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新日本史Ａ
新訂版
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高校日本史Ａ
新訂版
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高校日本史Ｂ
新訂版
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日本史Ｂ
新訂版
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教授用指導書 ○　p. ６ ○ ○ ○　p.28

授業ノート ○ ○ ○　p.29

授業プリント ○　p.12

準拠演習ノート ○ ○
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授業展開スライド
（PowerPoint） ○　p.34

スライド対応プリント
（Word） ○　p.35

本文・図版
（PDF／Word） ○ ○ ○ ○

板書例
（PDF／Word） ○ ○ ○ ○（要点の整理）

授業プリント
（PDF／Word） ○　p.12

ワークシート
（Word） ○ ○

教科書準拠白地図ワーク
（PDF／Word） ○　p.18

歴史地図問題
（Word） ○　p.20 ○　p.20

テスト問題
（Word） ○　p.8 ○（定期試験）p.26 ○（定期試験）p.26 ○　p.30

一問一答
（Word） ○　p.10 ○　p.22 ○　p.22 ○　p.32

章末問題
（Word） ○　p.24 ○　p.24

準拠演習ノート
（Word） ○ ○ ○ ○

セット価格 本体
18,000円＋税

本体
18,000円＋税

本体
18,000円＋税

本体
18,000円＋税

※1

指導書セット別売もございます�
※1　「新日本史Ａ　新訂版　教授用総合指導書」　定価（本体4,000円＋税）
※2　「日本史共通ＤＶＤ -ＲＯＭ」　定価（本体14,000円＋税）

表中の p. は、本冊子の掲載ページです。ぜひご覧下さい。
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日本史B授業展開スライド（PowerPoint）→ p.34
電子黒板やスクリーンを利用した授業に！本文の要点整理と図版をスライドにしました。
通常の黒板でも活用できる「白黒版」も収録。チョークで補足を書き込んで活用いただけます。
板書が不要▶説明に時間をかけられます　　　
図版の拡大表示が可能▶見せたい部分をズームアップ　

日本史Bスライド対応プリント（Word）→ p.35
授業展開スライドにぴったり合った確認用プリント。スライドの赤字部分を穴埋めするプリントで重要用語の理解
が図れます。解答プリントも収録。

本文・図版（PDF ／Word）／板書例（PDF/Word）／授業プリント（PDF/Word）／ワークシート（Word）
／教科書準拠白地図ワーク（PDF/Word）／歴史地図問題（Word）／テスト問題（Word）／一問一答（Word）
／章末問題（Word）／準拠演習ノート（Word）

〈出力見本（プリントアウト例）を教科書ごとにこの冊子でご案内しています〉

教
材
作
成
コ
ン
テ
ン
ツ

新日本史A 高校日本史A
高校日本史B
日本史B

高校日本史A
高校日本史B
日本史B

新日本史A

教科書の縮刷りに，用語解
説や発問例など，授業のヒ
ントを網羅した実践的な指
導書→ p.6 詳細な事項・写真解説など

スタンダードな指導書
→ p.28

板書事項や展開例など，具
体的な授業づくりに
→ p.29

「地域からみた日本」の学
習をサポートする授業プリ
ント→ p.12 ～

教授用総合指導書 教授用指導書 授業ノート 授業プリント

日本史共通DVD-ROM
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日本史共通 DVD-ROM　教科書選択画面

高校日本史 A 新訂版　コンテンツ選択画面

指導資料 DVD-ROM

授業に役立つデジタルコンテンツを多数収録

「日本史」4冊分のデータ
をすべて利用できます

サポートページ：指導資料DVD-ROMをご購入いただいた学校様へのサ
ポートとして弊社Webサイトから更新データなどをダウンロードできます

節ごとに直感的な操作で様々なデータを取り出せます
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9章 1節 開国 
   年    組   番 名前                  

【欧米の東アジア進出】 Ｑ アヘン戦争の結果，幕府はどのような外交政策を取ったのだろうか？ 
① 東アジア進出 
  ●産業革命の進行→欧米諸国の東アジア進出，自由貿易の強制，従属化の危機 
  ●1840～42年の〔１         〕により清がイギリスに敗北 
  ●幕府は異国船打払令を改め，1842年に薪水給与令を発令 
  ●オランダ国王の開国勧告，ビッドルの浦賀来航→幕府は開国をこばむ 
 
【日本の開国】 Ｑ アメリカは，なぜ日本を開国させたかったのだろうか？ 
① 和親条約 
   ●アメリカは日本を，対清貿易の中継地や捕鯨船の補給地に利用しようと考えた 
  ●1853年 6月にアメリカ東インド艦隊司令長官〔２       〕が浦賀に来港 
   老中首座〔３        〕はアメリカ大統領フィルモアの国書を受理 
  ●1853年 7月にロシアのプチャーチンも長崎に来港 
   ●1854年にペリーが再び来港し，幕府は〔４          〕を調印 
   →薪水・食料の供給，難破船の救助，下田・箱館の開港，一方的な最恵国待遇 
  ●日露和親条約では千島列島の国境が確定 
② 通商条約 
   ●アメリカ総領事〔５       〕は通商条約の締結を強く幕府に要求 
    老中首座〔６        〕は通商条約調印の勅許を求める→孝明天皇が拒絶 
  ●1858年に大老井伊直弼は勅許を得ないまま〔７            〕に調印 

→神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港，自由貿易，江戸・大坂の開市，居留地の設定， 
領事裁判権の承認，協定関税などを内容とする日本にとって不平等な条約 

  ●オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同様の条約を締結→安政の五か国条約 
 
【貿易の開始】 Ｑ 貿易開始後，なぜ金の流出が起こったのだろうか？ 
① 自由貿易の開始（1859年～） 
  ●輸出品を扱う売込商，輸入品を扱う取引商が居留地で外国商人とおこなう（居留地貿易） 
  ●取扱量は横浜が圧倒的に多く，相手国はイギリスが優位を占めた 
  ●輸出品は生糸・茶，輸入品は毛織物・綿織物・武器・艦船 
  ●幕末期の貿易は大体において大幅な輸出超過 
●貿易開始後，金銀の比価の違いから，金の大量流出がはじまる 

   →幕府は金貨の質を大きく下げる万延改鋳をおこなった 
② 流通機構 
  ●1860年に幕府は〔８           〕を出す 
   →生糸・雑穀・水油・蠟・呉服を産地からいったん江戸に送る 

   →在郷商人の活動や諸外国の反対のため効果はなかった 
 
【安政の政局】 Ｑ 一橋派と南紀派のちがいは何だろうか？ 
① 13代将軍家定の後継選び 
  ●一橋派（一橋慶喜）→越前藩主松平慶永や薩摩藩主島津斉彬ら雄藩諸侯 
   南紀派（徳川慶福）→譜代諸侯 
② 井伊直弼の政治 
  ●1858年に南紀派の彦根藩主井伊直弼が大老に就任→慶福に決定（14代将軍家茂） 
  ●井伊直弼は批判勢力に対しきびしい弾圧を加えた（〔９         〕） 
   →橋本左内（死刑），吉田松陰（死刑）など 
  ●1860年に水戸藩浪士らが井伊直弼を暗殺（〔10          〕） 
   →幕府の権威失墜 
 
【公武合体】 Ｑ 公武合体路線と尊王攘夷路線のちがいは何だろうか？ 
① 二つの路線 
  ●〔11        〕路線…新たに幕府と朝廷との融和をめざす 

尊王攘夷路線…条約を破棄し鎖国に復帰すべきとする 
  ●老中安藤信正は公武合体策をとる 

→1861年に孝明天皇の妹〔12      〕と将軍家茂の結婚を実現 
  ●尊攘派はこの結婚に反対し，安藤をおそい，失脚させた（〔13          〕） 
② 諸大名と幕府の動き 
  ●薩摩藩主の父の島津久光が上京し，藩内の急進的な尊攘派を弾圧（寺田屋事件） 
●久光は勅使大原重徳とともに江戸に下り，公武合体のための改革を幕府に要求 

  ●1862年に幕府は改革をおこなった（〔14         〕） 
   将軍後見職に一橋慶喜，政事総裁職に松平慶永，京都守護職に〔15        〕 
 
【尊攘運動の全盛と挫折】 Ｑ 尊攘派の3つの挙兵事件は，どのような内容なのだろうか？ 
① 尊攘運動 
  ●幕府は 1863年 5月 10日を期に攘夷を決行するように諸藩に伝える 
   →実行したのは，下関海峡を通過した外国船を砲撃した長州藩のみ 
●薩摩藩と会津藩が長州藩や〔16        〕など尊攘派公卿を京都から追放 
（〔17            〕） 

  ●尊攘派の挙兵事件→天誅組の変，生野の変，天狗党の乱 
② 長州藩の挫折（1864年） 
  ●新選組が長州藩士らの尊攘派を襲撃→池田屋事件 
  ●長州藩は京都に進撃したが，薩摩・会津・桑名藩などに敗北（〔18        〕） 
  ●英仏米蘭の連合艦隊が長州藩に報復攻撃（〔19                〕） 
  ●長州藩は幕府軍にたたかわずして屈服（〔20           〕） 

第１回定期試験 

教科書 p.12～61 

１ 次の文章の空欄に適語を入れなさい。 

 藤原氏は，不比等の時代に律令の編さんなどに功績をあげ，宮廷内における地位を固めた。その後，

天武天皇の孫の（ ① ）を自殺に追いこみ，不比等の娘，光明子を聖武天皇の皇后にたてた。しかし

疫病の流行によって不比等の４子があいついで亡くなると，皇族出身の（ ② ）が権力をにぎった。

これに対して藤原広嗣が九州で反乱をおこしたが敗北した。政界の動揺が続くなかで，（ ③ ）天皇は

仏教の力を借りて社会の混乱をしずめようと考え，741 年に（ ④ ）建立の詔を，743 年には大仏造

立の詔を出した。 
 光明皇太后の信任を得た（ ⑤ ）が権力をにぎると，（ ② ）の子の奈良麻呂が反乱をくわだてた

が，失敗した。光明皇太后の死後，僧（ ⑥ ）が孝謙上皇の信頼を得ると，（ ⑤ ）が反乱を企てた

が失敗した。（ ⑥ ）は法王となり天皇の位につこうとしたが，（ ⑦ ）や和気清麻呂らに妨げられ，

下野国の薬師寺に追放された。（ ⑧ ）天皇のあとを継いだ桓武天皇は 784 年に（ ⑨ ）に遷都し

政治改革に乗り出した。ところが，造営事業の責任者である（ ⑩ ）が暗殺される事件などがおき，

794 年にはより大規模な平安京に遷都した。 
① ②  ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩  

 
２ 次のＡ～Ｄの史料を読み，下の設問に答えなさい。 

Ａ 使を遣わして上表して曰く，「封国は偏遠にして，藩を外に作す。昔より祖彌躬

ら甲冑を擐き，山川を跋渉して，寧所に遑あらず…」 

Ｂ 夫れ（ ① ）海中に倭人有り，分れて百余国を為す。歳時を以て来り献見す

と云ふ。 

Ｃ 其の国，本亦男子を以てと為す。住まること七，八十年。倭国乱れ，相攻伐す

ること歴年，乃ち共に一女子を立てて王と為す。名を（ ② ）と曰ふ。 

Ｄ 建武中元二年，倭の奴国，貢を奉じて朝賀す。使人，自ら大夫と称す。倭国の

極南界なり。光武，賜ふに印綬を以てす。 
問１ 史料Ａは倭王武の上表文であるが，『日本書記』などによれば武は何天皇にあたるか。 
問２ 史料Ａの上表文は中国の何という王朝に提出されたものか。 
問３ 史料Ｂの空欄①に適語を入れなさい。 
問４ 史料Ｃの「其の国」とは何という国か。 
問５ 史料Ｃの空欄②に適語を入れなさい。 
問６ 史料Ｄの印綬（金印）に刻まれていた漢字５文字を書きなさい。 
問７ 史料Ｄの印綬の授与が奴国王にとってどのような意味があるのか説明しなさい。 
問８ 史料Ａ～Ｄを年代の古い順に並び変えなさい。 
問 1 問 2 問 3 問 4 

