人が西ティモールに
貿易拠

きょ

点
てん

建設
ポルトガルが全島を領

りょう

有
ゆう

ポルトガル・オランダ間で分
ぶん

割
かつ

協定
日本が占

せん

領
りょう

第二次世界大戦終
しゅう

結
けつ

，西ティ
モールはオランダ領，東ティ
モールはポルトガル領に
インドネシアがオランダから
独立
ポルトガルで軍事クーデタ，
新政府は植民地の自決権を承

しょう

認
にん

インドネシアが東ティモール
を武力で併

へい

合
ごう

独立についての住民投票，国
連東ティモール暫

ざん

定
てい

統
とう

治
ち

機構
東ティモール民主共和国とし
て独立

東ティモールの歴史
まとめ例

国際社会のとりくみ

1972年

1987年

1992年

1997年

2015年

国連人間環境会議…ストック
ホルム（スウェーデン）で開催
➡スローガン：「かけがえの
ない地球」

国連，開発と環境に関する世
界委員会
➡「持続可能な開発」を提

てい

唱
しょう

国連環境開発会議（地球サミ
ット）…リオデジャネイロ（ブ
ラジル）で開催
気候変

へん

動
どう

枠組み条約第３回締
てい

約
やく

国会議（COP3）
➡京都議定書…先進国全体
での温室効果ガス削

さく

減
げん

の数
値目標設定（2005 年発効）

COP21
➡パリ協定…温室効果ガス
削減対象はすべての締約国
（16年発効）

まとめ例

R1 冷戦終
しゅう

結
けつ

後のおもな紛争

0°

グルジア紛争（➡p.1642，213）

旧ユーゴスラヴィア紛争（➡p.118，1621，207）

ペルー・エクアドル国境紛争（1995年）

新疆ウイグル自治問題（➡p.1213，191，216）

チベット自治問題（➡p.1213，191，216）

東ティモール独立運動（➡p.962，1782，185，217）

スーダン内戦（➡p.133，152，1942，215）

ニカラグア内戦（1982-90年）
ソマリア内戦（➡p.1942，205，215）

ルワンダ内戦（➡p.1942，215）

ハイチ問題
（1991-97年）

パレスティナ
紛争

（➡p.159，168，
 194，202，215）

チェチェン紛争
（➡p.207，213）

スリランカ内戦
（➡p.129，185）

カンボジア紛争
（➡p.127,1854，201）

持続可能な社会の
実現にむけて
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　冷戦終
しゅう

結
けつ

後の世界では，あらたな地域秩
ちつ

序
じょ

の模
も

索
さく

が進んだ。特定の経済地域を形
けい

成
せい

して経済成
長をはかろうとする動きだけではなく，紛争を予防し地域の安定を維持するために政治的協力を
強化する動きもおこっている。

地
域
統
合
の
模
索

ヨーロッパ統
とう

合
ごう 経済共同体として発展してきたECは，1986

年の単
たん

一
いつ

欧州議
ぎ

定
てい

書
しょ

の調印によって政治的統

合への一歩をふみだした。1992年には，通貨統合，共通の外交安

全保障政策，内政と司法での協力などを目標とするマーストリヒ

ト条約が締
てい

結
けつ

され，1993年にEU（ヨーロッパ連合）が発足した。

その後，北欧諸国や中東欧の旧
きゅう

社会主義諸国があらたに参加して

いる。経済面では，単一市場としてのEUは，アメリカ合衆国に匹
ひっ

敵
てき

する経済圏と考えられるようになった。1999年には共通通貨ユ

ーロが導入され，通貨の統合も進んだ。また，欧州市民権という

考え方が導入され，加盟国の国民に対して，EU域内における自由

な移動と一定の政治参加の権利が保障されるようになった。環境

政策，気候変動への対応といった課題についても共通の目標が定

められ，国際政治に影響を与えるようになった。

　こうして，多
た

様
よう

性のなかの統合という理念をかかげたこころみ

