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第 11 幕　ウィーン体制 ―自由の抑圧
第 12 幕　ヨーロッパの完成 ―自由の実現
第 13 幕　アメリカの発展 ―建国の神話

フランス革命によって新しい時代の扉が開かれ、ヨーロッパは近代
という「自由と平等」の時代に入ります。フランス革命は、新しい体
制を築くことはできませんでしたが、新しい概念「自由主義」と「国
民意識・民族意識」「国民国家・民族国家」を生み出し、それはナポレ
オンによって全ヨーロッパにバラまかれていきます。いずれにせよ、個
人や民族の自由・平等を求める精神です。しかし、ヨーロッパにはい
まだに絶対主義国家が乱立しています。絶対君主は、フランス革命の
精神を認めるわけにもいきません。各国君主は協力してこの動きを抑
圧しました。ウィーン体制です。

けれども、ウィーン体制は時代の流れに押し崩されていくことにな
ります。個人の自由、民族の独立は認められ、英仏に加えイタリアや
ドイツが誕生、さらにアメリカの統一も進んで欧米主要国が出そろい
ます。「近代Ⅰ（自由と平等）」では自由の抑圧の指導者、そして自由の
実現に尽力した指導者、つまり建国の指導者に注目していきます。

◉近代
自由と平等の時代。

本章の内容

　　　　　フランス革命　　　第二次世界大戦　　　　　　　　

　　　　近世　　　　　　　近代　　　　　　　　現代　　　　　　　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …

18世紀 19世紀 　1945年

近代Ⅰ＝自由と平等　ヨーロッパの完成
近代Ⅱ＝侵略と抵抗　ヨーロッパの時代
近代Ⅲ＝戦争と平和　ヨーロッパの時代からアメリカの時代へ

第
11
幕
│

ウ
ィ
ー
ン
体
制
―
自
由
の
抑
圧
│

会
議
は
踊
る

フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
一
連
の
戦
争
は
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巻

き
込
む
国
際
戦
争
と
な
り
ま
し
た
。
１
８
１
４
年
、
こ
の
乱
れ
た
国

際
秩
序
を
再
建
す
る
た
め
、
各
国
代
表
が
集
ま
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
会
議

が
開
か
れ
ま
す
（
図
31
）。

会
議
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
世
界
に
大
き

な
不
安
を
感
じ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に

よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
る
こ
と
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
う
帝
国
に
と
っ
て
は
大
き
な
脅
威
で
し
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
国
内
に
は
多
く
の
異
民
族

を
抱
え
て
い
ま
す
。
国
内
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
特
に
民
族
主
義
）
の

高
揚
は
独
立
運
動
の
生
起
を
意
味
し
、
帝
国
は
解
体
の
危
機
に
瀕
し

図31：ウィーン会議
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て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
外
相
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
（
図

32
）
を
中
心
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
タ
レ
ー
ラ
ン
、

イ
ギ
リ
ス
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
そ
の
他
全
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
が
参
加
し
て
話
し
合
い
が
持
た
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
な
く
て

も
、
各
国
君
主
に
と
っ
て
自
由
を
求
め
る
声
や
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
は
大
き
な
問
題
だ
っ
た
の

で
す
。

会
議
は
紛
糾
し
ま
す
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
散
々
に
荒
ら
し
た
た
め
、
領
土
の
再
編
成
、
利
害
の
調
整
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
。「
会
議
は
踊
る
、

さ
れ
ど
進
ま
ず
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
「
１
日
の
４
分
の
３
は
ダ
ン
ス
と
宴
会
」
で
あ
り
、
話
し
合
い

は
舞
台
袖
で
行
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
頃
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
７
隻
の
船
で
の
エ
ル
バ
島
脱
出
を
準

備
し
て
い
た
の
で
す
。

メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
と
タ
レ
ー
ラ
ン
の
つ
く
る
時
代

図32：メッテルニヒ

こ
の
緩
慢
な
空
気
を
凍
り
つ
か
せ
た
の
は
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
エ
ル
バ
島
か
ら
帰
還
」
の
一
報
で
し
た
。
諸
悪

の
根
源
が
舞
い
戻
っ
て
き
た
と
い
う
の
だ
か
ら
事
態
は
一
変
し
ま
す
（
危
機
）。
会
議
は
急
遽
、
妥
協
に
向
か
い

（
団
結
）、
ウ
ィ
ー
ン
議
定
書
が
ま
と
め
ら
れ
、
各
国
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
の
最
後
の
決
戦
に
向
か
い
ま
し
た
（
歴
史

の
見
方
④
）。

さ
て
、
こ
の
決
定
と
と
も
に
19
世
紀
前
半
の
国
際
秩
序
と
し
て
の
ウ
ィ
ー
ン
体
制
が
樹
立
さ
れ
ま
し
た
。
体