問 5 問 6 

問 7 問 8 
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58  第 9章 一問一答問題 

（1）  (1) 1840年から始まった，イギリスと清のアヘンをめぐる戦争を何というか。 

（2）  (2) 1853年に浦賀に来航したアメリカ東インド艦隊司令長官はだれか。 

（3）  (3) 1854 年に下田・箱館の開港や一方的な最恵国待遇のアメリカへの付与などを規定した

日米間の条約を何というか。 

（4）  (4) 1858年に大老に就任した人物はだれか。 

（5）  (5) 1858年に領事裁判権の承認や協定関税などを規定した日米間の条約を何というか。 

（6）  (6) 1860 年に生糸・雑穀・水油・蝋・呉服を産地からいったん江戸に送るように命じた法

令を何というか。 

（7）  (7) 1858 年から，大老を批判する勢力に厳しい弾圧を加え，吉田松陰や橋本左内らが刑死

した事件を何というか。 

（8）  (8) 1860年に水戸藩浪士らが，江戸城へ登城中の大老を暗殺した事件を何というか。 

（9）  (9) 公武合体を推進するため，14代将軍家茂と結婚した人物はだれか。 

（10）  (10) 将軍後見職や政事総裁職を創設するとともに，参勤交代制を緩和した幕政改革を何と

いうか。 

（11）  (11) 1863 年に薩摩・会津などの公武合体派が，長州藩や三条実美など尊攘派公卿を京都か

ら追放した事件を何というか。 

（12）  (12) 1864年に京都でひそかに会合していた長州藩士ら尊攘派を，京都守護職配下の近藤勇

ら新選組が襲撃した事件を何というか。 

（13）  (13) 1864年に英・仏・米・蘭の四国連合艦隊が長州の下関にくわえた報復攻撃を何という

か。 

（14）  (14) 1862年に江戸からの帰途，薩摩藩士が島津久光一行に接触したイギリス人を殺傷した

事件を何というか。 

（15）  (15) 高杉晋作らによって身分にかかわらず組織された軍隊を何というか。 

（16）  (16) 1866年に坂本龍馬・中岡慎太郎の仲介によって結ばれた薩長両藩の同盟を何というか。

（17）  (17) 1866年に関税率（5～35％）を一律5％に引き下げた協約を何というか。 

（18）  (18) 1867年に15代将軍慶喜が行った政権の返上を何というか。 

（19）  (19) 1867 年 12 月に発表された，幕府や摂関の廃止，三職の設置などを宣言した政体変革

の命令書を何というか。 

（20）  (20) 1868年の鳥羽・伏見の戦いから翌年の五稜郭の戦いまでの新政府と旧幕府勢力間との

一連の内戦を何というか。 

（21）  (21) 1868年に由利公正が起草し，福岡孝弟が加筆し，木戸孝允が改定した明治新政府の基

本方針を何というか。 

（22）  (22) 1869年に諸藩主が土地と人民を返上した改革を何というか。 

（23）  (23) 1871年に藩を廃止して府県を設置した改革を何というか。 

（24）  (24) 1873 年に国民皆兵の方針により，満 20 歳に達した男子に兵役の義務を課した法令を

何というか。 

（25）  
(25) 士農工商の封建的身分制を解体し，華族・士族・平民の 3 族籍に再編した政策を何と

いうか。 
 

１ 異国船の接近と幕藩体制の動揺－幕府は，なぜ政治改革にせまられたのか－ 

教科書 p.24-25 

Let'sBegin 幕末の北方探検 

［Ｑ１］左の地図に示されたルートのうち，最上徳内のルートは赤，間宮

林蔵のルートは青でなぞりなさい。 

 

［Ｑ２］この時期に北方探検がさかんにおこなわれた理由はなにか。 

 

まとめと確認 

［江戸時代の社会のゆらぎ］全国統一を果たした （ ① ） にはじまる

江戸幕府の支配体制を （ ② ） とよぶ。幕府は大名統制，朝廷統制，

農民統制などによって江戸時代約 260 年の支配の基礎をきずいた。対

外政策では「鎖国」をしき，キリスト教禁止と幕府の貿易統制・独占をは 

かった。しかし，18 世紀末には対外政策の見直しをせまられ，村や町

も商品生産の発達によって大きく姿をかえていった。 

［異国船の接近］ロシアは 1792 年に （ ③ ） を根室に派遣して通商

を求め，1804 年には （ ④ ） を長崎に派遣してきた。しかし，「鎖

国」を理由に幕府はこれを拒否した。また，1808 年にイギリス軍艦 

（ ⑤ ） 号が交戦中のオランダ船を追って長崎に入港する事件がお

こった。ロシアの進出に対して，幕府は最上徳内・（ ⑥ ）・間宮林蔵ら

を千島・樺太の調査に派遣し，松前藩から （ ⑦ ） を取り上げ，直轄

領とした。異国船の接近に危機感を抱いた幕府は， 1825 年に 

（ ⑧ ） を出して対応した。 

［幕府の改革］18 世紀後半になると，商品生産の発達によって本百姓

のなかには地主となる者や （ ⑨ ） となるものが生まれ，農村の階層

分化がすすんだ。土地を失った農民が小作人や日雇い，都市の下層

民となった。また天災によって百姓一揆や打ちこわしなどが増加し，江

戸の社会は不安定な状態であった。そのようななか，天明の飢饉の後，

老中松平定信が農村の立て直しと都市住民の生活の安定をめざして 

（ ⑩ ） をおこなった。しかし， （ ⑪ ） によって大規模な打ちこわ

しや百姓一揆が激増した。幕府は江戸に米を集中させ打ちこわしの発

生を防いだが，その影響で大坂では米価が高騰し，都市の民衆の生

活を直撃した。そのため 1837 年には （ ⑫ ） による武力反乱がおこ

った。1841 年には老中首座の （ ⑬ ） によって天保の改革が実施

された。（ ⑭ ） を解散させ，物価の引き下げをはかり，農村の再建を

はかるために人返し令を出した。しかし，上知令などの政策が諸大名ら

の反発を招き，改革は失敗に終わった。 

用語記入欄 

①             

②             

③             

④             

⑤             

⑥             

⑦             

⑧             

⑨             

⑩             

⑪             

⑫             

⑬             

⑭             

p.48～p.49 

 
 

4 日露戦争から韓国併合へ 

 

▶日露戦争は日本をどのようにかえたのでしょうか。 

 

●考えてみよう 

与謝野晶子は，弟の身を案じて，何を社会に訴えようとしていたのでしょうか。 

 

 

▲➊日露戦争関係図  

 

▲➋与謝野晶子  与謝野晶子は，出征した弟を案ずる詩「君死にたまふこと勿れ」

を雑誌『明星』に発表し，大きな反響をよびました。 

 

▲➌平民社の人々  

 

史料 君死にたまふこと勿れ 

あゝをとうとよ君を泣く 

君死にたまふことなかれ 

末に生まれし君なれば 

親のなさけはまさりしも 

親は刃をにぎらせて 

人を殺せとをしへしや 

人を殺して死ねよとて 

二十四までをそだてしや 

堺の街のあきびとの 

旧家をほこるあるじにて 

親の名を継ぐ君なれば 
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48 第2章　二つの戦争と大日本帝国

中国農民の伝統的な生活は，列
れっ

強
きょう

の権
けん

益
えき

拡
かく

大
だい

に

より破
は

壊
かい

され，各地で排
はい

外
がい

運
うん

動
どう

がひろがってい

きました。農村の自
じ

衛
えい

組織からはじまった義
ぎ

和
わ

団
だん

は「扶
ふ

清
しん

滅
めつ

洋
よう

」を

スローガンに蜂
ほう

起
き

し，1900（明治33）年には北
ペ

京
キン

の公
こう

使
し

館
かん

街
がい

を攻
こう

撃
げき

し

ました。これに対して，日本軍を主力とする 8か国の連合軍が反撃

し，北京を占
せん

領
りょう

して，北京での駐
ちゅう

兵
へい

権などを認めさせます（北
ほく

清
しん

事
じ

変
へん

）。

　このとき，ロシアが満
まん

州
しゅう

を占領したため，警
けい

戒
かい

感
かん

を強めた日本は，

1902年にイギリスと日英同盟をむすんで対
たい

抗
こう

しました。一方，満州・

韓国での利権をめぐる日本とロシアの交
こう

渉
しょう

は進
しん

展
てん

せず，日本国内で

はロシアとの戦争をめぐる議論が高まっていきました。

　1904年 2 月，ついに日露戦争がはじまります。満州が激戦地とな

り，旅
リュイ

順
シュン

や奉
フォン

天
ティエン

をめぐる戦いでは，両軍に大きな犠
ぎ

牲
せい

が出ました。

日本は，翌年 5月の日本海海戦にも勝利しましたが，財政的にも戦

力的にも戦争継続は困難でした。また同じころ，ロシア国内では革

命運動が高まり，ロシアも講
こう

和
わ

に向けて動き，1905年 9 月，小
こ

村
むら

寿
じゅ

太
た

郎
ろう

とウィッテを両国の全権としてポーツマス講和条約がむすばれ

ました。内容は，ロシアが，①日本の韓国に対する優
ゆう

越
えつ

権・支配権

を認め，②旅順・大
ター

連
リエン

の租
そ

借
しゃく

権と長
チャン

春
チュン

－旅順間の鉄道を日本に譲
じょう

渡
と

すること，③北緯50度以南の樺
から

太
ふと

を日本に割
かつ

譲
じょう

することなどです。

　日露戦争の結果，日本は，韓国の植
しょく

民
みん

地
ち

化をすすめるとともに，

義和団戦争から
日露戦争へ

❶

→トピック

→1

りょじゅん ほう てん

❷

1855～ 1911

1849～ 1915

だいれん ちょうしゅん

5

10

15

20

01日露戦争関係図　

12与
よ

謝
さ

野
の

晶
あき

子
こ

　与謝野晶
子は，出

しゅっ

征
せい

した弟を案ずる
詩「君死にたまふこと勿

なか

れ」
を雑誌『明

みょう

星
じょう

』に発表し，
大きな反響をよびました。

❶中国東北部の 3省（遼
リアオ

寧
ニン

省・黒
ヘイ

竜
ロン

江
チャン

省・吉
ジー

林
リン

省）をさしたことば。現在では地域名称とし
ては用いられません。

りょうねい こくりゅうこう きつりん

❷日露戦争では，日本軍の戦死・戦病死者約
8万4000人，戦傷者約14万3000人，ロシア軍
の戦死・戦病死者約 5万人，戦傷者約22万人
と多数が犠牲になりました。

01日露戦争関係図

200km0

清

日本

ロシア

福岡

大連

漢城

長春
ウ
ラ
ジ
ヴ
ォ
ス
ト
ー
ク

鴨緑
江

日　本　海

鬱陵島（松島）

山東半島

遼東半島

対馬
済州島

黄　海

奉天
1905.3.10

仁川

平壌 元山

ウルルン

釜山

威海衛

旅順
1905.1.1

下
関

韓

　
　
国

バル
チッ

艦ク

隊

日
本
艦
隊

遼陽

日本海海戦
1905.5.27～28

日本軍進路
数字は占領年月日

1905年 1月，ロシアの首都ペテルブルクで，労働者の請
せい

願
がん

デモに軍隊が発
はっ

砲
ぽう

し，死傷者が
出て（血の日曜日事件），政府は動

どう

揺
よう

します。革命の時代のはじまりです。
ピ ッ ク
ア ッ プ

よ さ の あき こ

あ
ゝ
を
と
う
と
よ
君
を
泣
く

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ

末
に
生
ま
れ
し
君
な
れ
ば

親
の
な
さ
け
は
ま
さ
り
し
も

親
は
刃や

い
ば

を
に
ぎ
ら
せ
て

人
を
殺
せ
と
を
し
へ
し
や

人
を
殺
し
て
死
ね
よ
と
て

二
十
四
ま
で
を
そ
だ
て
し
や

堺さ
か
い

の
街
の
あ
き
び
と
の

旧
家
を
ほ
こ
る
あ
る
じ
に
て

親
の
名
を
継
ぐ
君
な
れ
ば

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ

旅
順
の
城
は
ほ
ろ
ぶ
と
も

ほ
ろ
び
ず
と
て
も
何
事
か

君
知
る
べ
き
や
あ
き
び
と
の

家
の
お
き
て
に
無
か
り
け
り

史
料

　
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿な
か

れ

日露戦争から韓国併合へ
▶ 日露戦争は日本をどのようにかえたのでしょうか。

4

　主戦論に転じた『萬
よろず

朝
ちょう

報
ほう

』を退社
した幸

こう

徳
とく

秋
しゅう

水
すい

・堺
さかい

利
とし

彦
ひこ

は，1903年11
月に週刊『平民新聞』を創刊しまし
た。発行母体の平民社には，管

かん

野
の

ス
ガら平民主義・社会主義・反戦・非
暴力に賛同する人々が集

つど

いました。
『平民新聞』は発行停止などの弾

だん

圧
あつ

を受けながらも，1905年まで発行さ
れました。

反戦・非戦を貫
つらぬ

く人々反戦・非戦を反戦・非戦を
トピック

03平民社の人々　

与謝野晶子は，弟の身を案
じて，何を社会に訴

うった

えよう
としていたのでしょうか。

考 え て み よ う

授業のねらい
日露戦争が朝鮮と満州の利権をめぐ
る日本とロシアとの対立からおこっ
たことを理解させる。

考えてみよう
解答 武器をとって互いに殺しあうこ
とのむなしさを訴えている。

授業の展開例
①日露戦争が人々にとってどのよ
うな戦争であったか，反戦運動
や犠牲者数から把握させる（＜
考えてみよう＞・注②を活用）。
②北清事変について把握し，その
後深まったロシアへの警戒感が
日露戦争へ向かわせたことを理
解させる（Q①・②を活用）。
③日露戦争の経過を把握し（Q③
を活用），講和条約の内容につ
いて，韓国や中国大陸で利権を
拡大するための大きな布石とな
ったことを理解させる。