がつづいた。いっぽうで2000年代以降になると，統合のさらなる

進展をめざした欧州憲法条約の批
ひ

准
じゅん

がいきづまり，経済危機のな

かでユーロの存続が一時あやぶまれる事態もおきた。EU諸国は，

加盟国間の経済格
かく

差
さ

，各国内に居
きょ

住
じゅう

する移
い

民
みん

との文
2

化的摩
ま

擦
さつ

，中
ちゅう

東
とう

，アフリカなどからの難
なん

民
みん

の急増などの課題をかかえ，加盟国

の一部にEUからの離
り

脱
だつ

をめざす動きも生じている。

➡p.188

European Union

2
節

ロシアと
旧ソ連諸国

ソ連解
かい

体
たい

後のロシア連邦では市場経済の導入

が進み，石油や天然ガスなど豊富な資源を背
はい

景
けい

にした経済成長がつづいた。プ
4

ーチン主
しゅ

導
どう

の長期政権のもとで新
しん

興
こう

経済国（B
ブリックス

RICS）の一角を占めることになったロシアは，連邦か

らの独立をめざすチ
3

ェチェン共和国との民族紛争などの課題をか

かえながら，EUとアメリカ合衆国に対抗する姿勢を強めた。

　そのほかの旧ソ連諸国の多くでは，ソ連解体後も旧体制の指導

者が強権的政治をつづけ，政治の腐
ふ

敗
はい

などが問題となってきた。

また，経済面，軍事面においてロシアとの緊
きん

密
みつ

な関係を維持する

のか，欧米との関係を重視するのかをめぐって路線対立が生じた

国もあった。そうした対立は，2008年のグルジア（現ジョージア）と

ロシアの紛争や，2014年のウクライナにおける紛争の背景となった。

ラテンアメリカ
アメリカ大陸では，EUに対抗する目的もあり，

アメリカ合衆国がカナダ，メキシコとともに

北米自由貿易協定（N
ナフタ

AFTA）を1994年に発足させ，経済統合の強

化をはかった。

　ラテンアメリカでは，1980年代以降にアルゼンチンやチリなど

多くの国で民主化が進んだ。市場経済化も進展し，1995年にはブ

ラジルとアルゼンチンを中心として南米南部共同市場

（MERCOSUR）を結
けっ

成
せい

して経済統合をめざす動きが生まれた。な

かでもブラジルは，ルラ大統領のもとで貧
ひん

困
こん

層の救
きゅう

済
さい

をはかる社

会政策と合衆国からの自立をめざす外交政策を推
すい

進
しん

した。経済面

では，豊
5

富な鉱物資源と農業を基
き

盤
ばん

としながら，自動車，航空機，

電子工業など多様な産業が成長し，新興経済国として台
たい

頭
とう

した。

➡p.207

在職2000－08，12－

North American Free Trade Agreement

在職2003－11

ヨーロッパ統合の歩み（2）（➡p.188）

マーストリヒト条約
欧州連合（EU）発足 

（EC12か国）
EEA（EUとEFTAの 共 同
市場）発足
EUに，オーストリア，フィン
ランド，スウェーデン加盟
共通通貨ユーロ導入
ユーロ通貨の一般使用開始
EUに，東欧諸国など10か
国が加盟
EUに，ブルガリア，ル ー
マニアが加盟
リスボン条約
EUに，クロアティアが加
盟（28か国）
英，国民投票でEU離脱が
賛成多数
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ヨーロッパ連合
（EU）

ヨーロッパ連合
（EU）

アフリカ連合
（AU）

アフリカ連合
（AU）

東南アジア諸国連合
（ASEAN）

タイ，マレーシア，フィリピ
ン，インドネシア，シンガポ
ール，ブルネイ，ベトナム，
ラオス，ミャンマー，カンボ
ジア

アジア太平洋経済協力会議
（APEC）

日本，アメリカ，カナダ，オー
ストラリア，ニュージーランド，
韓国，シンガポール， マレーシ
ア，インドネシア，フィリピン，
タイ，ブルネイ，中国，台湾，
香港，メキシコ，チリ，パプア
ニューギニア， ロシア，ペルー，
ベトナム