制
の
方
針
は
次
の
２
点
で
す
。

◎
勢
力
均
衡

各
国
が
同
程
度
の
力
を
持
つ
よ
う
に
す
る
べ
き
と
い
う
主
張
。

◎
正
統
主
義

フ
ラ
ン
ス
革
命
前
の
主
権
・
領
土
を
正
統
と
し
、
革
命
前
の
状
態
に
戻
る
べ
き
と
す
る
主
張
。

１
点
目
の
勢
力
均
衡
は
領
土
変
更
の
た
め
の
原
則
で
あ
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
」
の
た
め
の
原
則
で
す

（
歴
史
の
見
方
⑤
）。
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
の
主
導
に
よ
っ
て
、
主
要
国
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
均
衡
す
る
よ
う
議
定
書

に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
は
、
貴
族
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
憎
ん
で
い
ま
し
た
。
革
命
後
は
、
反
動

勢
力
の
象
徴
と
し
て
、
自
由
と
自
立
を
叫
ぶ
者
を
牢
獄
に
投
げ
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
彼
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は
涼
し
げ
な
目
も
と
に
得
体
の
知
れ
な
い
微
笑
を
た
た
え
た
美
青
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
多
く
の
女
性
と
浮
き

名
を
流
し
、
そ
の
中
に
は
美
貌
で
知
ら
れ
て
い
た
宿
敵
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
妹
の
カ
ト
リ
ー
ヌ
の
名
も
あ
り
ま
す
。
政

治
的
信
念
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
は
別
な
の
か
、
と
も
あ
れ
、
自
由
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
こ
の
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ

を
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

２
点
目
の
正
統
主
義
は
体
制
変
更
に
お
け
る
原
則
で
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
の
タ
レ
ー
ラ
ン
が
主
張
し
た
も
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
妙
な
話
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
は
一
連
の
戦
争
の
戦
後
処
理

会
議
で
す
。
戦
勝
国
も
い
れ
ば
敗
戦
国
も
い
る
わ
け
で
、
敗
戦
国
は
い
わ
ず
も
が
な
フ
ラ
ン
ス
で
す
。
責
任
を

追
及
さ
れ
る
べ
き
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
が
な
ぜ
「
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
う
あ
る
べ
き
」
な
ん
て
こ
と
を
主
張

で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

タ
レ
ー
ラ
ン
は
外
交
の
天
才
と
評
さ
れ
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
を
し
て
“
鋭
利
な
刃
物
”
と
表
現
さ
せ
る
ほ
ど
の

狡
知
を
も
っ
た
人
物
で
、
政
治
的
信
念
よ
り
も
権
力
者
と
の
妥
協
を
優
先
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
食
え
な
い
人

物
で
す
。
タ
レ
ー
ラ
ン
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
到
着
す
る
や
否
や
、
会
議
に
お
い
て
ど
う
動
く
べ
き
か
を
す
ぐ
に
見

抜
き
ま
し
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
ま
す
。

「
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
非
難
す
る
相
手
を
間
違
え
て
お
ら
れ
る
。
私
は
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
代
表
と
し

て
こ
の
場
に
お
り
ま
す
。
あ
な
た
が
た
は
ル
イ
の
処
刑
を
お
忘
れ
で
し
ょ
う
か
？　

私
ど
も
は
皆
さ
ん
と
同
じ

革
命
の
被
害
者
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
す
べ
て
は
革
命

の
前
に
戻
す
べ
き
で
す
」

こ
の
一
言
で
会
議
の
方
向
性
は
決
定
し
ま
し
た
。
そ
う
、
彼
は
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
悪
と
し
、
自
ら
を
諸

国
と
同
じ
被
害
者
と
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
戦
争
責
任
を
葬
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
敗
戦
国
が
戦
勝
国

に
要
求
を
通
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
こ
の
限
り
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
議
定
書
は
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
革
命
前
に
戻
す
と
な
れ
ば
、
あ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が

全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
バ
ラ
ま
い
た
自
由
主
義
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
国
民
主
義
・
民
族
主
義
）
も
否
定
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ウ
ィ
ー
ン
体
制
で
は
、
各
国
が
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
共
有
し
た
神
聖
同
盟
な
る
も
の
を
結
び
、
協

力
し
て
来
た
る
革
命
に
備
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
近
代
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
蒔
か
れ
た
種
の

芽
を
潰
す
た
め
、
国
際
的
反
動
体
制
た
る
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
成
立
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

歴
史
の
見
方
⑨　
　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
」
の
問
題
２

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
れ
に
続
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
、
再
び
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
平
和
」
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
は
、
平
和
の
原
則
と
し
て
勢
力
の
「
均
衡
」
が
再
確
認
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
は
平
和
を
維
持
で
き
な
い
こ
と
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
証
明
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
新
し
く
加
え
ら
れ

た
平
和
の
原
則
は
、
正
統
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
基
づ
く
「
協
調
」
で
す
。