発問例
Q①義和団はなぜ，「扶清滅洋」を
唱えて蜂起したのだろうか。
A①列強の権益拡大（中国分割）に
より，中国農民の伝統的な生活が
破壊されたため。

Q②日英同盟がむすばれたのはなぜ
だろうか。
A②日本は北清事変後も満州を占領
するロシアに警戒感を強め，ロシ
アと対立するイギリスと提携して
対抗しようとした。

Q③日本とロシアが講和に向けて動
いたのはなぜだろうか。
A③日本は財政的・戦力的に戦争継
続が困難で，ロシアも国内で革命
運動が高まったため。

日英同盟と日露協商
第1次桂太郎内閣は日露協商と日
英同盟の交渉を開始した。これは
両国にはもう一方の交渉を秘密に
すすめるという二股交渉であった。
桂内閣や元勲は，英露と協調して
両方を成立させ，韓国を確保する
考えであった。イギリスとの交渉
が急速に進展し，ロシアとの交渉
がうまくいかなかったことから，
1902年1月に日英同盟は調印され
た。内容は，①日本が清と韓国に，
イギリスが清にもつ利益を相互に
承認し②日英いずれかが他国と交
戦したときは，第三国が参戦した
場合にのみ参戦する，という内容
であった。

胃腸薬の『正露丸』は，日露戦争がはじまる2年前に『忠勇征露丸』として発売された。当時，日本の兵士の死亡原因が戦闘での戦死よりも病死の方が多いということ
が大きな問題で，兵士が戦地に携行して服用できるようにと開発された。ミニトピック

板　書　例
【義和団戦争から日露戦争へ】
●義和団，「扶清滅洋」を唱えて北京の公使館街を包囲（1900）
　→8か国連合軍が北京占領＝北清事変（1900）
　→北京駐兵権を獲得　↓A②
　ロシアは満州占領→日本，警戒強める→日英同盟の締結（1902）で対抗
●日露戦争（1904）…旅順・奉天占領→日本海海戦で勝利
　　　　　　↓戦争継続困難（日本：国力の限界，ロシア：革命運動←A③）
●ポーツマス講和条約の締結（1905）　日本全権：小村寿太郎　ロシア全権：ウィッテ
　①韓国に対する日本の優越権・支配権の承認
　②旅順・大連の租借権と長春～旅順間の鉄道を譲渡
　③北緯50度以南の樺太の譲渡

日
本
政
府
の
意
向
を
受
け
た
セ
オ
ド
ア=

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
米
大
統
領
の
斡
旋
で
，
講
和
会
議
が
ひ
ら
か
れ
た
。

POINT

政
府
内
で
は
，
ロ
シ
ア
と
の
利
害
を
調
整

す
る
日
露
協
商
論
も
唱
え
ら
れ
て
い
た
。

POINT

「
清
を
扶た
す
け
て
，
洋
（
外
国
）

を
滅
ぼ
す
」
と
い
う
意
味
の
排

外
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
。

POINT

日
・
英
・
米
・
仏
・
露
・
独
・
伊
・
墺
の
８
か
国
連
合
軍
の
主

力
（
２
万
２
０
０
０
人
）
と
な
っ
た
日
本
は
，
中
国
に
お
け
る

列
強
の
利
権
を
守
る
「
極
東
の
憲
兵
」
と
評
価
さ
れ
た
。

POINT

A②

A③

A①

考えてみようヒント

49

49第1節　日清戦争と日露戦争

中国大陸での利権の拡大をさらに求めていくことになります。

日露戦争後，日本は遼
リアオ

東
トン

半島の租
そ

借
しゃく

地
ち

を関
かん

東
とう

州
しゅう

と名付け，旅順に関東都
と

督
とく

府
ふ

をおいて支配しま

す。1906年には南満州鉄道株式会社（満
まん

鉄
てつ

）を半官半民の形で設立し

ました。満鉄の事業は，鉄道営業や製鉄業など多方面にわたり，日

本の満州での経済的活動の拠
きょ

点
てん

となっていきます。

　一方，韓国に対しては，日本は日露戦争の開始直後から保護国化

をすすめました。日露戦争終
しゅう

結
けつ

直後の1905年11月には，第 2 次日韓

協約を強要し，韓国の外交権をうばい，漢
ハン

城
ソン

に統
とう

監
かん

府
ふ

をおきました。

初代統監には伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

が就
しゅう

任
にん

しました。

　このような日本の侵
しん

略
りゃく

行為に対して，韓国の人々の反発は激しく，

1907年，高
コ

宗
ジョン

はオランダのハーグでひらかれた万国平和会議に密
みっ

使
し

を派
は

遣
けん

し，日本による保護国化の不当性を訴
うった

えました（ハーグ密使

事件）。しかし日本は，これを口
こう

実
じつ

に高宗を退位させ，さらに第 3

次日韓協約を締
てい

結
けつ

して内政権をにぎり，韓国の軍隊も解散させまし

た。韓国軍の軍人は義
ぎ

兵
へい

闘争に合流し，闘争はより激しくなりまし

た。日本は，抗
こう

日
にち

の動きに対し，軍隊や警察を動員して弾
だん

圧
あつ

しまし

た。そして1910年，韓国併
へい

合
ごう

条約をおしつけ，韓国を植民地化しま

した（韓国併合）。日本は韓国を廃
はい

滅
めつ

して朝鮮と改め，首都の漢城を

京
けい

城
じょう

と改称し，朝鮮総
そう

督
とく

府を支配機関として設置しました。

日本の中国侵出と
韓国の植民地化

りょうとう

かんじょう

→6

こうそう

→4

→5

❸

❹

5

10

15

20

04義兵闘争　解散させられた韓国軍の兵士は，武器を
とり，義兵として日本による統治に抵抗しました。
15安重根　安重根は，1907年ごろから義兵闘争を展開
していました。

06伊藤博文と韓国皇太子　皇太子（高宗の
息子）は日本留学を命じられ，のちに日本側
の政略により梨

なし

本
もとの

宮
みや

方
まさ

子
こ

と結婚しました。

❸このようななか，1909年に前統監であった
伊藤博文が，義兵闘争の指導者の一人であっ
た安
アン

重
ジュン

根
グン

によって，射殺される事件がおこり
ました。
あんじゅうこん

❹韓国併合にさいし，日本では，各地で提
ちょう

灯
ちん

行列が開
かい

催
さい

されるなど，祝
しゅく

賀
が

ムードがひろが
りました。一方，韓国に同情を寄せ，併合を
批判的にとらえる人々もいました。たとえば
石
いし

川
かわ

啄
たく

木
ぼく

は，韓国併合の直後に，「地図の上　
朝鮮国にくろぐろと　墨

すみ

をぬりつつ　秋風を
聴
き

く」という短歌を詠
よ

んでいます。

年代 おもなできごと

1904

1905

1907

1908

1909
1910

日韓議定書（韓国における行動の自由，
軍事基地の提供），第 1次日韓協約（韓国
政府が日本政府推薦の財政・外交顧問を
採用）
第 2次日韓協約（韓国の外交権接収，統
監府設置）
ハーグ密使事件，第 3次日韓協約（韓国
の内政権を監督下におき，軍隊解散）
日本政府，適当な時期の韓国併合を閣議
決定
伊藤博文殺害
韓国併合，朝鮮総督府を設置

020世紀初頭の日韓関係　04義兵闘争　解散させられた韓国軍の兵士は，武器を

伊藤博文と韓国皇太子　皇太子（高宗の

授業のねらい
日本が中国侵出と韓国の植民地化を
すすめていく状況を把握し，そのよ
うななかで韓国や列強がどのように
対応したのかを理解させる。

授業の展開例
④日本の満州支配における関東都
督府と南満州鉄道株式会社の
役割を理解させる（Q④を活用）。

⑤日本の韓国植民地化の経過を具
体的に把握し（年表「20世紀
初頭の日韓関係」を活用），韓
国でどのような抵抗があったの
か理解させる（Q⑤を活用）。

発問例
Q④南満州鉄道株式会社の事業に
はどのようなものがあったか。
A④鉄道営業や鉄鋼業など。
Q⑤日本の侵略行為に対して，韓国
の人々はどのような抵抗をしたの
だろうか。
A⑤日本の保護国化の不当性を国際
社会に訴えたり，日本によって解
散させられた韓国軍の兵士が義
兵として抵抗したりした。

関東州と関東都督府
関東州は，1905年のポーツマス条
約で，日本がロシアから継承した
遼東半島の南部の租借地をいう。
「関東」とは，万里の長城東端の
山海関の東の地域を意味し，本来
は満州（中国東北部）のことをさ
した。1906年，日本は関東州の統
治機関および南満州鉄道の保護・
監督にあたる機関として関東都督
府を旅順に設置し，長官の関東都
督には陸軍大将・中将を任命した。
第一次世界大戦後の1919年には，
関東州の行政を担当する関東庁と
関東州と南満州鉄道付属地の警備
を任務とする関東軍とに改編した。

韓国保護化と列強の合意
日露戦争開戦後，日本は韓国の保
護国化をすすめた。1905年にはア
メリカと桂・タフト協定，イギリス
とは第2次日英同盟を，ロシアとは
ポーツマス条約をむすんで，韓国
保護国化に対する列強の合意をと
りつけた。このような状況のもと，
1907年，韓国はハーグ万国平和会
議に密使を送って日本の保護国化
の不当を訴えたが，外交権がない
ことを理由に列強から相手にされ
なかった。1910年，ついに韓国併
合条約が成立し，韓国は日本の領
土となった。

沖縄県民は「琉球人」として差別を受けていた。沖縄で教員をしていた比嘉春潮（ひがしゅんちょう）は，韓国が日本に併合されたことを哀しむいっぽうで，「内地人」
よりも劣等視されているみずからの環境に憤り，脱沖縄の志向と沖縄回帰の志向とが交錯する沖縄県民の複雑な心情を吐露した。ミニトピック

板　書　例
【日本の中国侵出と韓国の植民地化】
●中国侵出…満州支配
　旅順に関東都督府の設置…関東州（＝遼東半島の租借地）の統治　　　↓A④
　南満州鉄道株式会社（満鉄）の設立（1906）…半官半民，鉄道営業・鉄鋼業など満州経営
●韓国の植民地化
　第2次日韓協約の締結（1905）…外交権接収，漢城に統監府の設置（初代統監伊藤博文）
　　　　↓ハーグ密使事件（1907）…高宗による訴え←A⑤
　第3次日韓協約の締結（1907）…内政権接収，韓国軍を解散→義兵闘争が激化←A⑤
　　　　↓伊藤博文暗殺（1909）←安重根
　韓国併合条約の締結（1910）…韓国の植民地化（韓国併合）
　　→大韓帝国を朝鮮に，漢城を京城に改称，朝鮮総督府の設置

A④

A⑤

A⑤

日
本
が
南
満
州
の
権
益
を
独
占
し
た
こ
と
で

日
米
関
係
は
悪
化
し
た
が
，
ロ
シ
ア
と
は
次

第
に
接
近
し
て
日
露
協
約
を
む
す
ん
だ
。

POINT

ア
メ
リ
カ
と
桂
・
タ
フ
ト
協
定
を
む
す
び
，

イ
ギ
リ
ス
と
は
第
２
次
日
英
同
盟
を
む
す
ん

で
，
韓
国
保
護
国
化
を
承
認
さ
せ
た
。

POINT

韓
国
植
民
地
化
の
動
き
は
，
す
で
に
日

露
戦
争
中
に
す
す
め
ら
れ
て
い
た
。

POINT

スライドにぴったり合った穴埋めプリント
授業展開スライド（日本史Ｂのみ）

1単元分10～ 20枚程度のスライドを収録

教科書本文・図版データ

自由に編集できるテスト問題 一問一答 準拠演習ノートのデータも収録

加工できるWord形式で収録 ポイントをまとめた板書例

デジタルコンテンツ収録内容のご案内
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教授用総合指導書 用語解説や発問例など，授業のヒン
トを網羅した実践的な指導書指導資料

板書例では
重要事項は
太字，発問
例の解答は
赤字で示し
ました

学習到達目標を示しました

授業展開例にも〈考えてみよう〉
や〈発問例〉を取り入れています

授業の導入やアクセントとして
利用できる，こぼれ話や豆知識
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本文や図版
のポイント
を随所に示
しました

事項や重要人物
についての解説

教科書と同じ表紙デザ
イン。教室でご活用い
ただけます

本文や図版から読み取れる
内容で作成した発問例

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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デジタルコンテンツ

第２章 二つの戦争と大日本帝国 

第１節３ 東アジアの変革 

 