ラテンアメリカ統合連合
（ALADI）

アルゼンチン，メキシコ， 
ブラジルなど13か国

北米自由貿易協定
（NAFTA）

アメリカ，カナダ, 
メキシコ

Q1世界の地域統合への動き

　世界の各地域における
地域統

とう

合
ごう

の方向について
考えてみよう。

EUの主要機関

　欧州理事会はブリュッセ
ル（ベルギー），欧州議会は
ストラスブール（フランス），
司法裁判所はルクセンブル
ク（ルクセンブルク）におか
れている。

Q2 フランスの公立学校におけるスカーフ着用禁止に抗議す
るデモ（2004 年 , ロンドン）　厳

げん

格
かく

な「政
せい

教
きょう

分
ぶん

離
り

原則」をうたう
フランスなどでは，公教育の場で，肌の露

ろ

出
しゅつ

をきらう文化的
背
はい

景
けい

をもつムスリム女性がスカーフを着用することの是非を
めぐる論争があいついでいる。

Q3 破壊されたグロズヌイ（1995 年）　1991 年に独立を
宣
せん

言
げん

したチェチェンに対し，94 年と 99 年にロシア軍によ
るはげしい軍事攻撃がおこなわれた。

　1985 ～ 90 年に東ドイツ
でKGB（ソ連の諜

ちょう

報
ほう

機関）の
任にあたる。憲法の大統領の
任期制限の改正後，2012 年
に再任した。

プーチン

4

BRICS（ブリックス）

　急速な経済成長をとげている
新
しん

興
こう

のブラジル（Brazil），ロシ
ア（Russia），インド（India），中
国（China），南アフリカ（South 
Africa）の 5か国の頭文字をと
ってこうよばれている。

Q5 アマゾンの油
ゆ

田
でん

（2004 年，ブ
ラジル）　石油危機以後，ブラジル
では油田開発が進められている。
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　冷戦終
しゅう

結
けつ

後の世界では，あらたな地域秩
ちつ

序
じょ

の模
も

索
さく

が進んだ。特定の経済地域を形
けい

成
せい

して経済成
長をはかろうとする動きだけではなく，紛争を予防し地域の安定を維持するために政治的協力を
強化する動きもおこっている。

地
域
統
合
の
模
索

ヨーロッパ統
とう

合
ごう 経済共同体として発展してきたECは，1986

年の単
たん

一
いつ

欧州議
ぎ

定
てい

書
しょ

の調印によって政治的統

合への一歩をふみだした。1992年には，通貨統合，共通の外交安

全保障政策，内政と司法での協力などを目標とするマーストリヒ

ト条約が締
てい

結
けつ

され，1993年にEU（ヨーロッパ連合）が発足した。
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きゅう

社会主義諸国があらたに参加して

いる。経済面では，単一市場としてのEUは，アメリカ合衆国に匹
ひっ

敵
てき

する経済圏と考えられるようになった。1999年には共通通貨ユ
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　こうして，多
た

様
よう

性のなかの統合という理念をかかげたこころみ
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進展をめざした欧州憲法条約の批
ひ

准
じゅん

がいきづまり，経済危機のな

かでユーロの存続が一時あやぶまれる事態もおきた。EU諸国は，

加盟国間の経済格
かく

差
さ

，各国内に居
きょ

住
じゅう

する移
い

民
みん

との文
2

化的摩
ま

擦
さつ

，中
ちゅう

東
とう

，アフリカなどからの難
なん

民
みん

の急増などの課題をかかえ，加盟国

の一部にEUからの離
り

脱
だつ

をめざす動きも生じている。

➡p.188

European Union

2
節
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ソ連解
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体
たい

後のロシア連邦では市場経済の導入
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はい

景
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にした経済成長がつづいた。プ
4

ーチン主
しゅ

導
どう

の長期政権のもとで新
しん

興
こう

経済国（B
ブリックス

RICS）の一角を占めることになったロシアは，連邦か
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3
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成
せい

して経済統合をめざす動きが生まれた。な

かでもブラジルは，ルラ大統領のもとで貧
ひん

困
こん

層の救
きゅう

済
さい

をはかる社

会政策と合衆国からの自立をめざす外交政策を推
すい

進
しん

した。経済面

では，豊
5

富な鉱物資源と農業を基
き

盤
ばん

としながら，自動車，航空機，

電子工業など多様な産業が成長し，新興経済国として台
たい

頭
とう

した。
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