１ 次の文章について，下の設問に答えましょう。 

 下関条約の調印後，ａ欧州の３か国が（ Ａ ）を清国に返還するよう日本に要求しました。日

本はこの三国干渉に応じましたが，ロシアとの戦争に向けた軍備拡張をすすめました。列強諸国は

一方で，日本への賠償金の支払いに苦しむ清国からｂ租借地や鉄道の敷設権を獲得しました。さら

に1899年，（ Ｂ ）も清国の門戸開放を提唱するなど，清国をめぐる列強間の争いは激化しました。

こうした列強の動きに対し，ｃ清国では1898年に政治改革がおこなわれました。朝鮮でも，日清戦

争後にｄ日本の介入を拒否する動きがみられたり，国王高宗のもとで改革が試みられたりしました。 

 

問１ 空欄（ Ａ ）にあてはまる地名を漢字で答えましょう。    （          ） 

 

問２ 空欄（ Ｂ ）にあてはまる国名を答えましょう。       （          ） 

 

問３ 下線部ａの国名の組み合わせとして正しいものを，次の①～④から一つ選びましょう。 

 ① ロシア，イギリス，フランス   ② ロシア，ドイツ，イギリス 

 ③ ロシア，ドイツ，フランス    ④ ドイツ，イギリス，フランス     （   ） 

 

問４ 下線部ｂに関連して，右の地図中のＸの範囲に租借地

や鉄道敷設権を獲得した国はどこですか。次の①～④か

ら一つ選びましょう。 

  ① ロシア     ② イギリス 

  ③ フランス    ④ ドイツ     （   ） 

                  

問５ 下線部ｃの改革について述べたａ・ｂの文の正誤の組

み合わせとして正しいものを，次の①～④から一つ選び

ましょう。 

ａ 議会政治を基礎とする立憲君主制の樹立をめざした 

改革が実施されました。 

  ｂ 光緒帝が改革派を弾圧したため，改革は失敗に終わ 

りました。 

 

① ａ－正   ｂ－正    ② ａ－正   ｂ－誤 
③ ａ－誤   ｂ－正    ④ ａ－誤   ｂ－誤            （   ） 

 

問６ 下線部ｄに関連した朝鮮での出来事について述べた文として誤っているものを，次の①～④か

ら一つ選びましょう。 

① 国王や王妃を中心に清国に接近する動きをみせました。 
② 王妃の閔妃が日本によって殺害されました。 
③ 反日感情が高まり，義兵闘争が全国に拡大しました。 
④ 清国・日本と対等であることを示すため国号を大韓帝国としました。     （   ） 

Ｘ

Word単元ごとの学習内容を確認
できる小テスト（全60回）テスト問題
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２ 次の文章について，下の設問に答えましょう。 

  日本では，1898年，藩閥政府に対抗するために自由党と進歩党とが合同した Ｘ が結成され，

同年，この新党を中心としたａ日本初の政党内閣が誕生しました。しかし，この内閣はわずか４か

月で崩壊し，かわってｂ（ Ａ ）が藩閥勢力を中心とした内閣を組織しました。一方，藩閥勢力

出身の元勲でありながら政党政治の必要性を感じた（ Ｂ ）は，1900年に官僚や旧自由党系など

を結集した Ｙ を組織した。 

 

問１ 空欄 Ｘ と Ｙ にあてはまる政党名の組み合わせとして正しいものを，次の①～④から一

つ選びましょう。 

  ① Ｘ＝憲政党   Ｙ＝立憲改進党     ② Ｘ＝憲政党   Ｙ＝立憲政友会 

  ③ Ｘ＝憲政本党  Ｙ＝立憲改進党     ④ Ｘ＝憲政本党  Ｙ＝立憲政友会 

（   ） 

 

問２ 下線部ａについて，問１の政党の中心人物で，この内閣の首相および内務大臣となった人物の

名をそれぞれ答えましょう。 

                             首  相（          ） 

                             内務大臣（          ） 

 

問３ 空欄（ Ａ ）にあてはまる人物名を答えましょう。      （          ） 

 

問４ 下線部ｂの内閣の政策について述べたａ・ｂの文の正誤の組み合わせとして正しいものを，次

の①～④から一つ選びましょう。 

  ａ 労働運動や農民運動の取り締まりのため，治安維持法を制定しました。 

  ｂ 軍部大臣現役武官制を導入して，政党政治に対する軍部の独立性を高めました。 

 

① ａ－正   ｂ－正    ② ａ－正   ｂ－誤 
③ ａ－誤   ｂ－正    ④ ａ－誤   ｂ－誤            （   ） 

 

問５ 空欄（ Ｂ ）にあてはまる人物名を答えましょう。      （          ） 

 

 

 

 

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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デジタルコンテンツ

一問一答              年 組 番名前         

２章１節３ 東アジアの変革（教科書ｐ.46～47）  

 

(1)下関条約の調印直後，ロシアは他の２国とともに，遼東半島を清国に 

 返還するよう日本に要求しました。他の２国とはどこですか。 

 

(2)(1)の出来事を何といいますか。 

 

(3)清国は列強諸国から圧力を受け，土地を貸し与えることもしました。 

 実質的には列強が長期間支配した，このような土地を何といいますか。 

 

(4)清国での利権獲得競争に出遅れていたため，1899 年に清国の門戸開 

 放を提唱して参入をねらった国はどこですか。 

 

(5)清国では，1898 年に光緒帝のもとで議会政治と立憲君主制の樹立を 

めざす改革がおこなわれました。この改革を何といいますか。  

 

(6)(5)の改革は，保守派のクーデターにより失敗に終わりました。保守 

 派の中心人物は誰ですか。漢字 3 字で答えよう。 

 

(7)日清戦争後にロシアに接近をはかり，1895 年に駐朝公使らの王宮侵 

 入を受けて虐殺された，朝鮮国王高宗の皇后はだれですか。 

 

(8)1897 年，朝鮮は，清国や日本などと対等な国であることを示すため 

 国号を改めました。その国号を漢字４字で答えよう。 

 

(9)1898 年，藩閥政府に対抗するために自由党と進歩党が合同してでき 

 た政党は何ですか 

 

(10)同年に(9)を中心とした日本初の政党内閣が誕生しますが，その 

首相となった人物はだれですか。 

 

(11)隈板内閣にかわって藩閥勢力を中心とした山県有朋内閣が，労働 

運動や農民運動の取り締まりのために制定した法律は何ですか。 

 

(12)山県内閣は，陸軍・海軍大臣になる資格を現役の大将か中将に限定 

 しました。この制度を何といいますか。 

 

(13)1900 年，政党政治の必要性を感じた伊藤博文が，官僚や(9)などを 

結集して組織した政党は何ですか。 

                   

           

         

           

         

           

         

           

             

       

                    

           

             

Word単元ごとの学習内容を確認できる
一問一答式の問題（全60回）一問一答
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一問一答              年 組 番名前         

３章１節１ 大正デモクラシーの広がり（教科書ｐ.62～63）  

 

(1)1905 年，日露戦争講和反対集会から暴動に発展した事件を何といい 

 ますか。 

 

(2)日露戦争後，政権を担当した藩閥を代表する政治家はだれですか。 

  

 

(3)(2)と交互に政権を担当した立憲政友会の総裁はだれですか。 

 

(4)第 1 次護憲運動の先頭に立った立憲政友会の政治家はだれですか。 

 

(5)(4)とともに第１次護憲運動の先頭に立った立憲国民党の政治家は 

だれですか。 

 

(6)第１次護憲運動により(2)の内閣が倒れた事件を何といいますか。 

漢字４字で答えよう。 

 

(7)(6)の後，山本権兵衛内閣が軍部の力をおさえるために改めた制度は 

何ですか。漢字９字で答えよう。 

 

(8)山本権兵衛内閣が倒れる原因となった海軍の汚職事件を何といいます 

か。 

 

(9)(8)の後，内閣総理大臣となった国民的な人気のあった政治家はだれ 

 ですか。 

 

(10)民本主義を提唱した,大正デモクラシーの思想を代表する学者はだれ 

ですか。 

 

(11)天皇機関説を唱えた憲法学者はだれですか。 

 

(12)貧困問題を真正面からとりあげた『貧乏物語』を連載し，評判をよ 

 んだ経済学者はだれですか。 

 

(13)「小日本主義」を唱えた『東洋経済新報』の記者はだれですか。 

 

 

(14)平塚らいてうらによって 1911 年に発刊された雑誌は何ですか。 

                     

         

             

           

                     

           

         

           

         

                 

           

           

         

           

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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デジタルコンテンツ

2

 １ 北海道　アイヌの土地と開拓の土地

1792年，ロシアのラクスマンが通商を求めて根
ね

室
むろ

に来航します。清・朝鮮・琉球・オランダ以外

との通商を認めていなかった幕府は，通商を拒
きょ

絶
ぜつ

します。徳川幕府

は，シベリア開発をすすめるロシアへの対応をせまられました。蝦
え

夷
ぞ

地
ち

のみならず，千
ち

島
しま

列島やサハリンに暮らしていたアイヌの人々

は，和
わ

人
じん

が経営する漁場などで働くようになっていました。幕府や

松
まつ

前
まえ

藩
はん

は，次第にアイヌの人々への支配を強めていきました。1854

年，日
にち

露
ろ

和
わ

親
しん

条約の締
てい

結
けつ

，箱
はこ

館
だて

開港の後，幕府は蝦夷地を直
ちょっ

轄
かつ

地
ち

と

し，同
どう

化
か

政策をはじめました。

1869年，五
ご

稜
りょう

郭
かく

の旧幕府軍が降
こう

伏
ふく

し，戊
ぼ

辰
しん

戦争

が終
しゅう

結
けつ

すると，明治新政府は松前藩が支配してい

た和人地と，アイヌが暮らしていた蝦夷地・択
えと

捉
ろふ

など島々をあわせ

て「北海道」と改称しました。開
かい

拓
たく

使
し

がおかれ，北海道支配の中心

となりました。

アイヌに対しては，戸
こ

籍
せき

法を適用して「平
へい

民
みん

」に登録すると同時

に，アイヌ独自の文化である入
いれ

墨
ずみ

や耳
みみ

輪
わ

を禁止しました。また，東

京にある開拓使のもとに教育所を設け，アイヌを東京によびよせて

教育しようとしました。1875年の樺
から

太
ふと

・千
ち

島
しま

交換条約などでロシ

アとの国境画
かく

定
てい

がすすむとともに，千島やサハリンに暮らしていた

アイヌの人々は強制移住させられました。1878年，開拓使はアイ

ヌを「旧
きゅう

土
ど

人
じん

」と呼称することに決定したのです。

開拓使は碁
ご

盤
ばん

目
め

状に整備された都市・札
さっ

幌
ぽろ

に移り，

北海道開拓政策をすすめていきました。1876年

には高等教育機関として札幌農学校（現在の北海道大学）が開校し，

外国人教師による教育がおこなわれました。初期開拓の中心は各地

域で暮らしに困
こん

窮
きゅう

した士
し

族
ぞく

や，屯
とん

田
でん

兵
へい

とよばれる人々でした。

1875年，札幌近
きん

郊
こう

の琴
こと

似
に

に最初の屯田兵村がうまれます。また

集
しゅう

治
じ

監
かん

（刑
けい

務
む

所
しょ

）が設置され，囚
しゅう

人
じん

たちも道路建設などの苛
か

酷
こく

な労

働を強いられました。北海道内の土木工事現場における劣
れつ

悪
あく

な環境

のもとでの労働を，「タコ（部屋）労働」といいます。なかには鎖
くさり

をつけたまま葬
ほうむ

られた人もおり，1970年代以降，彼らの歴史を掘

りおこして供
く

養
よう

する，民衆史運動がさかんになりました。

近世後期の
蝦夷地

→トピック

明治維新と
アイヌ

❶

開拓と屯田兵

❷

❶北海道では長く道議会がひ
らかれませんでした。また，
衆議院議員選挙法や徴

ちょう
兵
へい

令な
ども遅れて実施されました。
大日本帝国憲法以後に領土と
なった植民地に対し，「国内
植民地」（内国植民地）とよ
びます。

地
域
か
ら
み
た
日
本

❷札幌農学校はすぐれた教育
で著名でした。英語で授業が
おこなわれ，キリスト教が生
徒に大きな影響を与えました。
代表的な教師にクラークがお
り ，「 B o y s ， b e 
ambitious」（少年よ，大

たい
志
し

を抱け）で知られています。

Topic
松前藩とアイヌ

近世の蝦夷地を支配した
のは松前藩でした。松前藩
は年

ねん
貢
ぐ

ではなくアイヌとの
交易権を収入の基礎にして
いたので，多くの利益を得
ようと，アイヌから海産物
などを安く買いたたいてい
ました。近世後期には，本
土の商人の交易を請け負わ
せる制度をつくり，アイヌ
支配はより苛酷なものとな
りました。1789年には，
東蝦夷地クナシリ・メナシ
でアイヌの抵抗運動がおこ
っています。

地域史学習にもご利用
いただけます授業プリント Word PDF

解説編
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❹違
い
星
ぼし
北
ほく
斗
と
（1901～29）

はアイヌの社会運動家であり
歌
か
人
じん
でもありました。道内の

アイヌコタンをまわり，アイ
ヌの地位向上のための団結を
訴えました。

❸アイヌの文化はイオマンテ
とよばれる「クマ送り儀礼」
を中心にして形づくられてい
ます。クマに対する信仰，
「クマ送り儀礼」は，ヨーロ
ッパ北部やカナダなど広く北
極圏に暮らす人々にひろがっ
ています。

1882年に開拓使は廃止され，北海道庁がおかれ

ました。1899年，北海道旧土人保護法が制定され，

アイヌの人々への農業の強制，土地利用への制限などが決められま

した。アイヌ学校（旧土人学校）も設置されましたが，一般の学校

とは異なり，地理・歴史などはおこなわれず，「忠
ちゅう

君
くん

愛
あい

国
こく

」の修
しゅう

身
しん

が重視され，アイヌ語やアイヌ風
ふう

俗
ぞく

は禁止されて日本語による教育

がおこなわれました。アイヌの文化を否定する政策が実施されてい

ったのです。

こうしたなかでアイヌの文化をみつめなおす動き

も出てきました。知
ち

里
り

幸
ゆき

恵
え

は，旭
あさひ

川
かわ

のアイヌコタ

ンで育ち，祖母らが語るユーカラに親しみ，ノートに記録していき

ます。旭川周辺には多くのアイヌの土地がありましたが，軍隊の駐
ちゅう

屯
とん

によってうばわれていました。この地域のアイヌは長くみずから

の土地の返
へん

還
かん

運動を続けていきます。幸恵の仕事は，アイヌの言語

を研究する金
きん

田
だ

一
いち

京
きょう

助
すけ

らの支援もあって，1923年，『アイヌ神
しん

謡
よう

集』にまとめられました。1930年には北海道アイヌ協会が設立，

翌年には全
ぜん

道
どう

アイヌ青年大会が開
かい

催
さい

され，アイヌの人々の自己主張

がはじまります。しかし，戦時中は「同じ日本人」としての側面が

強調され，戦争に動員されていくことになりました。

戦後の北海道は，釧
くし

路
ろ

湿
しつ

原
げん

に代表されるように新

しい農業開拓地として注目を集めました。1960

年代には知
しれ

床
とこ

などの観光地が人気となり，アイヌの伝統的な祭りな

ども観光資源とみなされるようになりました。しかし，アイヌに対

する差別は続き，1961年には北海道アイヌ協会が会員の心理的抵

抗をやわらげるため，北海道ウタリ協会に改称しています。

アイヌの人々は，共有地の返還運動や先住民としての権利獲得の

運動をおこなっていきます。1994年には，アイヌ初の国会議員が

誕生しました。アイヌが古くから暮らしていた二
に

風
ぶ

谷
だに

でのダム建設

に対しては建設差し止め訴
そ

訟
しょう

がおこなわれましたが，1997年の判

決でダム工事のための土地収用は違法，アイヌを先住民族とする判

決が出されました。北海道旧土人保護法も廃止され，アイヌ文化振
しん

興
こう

法が制定されました。

2008年には第一回先住民サミットが札幌市などでひらかれ，国

会もアイヌを先住民族と認める決議をおこなっています。

北海道旧土人
保護法

❸

知里幸恵の
試み

→人物

❹

戦後の北海道
とアイヌ

金
きん
田
だ
一
いち
京
きょう
助
すけ
●1882～1971

知
ち
里
り
真
ま
志
し
保
ほ
●1909～61

京助は岩手県出身の言語
学者で，アイヌ語学研究の
第一人者です。アイヌ「ユ
ーカラ」を筆録・研究し，
知里幸恵『アイヌ神謡集』
刊行に力を尽くしました。
真志保は幸恵の弟。京助の
もとで学び，アイヌ語研究
の基礎をきずきました。

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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 １ 北海道　アイヌの土地と開拓の土地…問題編

1792年，〔　①　〕のラクスマンが通商を求めて

根
ね

室
むろ

に来航します。清・朝鮮・琉球・オランダ以

外との通商を認めていなかった幕府は，通商を拒
きょ

絶
ぜつ

します。徳川幕

府は，シベリア開発をすすめる〔①〕への対応をせまられました。

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

のみならず，千
ち

島
しま

列島やサハリンに暮らしていたアイヌの

人々は，和
わ

人
じん

が経営する漁場などで働くようになっていました。幕

府や〔　②　〕は，次第にアイヌの人々への支配を強めていきまし

た。1854年，〔　③　〕の締
てい

結
けつ

，箱
はこ

館
だて

開港の後，幕府は蝦夷地を直
ちょっ

轄
かつ

地
ち

とし，〔　④　〕をはじめました。

1869年，〔　⑤　〕の旧幕府軍が降
こう

伏
ふく

し，戊
ぼ

辰
しん

戦

争が終
しゅう

結
けつ

すると，明治新政府は〔②〕が支配して

いた和人地と，アイヌが暮らしていた蝦夷地・択
えと

捉
ろふ

など島々をあわ

せて「北海道」と改称しました。〔　⑥　〕がおかれ，北海道支配

の中心となりました。

アイヌに対しては，戸
こ

籍
せき

法を適用して「平
へい

民
みん

」に登録すると同時

に，アイヌ独自の文化である入
いれ

墨
ずみ

や耳
みみ

輪
わ

を禁止しました。また，東

京にある〔⑥〕のもとに教育所を設け，アイヌを東京によびよせて

教育しようとしました。1875年の〔　⑦　〕などで〔①〕との国

境画
かく

定
てい

がすすむとともに，千島やサハリンに暮らしていたアイヌの

人々は強制移住させられました。1878年，〔⑥〕はアイヌを「旧
きゅう

土
ど

人
じん

」と呼称することに決定したのです。

〔⑥〕は碁
ご

盤
ばん

目
め

状に整備された都市・札
さっ

幌
ぽろ

に移り，

北海道開拓政策をすすめていきました。1876年

には高等教育機関として〔　⑧　〕（現在の北海道大学）が開校し，

外国人教師による教育がおこなわれました。初期開拓の中心は各地

域で暮らしに困
こん

窮
きゅう

した士
し

族
ぞく

や，〔　⑨　〕とよばれる人々でした。

1875年，札幌近郊の琴
こと

似
に

に最初の〔⑨〕村がうまれます。また

集
しゅう

治
じ

監
かん

（刑
けい

務
む

所
しょ

）が設置され，囚
しゅう

人
じん

たちも道路建設などの苛
か

酷
こく

な労

働を強いられました。北海道内の土木工事現場における劣
れつ

悪
あく

な環境

のもとでの労働を，「タコ（部屋）労働」といいます。なかには鎖
くさり

をつけたまま葬
ほうむ

られた人もおり，1970年代以降，彼らの歴史を掘

りおこして供
く

養
よう

する，〔　⑩　〕がさかんになりました。

近世後期の
蝦夷地

明治維新と
アイヌ

開拓と屯田兵

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

問題編
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1882年に〔⑥〕は廃止され，北海道庁がおかれ

ました。1899年，〔　⑪　〕が制定され，アイヌ

の人々への農業の強制，土地利用への制限などが決められました。

〔　⑫　〕（旧土人学校）も設置されましたが，一般の学校とは異

なり，地理・歴史などはおこなわれず，「忠
ちゅう

君
くん

愛
あい

国
こく

」の修
しゅう

身
しん

が重視

され，アイヌ語やアイヌ風
ふう

俗
ぞく

は禁止されて日本語による教育がおこ

なわれました。アイヌの文化を否定する政策が実施されていったの

です。

こうしたなかでアイヌの文化をみつめなおす動き

も出てきました。〔　⑬　〕は，旭
あさひ

川
かわ

のアイヌコ

タンで育ち，祖母らが語るユーカラに親しみ，ノートに記録してい

きます。旭川周辺には多くのアイヌの土地がありましたが，軍隊の

駐
ちゅう

屯
とん

によってうばわれていました。この地域のアイヌは長くみずか

らの土地の返
へん

還
かん

運動を続けていきます。〔⑬〕の仕事は，アイヌの

言 語 を 研 究 す る〔　 ⑭　〕 ら の 支 援 も あ っ て，1923年，

『〔　⑮　〕』にまとめられました。1930年には〔　⑯　〕が設立，

翌年には全
ぜん

道
どう

アイヌ青年大会が開
かい

催
さい

され，アイヌの人々の自己主張

がはじまります。しかし，戦時中は「同じ日本人」としての側面が

強調され，戦争に動員されていくことになりました。

戦後の北海道は，釧
くし

路
ろ

湿
しつ

原
げん

に代表されるように新

しい農業開拓地として注目を集めました。1960

年代には知
しれ

床
とこ

などの観光地が人気となり，アイヌの伝統的な祭りな

ども観光資源とみなされるようになりました。しかし，アイヌに対

する差別は続き，1961年には〔⑯〕が会員の心理的抵抗をやわら

げるため，〔　⑰　〕に改称しています。

アイヌの人々は，共有地の返還運動や先住民としての権利獲得の

運動をおこなっていきます。1994年には，アイヌ初の国会議員が

誕生しました。アイヌが古くから暮らしていた〔　⑱　〕でのダム

建設に対しては建設差し止め訴
そ

訟
しょう

がおこなわれましたが，1997年

の判決でダム工事のための土地収用は違法，アイヌを先住民族とす

る判決が出されました。〔⑪〕も廃止され，〔　⑲　〕が制定されま

した。

2008年には第一回〔　⑳　〕が札幌市などでひらかれ，国会も

アイヌを先住民族と認める決議をおこなっています。

北海道旧土人
保護法

知里幸恵の
試み

戦後の北海道
とアイヌ

⑪

⑫

 

 

 

 

⑬

 

 

 

⑭

⑮

⑯

 

 

 

 

⑰

 

⑱

 

⑲

⑳

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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 7 瀬戸内　戦争の海　平和の海

中国地方と四国にはさまれた瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

の近現代史

は，「戦争と平和」のなかでゆれうごいていまし

た。前近代以来，この地域は，列島のモノや人を運ぶ船が行きかう

大動脈でした。中世の日
にっ

宋
そう

貿易や日
にち

明
みん

貿易のルートでもありました。

他方で，多くの水軍がこの地域を根
こん

拠
きょ

地
ち

としていました。彼らは，

武
ぶ

装
そう

集団であると同時に，貿易もおこなう海の民でした。近世には，

この海を通って日本各地の物産も，大坂に運ばれて来たのです。朝
ちょう

鮮
せん

通
つう

信
しん

使
し

が通った道でもありました。

瀬戸内海は，幕末下
しもの

関
せき

での四
し

国
こく

連
れん

合
ごう

艦
かん

隊
たい

との戦い，

第２次長
ちょう

州
しゅう

征
せい

討
とう

（1866年）から戦争に大きくか

かわる海になっていきました。山がちな地域に多くの島々がある瀬

戸内海地域では，はやくから出
で

稼
かせ

ぎがさかんでした。また，海外移

民の数も多かったので，人の移動にとっても，戦争と平和の問題は

無視できないものでした。

日
にっ

清
しん

戦争のときには広島に大
だい

本
ほん

営
えい

がおかれます。近現代日本の戦

争のたびに，宇
う

品
じな

港からは兵士をのせた輸送船が出発していきまし

た。広島の呉
くれ

には海軍の基地がおかれ，軍
ぐん

艦
かん

の造船所もありました。

大
おお

久
く

野
の

島
しま

には毒ガス製造工場がつくられました。こうして瀬戸内海

は，軍隊をささえ，戦争に大きくかかわる地域になっていきました。

1945年8月6日，広島に原
げん

子
し

爆
ばく

弾
だん

が投下されます。軍事施
し

設
せつ

や軍工

場などが集中していた広島がねらわれたのです。

戦後，広島は「平和都市」として復
ふっ

興
こう

していきま

す。1955年には，世界ではじめての原水爆禁止

世界大会がひらかれました。1970年には下関と朝鮮半島南部の釜
プ

山
サン

がフェリーでむすばれ，日本と韓国の交流のかけはしとなってい

きます。しかし同時に，山口県岩
いわ

国
くに

のように，現在でもアメリカ軍

の基地がおかれている場所もあります。ベトナム戦争のさいには，

岩国で活発な反戦運動がおこなわれました。1996年，世界遺
い

産
さん

に

登録された広島市産業奨
しょう

励
れい

館
かん

（原爆ドーム）は，「戦争と平和の

海」瀬戸内海地域をも象
しょう

徴
ちょう

しています。

人の流れ，
モノの流れ

軍都広島

❶

❷

平和と軍事の
せめぎあい

❶1899～1937年の累
るい
計
けい
で，

広島県は移民数第１位を占め
ました。第２位は沖縄県です。

❷明治天皇も広島に行き，議
会もひらかれました。同時に
広島・宇品には戒

かい
厳
げん
令
れい
がしか

れました。

解説編
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 7 瀬戸内　戦争の海　平和の海…問題編

中国地方と四国にはさまれた瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

の近現代史

は，「戦争と平和」のなかでゆれうごいていまし

た。前近代以来，この地域は，列島のモノや人を運ぶ船が行きかう

大動脈でした。中世の〔　①　〕や〔　②　〕のルートでもありま

した。他方で，多くの水軍がこの地域を根
こん

拠
きょ

地
ち

としていました。彼

らは，武
ぶ

装
そう

集団であると同時に，貿易もおこなう海の民でした。近

世には，この海を通って日本各地の物産も，大坂に運ばれて来たの

です。〔　③　〕が通った道でもありました。

瀬戸内海は，幕末下
しもの

関
せき

での〔　④　〕との戦い，

第２次〔　⑤　〕（1866年）から戦争に大きくか

かわる海になっていきました。山がちな地域に多くの島々がある瀬

戸内海地域では，はやくから出
で

稼
かせ

ぎがさかんでした。また，海外移

民の数も多かったので，人の移動にとっても，戦争と平和の問題は

無視できないものでした。

〔　⑥　〕のときには広島に大
だい

本
ほん

営
えい

がおかれます。近現代日本の

戦争のたびに，宇
う

品
じな

港からは兵士をのせた輸送船が出発していきま

した。広島の呉
くれ

には海軍の基地がおかれ，軍
ぐん

艦
かん

の造船所もありまし

た。大
おお

久
く

野
の

島
しま

には毒ガス製造工場がつくられました。こうして瀬戸

内海は，軍隊をささえ，戦争に大きくかかわる地域になっていきま

した。1945年8月6日，広島に〔　⑦　〕が投下されます。軍事施
し

設
せつ

や軍工場などが集中していた広島がねらわれたのです。

戦後，広島は「平和都市」として復
ふっ

興
こう

していきま

す。1955年には，世界ではじめての〔　⑧　〕

がひらかれました。1970年には下関と朝鮮半島南部の釜
プ

山
サン

がフェ

リーでむすばれ，日本と韓国の交流のかけはしとなっていきます。

しかし同時に，山口県岩
いわ

国
くに

のように，現在でもアメリカ軍の基地が

おかれている場所もあります。〔　⑨　〕のさいには，岩国で活発

な反戦運動がおこなわれました。1996年，世界遺
い

産
さん

に登録された

広島市産業奨
しょう

励
れい

館
かん

（〔　⑩　〕）は，「戦争と平和の海」瀬戸内海地

域をも象
しょう

徴
ちょう

しています。

人の流れ，
モノの流れ

軍都広島

平和と軍事の
せめぎあい

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

問題編
新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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①
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4
年
，
地
図
中
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開
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装
蜂
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。
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。

①
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。
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で
日
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に
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半
島
の

名
を
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な
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い
。

③
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7
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，
朝
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は
国
号
を
改
め
た
。
こ
の
国

号
を
書
き
な
さ
い
。

白地図ワーク 教科書掲載の地図を
使った作業問題
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デジタルコンテンツ 歴史地図問題

歴史地図問題 2 中世 教科書 p.70，82，86 

 

【問題 1】13～15 世紀頃の東アジアに関し，それぞれの問いの答えにあたる地名などを答えなさい。 

〈A〉 ①13 世紀後半の中国大陸と朝鮮半島には，どんな国 （□□ ） があったか

記入しなさい。                        A      B      

②1274 年の文永の役で，モンゴル軍が日本にやってきたルートを記入しなさ

い。 

③鎌倉幕府が，元軍防御のためにつくらせた石塁 （石築地） は，どこの湾に

あるか。                                            

〈B〉 ④14～15 世紀頃の中国大陸と朝鮮半島には，どんな国 

（□□ ） があったか記入しなさい。 

                            A     B     

⑤14 世紀後半からはげしくなった倭寇の取り締まり対策と

して，李成桂の政府は 1419 年に「応永の外寇」として

倭寇の根拠地であるここを襲撃した（地図番号と一致）。 

                            

⑥⑦⑧倭寇対策として日朝貿易がおこなわれ，「三浦」とい

う 3 つの港が指定された（地図番号と一致）。              ⑥       ⑦       ⑧        

⑨⑩⑪倭寇対策もかねて，1401 年に日本と中国の貿易がはじまった。そのルート上にある主な港町の名前を記

入しなさい（地図番号と一致）。                        ⑨       ⑩       ⑪        

⑫この地は 15 世紀初め統一国家が成立し，東アジア世界 （中国・朝鮮・日本） と東南アジア世界 （シャム・マ

ラッカなど） とをむすぶ交易ルートの要となった（地図番号と一致）。                           

【問題 2】地図中の空欄の主な中世の都市名 （A～N） を記入しなさい。 
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歴史地図問題 5 近代 2 教科書 p.188-191，196，207-209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題 1】第 1 次世界大戦前後の国際環境について，地図①～⑮に対応する以下の問いに答えなさい。 

①20 世紀初頭のドイツの世界政策構想だが，その関係は何とよばれるか。 

②20 世紀初頭のイギリスの世界政策構想だが，その関係は何とよばれるか。 

③1911 年，孫文らの中国同盟会による革命で清王朝は倒れアジア初の共和国ができた。 

④1914 年 8 月，日本は日英同盟を根拠にドイツに宣戦布告し参戦した。そして中国にあるドイツ権益を得ようとし

た。 

⑤日本は 1915 年 1 月，中国政府に中国の主権を侵すことになる要求を強要した。 

⑥1917 年 11 月，レーニンらの指導の下，世界初の社会主義国家がつくられた。 

⑦欧米諸国と日本は，1918 年 8 月からソヴィエト政府を阻止しようと戦争をした。 

⑧⑦の戦争を見越した米の買い占めを機に「越中女房一揆」がおき，全国に波及した。 

⑨1918 年 11 月に終わった第 1 次大戦の講和会議が翌年からパリではじまり，条約が結ばれた。 

⑩1919 年 3 月，朝鮮で日本の植民地政策への大規模な抵抗運動がおきた。 

⑪⑨で日本の主張通りになることがわかると，中国で大規模な日本への抗議運動がはじまった。 

⑫1919 年 5 月，インドでガンディによるイギリス支配への抵抗運動がはじまった。 

⑬1920 年，スイスのジュネーヴに本部を置く，世界初の平和のための国際機関がつくられた。 

⑭1921 年 11 月から国際会議が開かれ，4 か国条約，9 か国条約・海軍軍縮条約がむすばれた。 

⑮1928 年，「戦争は違法」とするはじめての国際法がむすばれ，日本も翌年批准した。 

地理的知識の確認ができる問題�（309高校日本史A新訂版　全９回）�
（311高校日本史B新訂版　全６回）

Word

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ

20-27_日本史指導資料のご案内_本文.indd   21 2018/03/15   14:59



22

デジタルコンテンツ 一問一答

第 1 章 一問一答問題 

■問題…………………………………………………………………………………… 

①湖底からナウマンゾウの牙やオオツノジカの角が発見されたのは，どの県に位置し

ている何という湖か。 
②沖縄県で発見された旧石器時代の化石人骨を何というか。 
③槍とナイフの刃部として使用し，切れ味がにぶると刃を交換できるため移動生活に

適していた打製石器とは何か。 
④手足を折り曲げて埋葬する縄文時代の風習を何というか。 
⑤縄文時代に装身具として用いられ，新潟県姫川などで産出された石材を何という

か。 
⑥紀元前 4 世紀ごろに水稲農耕がはじまったことがうかがえる佐賀県の遺跡を答えな

さい。 
⑦弥生土器のうち，おもに煮炊き用として使われたのは何か。 
⑧弥生文化は南西諸島では定着せず，漁労中心の独自な文化が展開した。この文化

を何というか。 
⑨弥生時代から脱穀に用いられた道具は，木臼と何か。 
⑩弥生時代にみられる墓制で，遺体を一度土葬や風葬などで白骨化させ，その骨を

壺形土器におさめて埋葬した墓を何というか。 
⑪紀元前 1 世紀ごろには倭人の社会は百余りの国にわかれていたと記している中国

の史書は何か。 
⑫『後漢書』東夷伝によると，倭の奴国の王が印綬（金印）を与えられたという。誰から

与えられたか。 
⑬紀元 1 世紀ごろに近畿・東海で祭器として用いられていた青銅器を何というか。 
⑭卑弥呼は 239 年，魏に使いを送り，何という称号を与えられたか。 
⑮大阪府百舌鳥・古市古墳群に位置している巨大な前方後円墳は，大仙古墳と何と

いう古墳か。 
⑯前期の古墳でみられる縁の断面が三角形をした神や獣の形を鋳出した青銅鏡を何

というか。 
⑰7 世紀の終末期古墳のなかで，唐の影響を受けた壁画で有名な古墳は，奈良県キ

トラ古墳と何という古墳か。 
⑱楽浪郡，帯方郡を滅ぼした国はどこか。 
⑲ヤマト政権の倭王武とは，のちに何という天皇として名づけられたか。 
⑳ワカタケル大王という文字が刻まれた鉄剣が発見されたのは，埼玉県の何という古

墳か。 
㉑5 世紀ごろ朝鮮半島から伝わった，硬質で陶質の土器を何というか。 
㉒国造などの領域内に設定されたヤマト政権の直轄地を何というか。 
㉓氏姓制度で，各氏の家柄や勢力に応じて与えられた身分を何というか。 
㉔被疑者の罪の有無，訴訟当事者の主張の真偽を熱湯に手を入れさせて判断する

呪術的な風習を何というか。 
㉕古墳時代中期にみられる，中小の古墳がかたまってつくられたものを何というか。 

■解答欄…………… 

①             

②             

③             

④             

⑤             

⑥             

⑦             

⑧             

⑨             

⑩             

⑪             

⑫             

⑬             

⑭             

⑮             

⑯             

⑰             

⑱             

⑲             

⑳             

㉑             

㉒             

㉓             

㉔             

㉕             
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単元ごとの学習内容を確認できます�（309高校日本史A新訂版　全７回）�
（311高校日本史B新訂版　全11回）

Word

第 10 章 一問一答問題 

■問題…………………………………………………………………………………… 
①ポツダム宣言にもとづき，日本占領のために設けられた連合国軍の司令部を，アル

ファベットの頭文字 3 文字で何というか。 
②寄生地主を認めず，高率小作料から農民を解放して，自作農創設をめざした。この

改革を何というか。 
③持株会社を解体して株式の民主化をはかり，財閥家族の支配力の排除をめざした

改革を何というか。 
④最低賃金や労働時間などの労働条件を規定した法律を何というか。 
⑤幣原内閣総辞職後の総選挙で第一党になった自由党の総裁は誰か。 
⑥義務教育 9 年制と男女共学などを定めた，1947 年に制定された法律を何というか。 
⑦1948 年 12 月，GHQ は日本経済の自立と復興を目的として，徴税の強化や物価統

制など 9 項目を発表した。これを何というか。 
⑧財政支出を抑えた超均衡予算や，貿易安定のための単一為替レートの設定など，

日本経済を安定させるための財政金融政策を何というか。 
⑨朝鮮戦争開始前後から，共産党員やその同調者が公職や教職，職場から追放され

た。この出来事を何というか。 
⑩朝鮮戦争に出撃した在日米軍にかわって，日本の治安を維持するために創設され

た軍事組織を何というか。 
⑪朝鮮戦争開始後，米軍から武器や繊維製品などの軍需品の発注が増え，日本経

済が復興するきっかけをつくった。この特別需要を何というか。 
⑫サンフランシスコ平和条約の調印と同じ日に，米軍の駐留などを定めた日米間の条

約を何というか。 
⑬1952 年に調印され，駐留米軍施設の無償提供など，在日米軍の配備などに関する

細目を定めた協定を何というか。 
⑭第 2 次世界大戦における日ソ間の戦争状態を終結させた，1956 年の宣言を何とい

うか。 
⑮1960 年，日米安全保障条約が改定され，相互の防衛義務や核兵器持ちこみの際

の事前協議制などが定められた。条約を何というか。 
⑯新安保条約と同時に締結された，在日米軍の施設や軍人の地位に関する協定を

何というか。 
⑰安保改定後，辞職した岸信介にかわり首相になった人物で，「国民所得倍増計画」

を打ち出して，高度経済成長政策を推進した人物は誰か。 
⑱四大公害訴訟のうち，富山県神通川流域で発生したカドミウムによってひきおこされ

た中毒症を何というか。 
⑲1968 年に実施された琉球政府主席公選で，施政権の即時無条件全面返還を主張

し，当選した人物は誰か。 
⑳1965 年に日本と大韓民国との間で調印された，外交関係の樹立などを定めた条約

を何というか。 
㉑「公開・自主・民主」の原子力の平和利用三原則を掲げて制定された，原子力行政

の基本法を何というか。 

■解答欄…………… 

①              

②              

③              

④              

⑤              

⑥              

⑦              

⑧              

⑨              

⑩              

⑪              

⑫              

⑬              

⑭              

⑮              

⑯              

⑰              

⑱              

⑲              

⑳              

㉑              

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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デジタルコンテンツ 章末問題

第 1 章 章末問題 
 
1 次の史料を読み，設問に答えよ。 
第三条 下田

し も だ

・箱館
はこだて

の港の外
ほか

，次にいふ所の場所を左の期限より開くべし。【 ① 】・長崎
ながさき

・

新潟
にいがた

・兵庫
ひょうご

（期限略） 
第四条 総

すべ

て国地に輸入輸出の品々，別冊
べっさつ

の通
とおり

，日本役所へ運上
うんじょう

を納
おさ

むべし。 
第六条 【 ② 】人に対し，法を犯せる亜米

あ め

利加
り か

人は，亜米利加コンシュル裁断所にて吟味
ぎ ん み

の上，亜米利加の法度
は っ と

を以て罰すべし。亜米利加人へ対し，法を犯したる日本人は，日本役

人糺ただしの上，日本の法度を以て罰すべし。 
問 1 この条約名を答えよ。 
問 2 この条約を締結したときの幕府の権力者はだれか。 
問 3 【 ① 】に入る地名を答えなさい。 
問 4 第四条が日本にとって不平等とされるのはなぜか。 
問 5 【 ② 】に適語を入れなさい。 
問 6 開国後の 1865 年の貿易について，日本の最大の輸入品，日本の最大の輸出品，日本

の最大の貿易相手国，日本の最大の貿易港を答えよ。 
問 7 開国後の物価上昇に対して，幕府が出した命令はなにか。 
問 8 開国後，国外に金が大量に流出したのはなぜか。 
 
問 1  問 2  問 3  

問 4  

問 5  

問 6  

問 7  問 8  
2 （ア）～（カ）の文章は，幕末の情勢について述べた文である。以下の問題に答えよ。 
（ア） 将軍徳川家茂と皇女和宮を結婚させる政策を実行した。 
（イ） 薩摩藩と長州藩は坂本竜馬や中岡慎太郎の仲介によって同盟を結んだ。 
（ウ） 一橋派や条約調印反対派を井伊直弼が弾圧したことに憤激した水戸浪士たちは，井

伊直弼を暗殺した。 
（エ） 会津・薩摩藩が中心となり，長州勢と尊攘派の公家を京都から追放し，尊攘派の朝

廷への影響力を奪った。 
（オ） 島津久光によって改革がおこなわれ，幕府に新たな役職が設置された。 
（カ） 禁門の変の後，長州藩は朝敵として幕府に追撃を受け降伏した。 
問 1 （ア）～（カ）の文が示す事件名を書きなさい。 
問 2 （ア）～（カ）の出来事を時代の古い順に並べ替えなさい。 
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問 3 小御所会議における決定事項を書きなさい。 

問 1 
ア  イ  ウ  エ  
オ  カ  

問 2 →      →      →      →      → 

問 3  

 
3 以下の文章を読み設問に答えなさい。 
1866 年に誕生した新政府は，1868 年 （ ア ） の戦いから五稜郭の戦いまで続く 

（ イ ） で旧幕府軍と戦うこととなった。（ ア ） の戦いに勝利して畿内を制圧し

た新政府は，関東，東北，箱館へと軍をすすめた。一方，旧幕府軍側の動きでは，特に東北

と北越の諸藩が （ ウ ） を結成して新政府に対抗するなど，強固な姿勢を示したが新

政府軍にやぶれ，1869 年 5 月に榎本武揚が五稜郭の戦いに敗れて降伏し，（ イ ） は

終結した。 
この戦争のさなか，新政府は対外向けに （ エ ） を発布し，民衆へは （ オ ） を

掲げ，方針を示した。続いて閏 4 月，（ カ ） で太政官制を定め，新政府の仕組みを整

えた。さらに江戸を （ キ ） と改め，元号を明治にかえ，天皇一代は同じ元号を用い

る （ ク ） を採用することを決めた。 
新政府は中央集権化をめざし，土地と人民を朝廷に返す （ ケ ） を実施し，さらに御

親兵の武力を背景に廃藩置県を断行した。廃藩置県によって，新政府が府知事・県令を任命

し派遣することが可能となり，中央集権的な権力がここに確立した。 
問 1 文中の空欄 （ ア ） ～ （ ケ ） に適語を入れなさい。 
問 2 下の図Ａ～Ｄは中央官制図である。この中で廃藩置県後の中央官制はどれか，選びな

さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 1 
ア  イ  ウ  エ  
オ  カ  キ  ク  
ケ  

問 2  

各章のまとめの問題を設定しました�（309高校日本史A新訂版　全７回）�
（311高校日本史B新訂版　全11回）

Word

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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デジタルコンテンツ 定期試験問題

第１回定期試験 

教科書 p.12～61 

１ 次の文章の空欄に適語を入れなさい。 

 藤原氏は，不比等の時代に律令の編さんなどに功績をあげ，宮廷内における地位を固めた。その後，

天武天皇の孫の（ ① ）を自殺に追いこみ，不比等の娘，光明子を聖武天皇の皇后にたてた。しかし

疫病の流行によって不比等の４子があいついで亡くなると，皇族出身の（ ② ）が権力をにぎった。

これに対して藤原広嗣が九州で反乱をおこしたが敗北した。政界の動揺が続くなかで，（ ③ ）天皇は

仏教の力を借りて社会の混乱をしずめようと考え，741 年に（ ④ ）建立の詔を，743 年には大仏造

立の詔を出した。 
 光明皇太后の信任を得た（ ⑤ ）が権力をにぎると，（ ② ）の子の奈良麻呂が反乱をくわだてた

が，失敗した。光明皇太后の死後，僧（ ⑥ ）が孝謙上皇の信頼を得ると，（ ⑤ ）が反乱を企てた

が失敗した。（ ⑥ ）は法王となり天皇の位につこうとしたが，（ ⑦ ）や和気清麻呂らに妨げられ，

下野国の薬師寺に追放された。（ ⑧ ）天皇のあとを継いだ桓武天皇は 784 年に（ ⑨ ）に遷都し

政治改革に乗り出した。ところが，造営事業の責任者である（ ⑩ ）が暗殺される事件などがおき，

794 年にはより大規模な平安京に遷都した。 
① ②  ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩  

 
２ 次のＡ～Ｄの史料を読み，下の設問に答えなさい。 

Ａ 使を遣わして上表して曰く，「封国は偏遠にして，藩を外に作す。昔より祖彌躬

ら甲冑を擐き，山川を跋渉して，寧所に遑あらず…」 

Ｂ 夫れ（ ① ）海中に倭人有り，分れて百余国を為す。歳時を以て来り献見す

と云ふ。 

Ｃ 其の国，本亦男子を以てと為す。住まること七，八十年。倭国乱れ，相攻伐す

ること歴年，乃ち共に一女子を立てて王と為す。名を（ ② ）と曰ふ。 

Ｄ 建武中元二年，倭の奴国，貢を奉じて朝賀す。使人，自ら大夫と称す。倭国の

極南界なり。光武，賜ふに印綬を以てす。 
問１ 史料Ａは倭王武の上表文であるが，『日本書記』などによれば武は何天皇にあたるか。 
問２ 史料Ａの上表文は中国の何という王朝に提出されたものか。 
問３ 史料Ｂの空欄①に適語を入れなさい。 
問４ 史料Ｃの「其の国」とは何という国か。 
問５ 史料Ｃの空欄②に適語を入れなさい。 
問６ 史料Ｄの印綬（金印）に刻まれていた漢字５文字を書きなさい。 
問７ 史料Ｄの印綬の授与が奴国王にとってどのような意味があるのか説明しなさい。 
問８ 史料Ａ～Ｄを年代の古い順に並び変えなさい。 
問 1 問 2 問 3 問 4 

問 5 問 6 

問 7 問 8 
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３ 次の文章の空欄にあてはまる言葉を，下の語群から記号で選びなさい。 

 10 世紀ころから，貴族や寺社などが所有する荘園は，納税免除の（ ① ）が認められるようになっ

た。このような荘園を（ ② ）という。公領の耕地では，（ ③ ）とよばれる課税単位に編成され，

（ ④ ）とよばれる有力農民が，（ ⑤ ）・臨時雑役などの納税を請け負う形式に変わった。11 世紀

になると，大規模な経営地をもつ（ ⑥ ）のなかから，農民を使って開発をすすめ，（ ⑦ ）となる

者もあらわれた。彼らのなかには，税の免除を求めて，開墾地を中央の貴族や寺社に（ ⑧ ）して国

免荘とする者も多かった。政府は国免荘の拡大をおさえるため，荘園整理令をたびたび発した。1068
年に即位した（ ⑨ ）天皇は，翌年に（ ⑩ ）の荘園整理令を出して記録所を設置し，摂関家の経

済基盤に打撃をあたえた。 
〔語群〕 ア 田堵 イ 延久 ウ 延喜 エ 年貢 オ 寄進  カ 不輸の権  

キ 不入の権 ク 官物  ケ 寛徳 コ 名 サ 醍醐 シ 年貢  
ス 大名田堵 セ 開発領主 ソ 後三条  タ 官省符荘 チ 名田 

 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 
４ 次のＡ～Ｄに登場する「彼」とはだれか，その名前を書きなさい。また空欄には適語を入れ，下線

部については下の設問に答えなさい。 

Ａ 武士としてはじめて太政大臣に就任した「彼」は，①天皇の外祖父となって権勢をほこった。日宋

貿易にも力を入れ，（ ア ）を修築して瀬戸内海航路を整備した。 
Ｂ 唐で②密教を学んだ「彼」は，京都の（ イ ）や高野山の金剛峰寺で真言宗をひろめた。また，

庶民を教育する綜芸種智院をひらき，書道では（ ウ ）の一人としてたたえられた。 
Ｃ 壬申の乱に勝利した「彼」は，飛鳥浄御原宮で即位し天武天皇となった。天皇は③皇族を頂点とす

る身分秩序を定め，律令や国史の編集，都の建設にも着手した。 
Ｄ 浄土教の教えをひろめた「彼」は，京都で④念仏を唱えることをすすめ「市聖」とよばれた。この

信仰は（ エ ）思想の流行もあって身分を問わずひろまった。 
問 1 下線部①について，この時の天皇の名前を書きなさい。 
問 2 下線部②について，密教のなかでも天台宗は「台密」というのに対して，真言宗は何というか。 
問 3 下線部③について，この身分秩序を何というか。 
問 4 下線部④について，念仏を漢字６文字で書きなさい。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ア イ ウ エ 

問 1 問 2 問 3 問 4 

 

中間・期末・学年末試験を想定した問題�（309高校日本史A新訂版　全５回）�
（311高校日本史B新訂版　全５回）

Word

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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指導資料 教授用指導書 教科書の重要用語をよりくわしく，
丁寧に解説しています
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教科書の内容をコンパクトにまとめた要点の整
理など，授業づくりにお役立ていただけます授業ノート指導資料

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ
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デジタルコンテンツ テスト問題

49 

      第 8 章 幕藩体制の動揺と文化の成熟 

      2 経済の発展 

P.176～183 
 

１ 次の図を見て当てはまる農具の名前を答えよ。 

 

①  

 

② ③ ④ ⑤ 

 

２ 次の文章を読み，設問に答えよ。 

江戸時代には，幕府の積極的な街道・宿駅整備や，参勤交代制による大名の往復，商品流通の

発展などにより交通がさかんになった。陸上交通では，まず江戸の（1）を起点とする①五街道と，

それにつぐ山陽道・山陰道・北国街道などの脇街道（脇往還）が整備された。また，大名領国内

では，城下町を中心に放射状に道路がつくられた。主要街道には宿場が設けられ，大名・公家や

幕府役人が宿泊する（2）・脇本陣，一般の旅人の宿泊施設である旅籠・木賃宿のほか，幕府の公

用の文書や荷物を送る（3）などのための問屋場がおかれ，一定数の人足・馬が用意された。宿場

で用意した人馬だけでまかないきれない場合には，（4）役として不足分が近隣の村々に課された。

街道には 1里ごとに（5）がつくられ，要所には（6）がおかれた。江戸近郊の（6）では，江戸の

治安と人質監視のため，とくに「入鉄砲に出女」をきびしく取り締まった。陸上での物資輸送に

はさまざまな制約があったのに対し，水上での輸送は大量の物資を安価に運べる利点があったた

め，各種の水上交通が発展した。②淀川・利根川・最上川などの河川交通や琵琶湖の湖上交通が

さかんとなったほか，海上交通では，江戸－大坂間（南海路）で（7）船・樽廻船が就航した。17

世紀後半には，江戸商人（8）が東北地方の幕府直轄領の年貢米を江戸に運ぶため，東廻り航路・

西廻り航路を整備した。のち，西廻り航路では（9）船が活躍した。 

問１ （1）～（9）に適語を入れよ。 

問２ 下線部①の五街道について，下記の説明を当てはまる街道の名称を答えよ。 

ア．江戸から箱根・新居を経て，京都・大坂に向かう街道。 

イ．江戸から小仏を経て，下諏訪に向かう街道。  

ウ．江戸から栗橋を経て，日光に向かう街道。 

エ．江戸から栗橋を経て，白河に向かう街道。 

オ．江戸から碓氷・木曽福島を経て，草津に向かう街道。 

問３ 下線部②に関連して，幕府の命を受けて高瀬川の開削を行った商人の名前を答えよ。 

 

24 

各節の学習のまとめに利用できる問題（全50回）
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Word

50 

問1 

 

(1) 

 

(2) (3) (4) 

(5) 

 

(6) (7) (8) 

(9) 

 

問2 ア イ ウ 

問2 

 

エ オ 問3  

 

３ 次の文章を読み，設問に答えよ。（（7）・（8）は順不同） 

①三都には，蔵物・納屋物が大量に集まったが，とくに大坂には諸藩の蔵屋敷が多数おかれ，

（1）・掛屋とよばれる商人が蔵物の販売にたずさわったほか，納屋物の販売もさかんであった。

②江戸・大坂では，主要商品ごとに専門の卸売市場が設けられた。流通のにない手としての商人

たちは問屋・（2）・小売に分化した。問屋・（2）のなかには同業者組合である（3）をつくって営

業独占をはかる者もあらわれた。幕府は最初，特定の業種をのぞき（3）を認めていなかったが，

17 世紀後半には商品の供給や品質の管理のためにそれを認めるようになった。流通の大動脈であ

る江戸－大坂間の商品の安全な輸送や取引の円滑化をはかるため，17 世紀末に結成された大坂の

（4）問屋，江戸の（5）問屋は，その代表的なものである。小売商人のなかには，店舗をもつ者

もいたが，多くは店舗をもたず行商をおこなう振売・（6）であった。商業の発展にともない，貨

幣制度も整備された。貨幣鋳造権を独占した幕府は，（7）・（8）・銭座を設けて金・銀・銭の三貨

を統一通貨として発行し，全国に通用させた。17 世紀後半以降には，諸藩でも領内だけに通用す

る（9）を発行するようになった。三貨は金 1両＝銀 50 匁（のち 60 匁）＝銭 4貫文というように，

交換の基準相場が定められていたが，実際には相場はたえず変動した。また，おもに西日本では

銀貨が，東日本では（10）が用いられたため，両替商が重要な役割をはたした。両替商は通貨の

秤量や両替だけでなく，為替取引や貸し付けもおこない，大坂の鴻池・天王寺屋など有力なもの

は（11）貸や公金取り扱いによって，領主経済を左右するほどであった。このほかの金融機関と

しては，質屋や高利貸があり，また相互扶助的なものとして無尽・（12）講があった。 

問１（1）～（12）に適語を入れよ。 

問２ 下線部①の三都とは，江戸と大坂とあと一つはどこか答えよ。 

問３ 下線部②に関連して，大坂の米市場はどこにあったか答えよ。 

問1 

 

(1) 

 

(2) (3) (4) 

(5) 

 

(6) (7) (8) 

(9) 

 

(10) (11) (12) 

問2 

 

 問3  

 

新
日
本
史
Ａ

高
校
日
本
史
Ａ
／
Ｂ

日
本
史
Ｂ

28-34_日本史指導資料のご案内_本文.indd   31 2018/03/15   15:00



32

デジタルコンテンツ 一問一答

115 
 

57  第8章 一問一答問題 

（1）  (1) 1651 年，幕府の転覆をはかろうとするが未然に発覚して処罰される事件があった。こ

の事件の中心となった軍学者はだれか。  

（2）  (2) 4 代将軍家綱を補佐した，3 代将軍家光の異母弟で「名君」とよばれた陸奥会津藩主は

だれか。 

（3）  (3) 武力だけにたよらず，儒教をもとに徳をもっておさめる江戸幕府の政治理念を何主義と

いうか。 

（4）  (4) 5代将軍綱吉の時代に，側用人として用いられ，のちに甲府15万石の大名となったの 
はだれか。 

（5）  (5) 5代将軍綱吉の時代に，江戸の湯島に孔子をまつる大成殿が建てられたが，これを別名

で何というか。 

（6）  (6) 上記の頃，林家で最初に大学頭に任じられたのはだれか。  

（7）  (7) 上記の頃，新たな暦を作成して，幕府の天文方に任じられたのはだれか。 

（8）  (8) 綱吉が出した，捨子・捨牛馬の禁止や犬愛護などの法令を何というか。 

（9）  
(9) 綱吉が，勘定吟味役（のち勘定奉行）に登用して幕府の財政改革にあたらせた人物はだ

れか。 

（10）  (10) 6代将軍家宣・7代将軍家継の時代に側用人として，政治の実権をにぎったのはだれか。

（11）  (11) 6代将軍家宣・7代将軍家継の時代の政治を何というか。 

（12）  (12) 1715年，長崎貿易の額を制限した法令は何か。 

（13）  (13) 17世紀末，町人が請け負って行われた新田開発を何というか。  

（14）  (14) 17世紀中期，新たな製塩法の発展により，瀬戸内海沿岸の塩の生産量が増大したが，

この製塩法を何というか。   

（15）  (15) 江戸日本橋を起点とする東海道・中山道・甲州道中・日光道中・奥州道中などの街道

を総称して何というか。 

（16）  (16) 主要街道に設けられた大名・公家や幕府役人が宿泊する施設を何というか。 

（17）  (17) 江戸―大坂間を，酒樽を載せて運んだ船を何というか。 

（18）  (18) 東北地方の幕府直轄領の年貢米を江戸に運ぶため，東廻り航路・西廻り航路を整備し

た江戸の商人はだれか。 

（19）  (19) 江戸・大坂・京などの蔵屋敷に送られた年貢米・特産物などの貢納物を何というか。

（20）  (20) 問屋・仲買などの同業者組合を何というか。 

（21）  (21) 17世紀後半以降，諸藩で領内だけで通用する紙幣を発行したが，これを何というか。

（22）  (22) 金貨・銀貨・銭貨の交換などを行う商人を何というか。 

（23）  (23) 旗本・御家人に支給される蔵米（切米や扶持米）の受取・換金を行い，さらに蔵米を

担保に旗本・御家人に貸付を行った商人を何というか。 

（24）  (24) 17 世紀後半から 18 世紀はじめにかけて，上方都市を中心に文芸・学問・芸術が著し

く発展したが，この文化を何というか。  

（25）  (25) 『好色一代男』や『日本永代蔵』などの作品を書いた人物はだれか。 
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(26) 17世紀後半，大坂道頓堀に人形浄瑠璃の竹本座を創設した人物はだれか。 （26）  

(27) 藤原惺窩の門人で，徳川家康の侍講を務め，朱子学をひろめた人物はだれか。 （27）  

(28) 明から禅宗の一派である黄檗宗を伝えたのはだれか。 （28）  

(29) 6 代将軍家宣・7 代将軍家継の侍講を務め，『読史余論』などの数々の著作を残した

人物はだれか。 
（29）  

(30) 『大和本草』を著した本草学者はだれか。  （30）  

(31) 『農業全書』を著した人物はだれか。 （31）  

(32) 8代将軍徳川吉宗がおこなった幕府の改革を何というか。 （32）  

(33) 上記の改革で，諸大名に 1 万石あたり 100 石の米を幕府に上納させる制度が定めら

れたが，何というか。  
（33）  

(34) 上記の改革で，金銭貸借について訴訟を受けつけず，当事者どうしで解決させる法

令が出されたが，その法令は何か。  
（34）  

(35) 10代将軍家治の側用人から老中にすすみ，幕府の実権を握った人物はだれか。 （35）  

(36) 17世紀後半，村役人が村民を代表して領主に直訴する一揆を何というか。 （36）  

(37)  松平定信が老中として行った幕府の改革を何というか。 （37）  

(38) 上記の改革で，旗本・御家人の札差への債務を破棄する法令を何というか。 （38）  

(39) 1808 年，樺太から大陸の黒竜江河口を探検し，樺太と大陸の間に海峡があることを

確認した人物はだれか。  
（39）  

(40) 1808 年，イギリス軍艦がオランダ商船を捕獲するために長崎港に侵入した事件を何

というか。 
（40）  

(41) 1805年，関東の農村などの治安維持をはかるために設置された役職は何か。 （41）  

(42) 18 世紀，問屋が都市民や農民に原料や資金を前貸し，加工賃を払って製品をひきと

る生産方式を何というか。 
（42）  

(43) 19 世紀，綿織物業や絹織物業などで，賃労働者を工場に集め，生産の各工程に数名

ずつ配置して労働に従事させる生産方式を何というか。 
（43）  

(44) 幕府のモリソン号事件の対応を批判した高野長英・渡辺崋山などを処罰した事件を

何というか。 
（44）  

(45) 1841年から，老中水野忠邦がおこなった幕府の改革を何というか。 （45）  

(46) 長州藩において，藩債整理や越荷方の設置などの藩政改革を主導した人物はだれか。（46）  

(47) アヘン戦争の情報が幕府にもたらされると，幕府は1842年に異国船打払令にかえて

新たな法令を出したが，その法令は何か。 
（47）  

(48) 洒落本の『仕懸文庫』などの作者で，寛政の改革で処罰された人物はだれか。 （48）  

(49) オランダ商館付きのドイツ人医師で，長崎郊外の鳴滝塾で診療と医学・博物学など

の教育を行ったのはだれか。 
（49）  

(50) 中山みきが始めた宗教は何か。 （50）  
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授業展開コンテンツ 授業展開スライド（PowerPoint）のご案内
本文の要点整理に図版を組み合わせたPowerPoint 教材。
学習要素を効果的に提示でき，この教材だけで授業を行
うことが可能です

Q学習のポイント
となる発問を表示

補足スライドへ
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５章７節 鎌倉⽂化 
   年    組   番 名前                  

【鎌倉⽂化の特徴】 Ｑ 鎌倉時代に新たな⽂化のにない⼿となったのは？ 
  ●鎌倉時代の⽂化の特徴 

→武⼠が新たに⽂化のにない⼿となり，素朴で質素な気⾵は美術や宗教などに影響をあ
たえる 

  ●商⼈・僧侶，モンゴルからのがれた禅僧により⼤陸の新しい⽂化がもたらされる 
→公家の伝統⽂化にも波及 

  ●仏教が⽂化の中⼼となってさまざまな分野に影響を及ぼし，新しい教えもうまれる 
  
【鎌倉仏教】 Ｑ 鎌倉新仏教とよばれるのはどのような宗派なのか？ 
① 鎌倉仏教 
   ●中世の仏教界の中⼼勢⼒は東⼤寺・興福寺・延暦寺・東寺などの旧仏教勢⼒ 
  ●仏教界のなかで仏教⾰新の運動がおき，穏健派と急進派の⼆つの潮流  
② 穏健派による仏教⾰新 
  ●穏健派は戒律の乱れに原因があると考え，戒律の重視へと向かう 
  ●貞慶（解脱）と明恵（⾼弁）が，法相宗と華厳宗を⾰新しながら，戒律の尊重を唱える 
   ●俊芿は，中国から新しい戒律（律宗）を伝えて泉涌寺をひらく 
  ●真⾔律宗の叡尊（思円）と忍性（良観）も新しい戒律をかかげ，⾮⼈や病⼈の救済につ

とめた 
  ●〔１  栄⻄  〕は，宋から禅宗を伝えて『興禅護国論』をあらわし，鎌倉幕府の保

護を受けて建仁寺を創建 
→のちに⽇本の臨済宗の祖と仰がれる 

  ●幕府は中国から多くの禅僧をまねく 
→蘭渓道隆は北条時頼の帰依を受けて建⻑寺を開き，無学祖元は時宗の保護で円覚寺を

建⽴ 
  ●臨済禅や真⾔律宗の僧侶たちを禅律僧とよび，体制仏教の⼀⾓を占める 
③ 急進派による新しい仏法の探究 
   ●急進派は，⼀つの道（念仏・題⽬・座禅）によってのみ救われると説く 
   ●〔２  法然  〕は浄⼟宗をひらく 

→南無阿弥陀仏の念仏を唱えること（専修念仏）だけが極楽往⽣の道であると説く 
  ●法然の弟⼦の〔３  親鸞  〕は，悪⼈正機説（悪⼈正因説）を唱える 

→のちに浄⼟真宗の開祖と仰がれる 
  ●⼀遍は念仏の札をくばって歩き，踊念仏によって教えをひろめていった（時宗） 
  ●旧仏教は法然らの教えをはげしく⾮難し，幕府や朝廷も専修念仏を弾圧 
  ●〔４  ⽇蓮  〕は，南無妙法蓮華経の題⽬を唱えることによってのみ救われると説

く→⽇蓮宗（法華宗）は幕府の迫害をうける 

補足スライド
本文を補足する資料

スライド対応プリント
解答も用意しています

補足スライド
通常の黒板に投影できる
白黒版も用意しています

関連する資料も表示されます

カラー

教科書の内容に沿って要点が順番に表示されます
（日本史Ｂ　p.100～　鎌倉文化）

補足スライドへ

白黒
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