
 1 

【FdData 高校入試：中学社会歴史：江戸】 
 
[享保の改革／社会の変化／田沼の政治／寛政の改革／新しい学問・教育／化政文化／ 
外国船の出現と異国船打払令／大塩の乱・天保の改革／開国と不平等条約／ 
江戸幕府の滅亡／FdData 入試製品版のご案内] 
 

 [FdData 入試ホームページ]掲載の pdf ファイル(サンプル)一覧] 
※次のリンクは[Shift]キーをおしながら左クリックすると，新規ウィンドウが開きます 
社会： [社会地理]，[社会歴史]，[社会公民] 
理科： [理科 1 年]，[理科 2 年]，[理科 3 年] 
数学： [数学 1 年]，[数学 2 年]，[数学 3 年] 
※全内容を掲載しておりますが，印刷はできないように設定しております 

 
 
【】幕政の改革と化政文化 
【】享保の改革 
[問題] 
 徳川吉宗は，財政の再建を図るため，新田の開発を奨励し，年貢の取り方を改め，また，

法令を整備するなど，改革を行った。徳川吉宗が行った一連の改革は何とよばれているか。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]享保の改革 
[解説] 

1716 年，徳川吉宗
よしむね

が第 8 代将軍になったとき，幕府は財政難
ざいせいなん

に苦しんでいた。そこで，徳川吉宗は享保
きょうほう

の改革を実施した。

(美男ヒーロー(1716)吉宗公) 吉宗は，武士に質素
し っ そ

・倹約
けんやく

をす

すめる一方で，新田
しんでん

開発
かいはつ

を進め，年貢の率を引き上げた。また，

米の値段の安定にも努めた。さらに，上
あ

げ米
まい

の制を定め，参勤
さんきん

交代
こうたい

で大名が江戸にいる期間を 1 年から半年に短縮
たんしゅく

するかわ

りに，1 万石について百石の米を幕府におさめさせた。このような改革によって，幕府の収

入は増加し，財政はいったん立ち直った。しかし，米価は安定せず，ききんも重なったこと

から，江戸で初めての打ちこわしが起きた。徳川吉宗は，さらに，公事方
く じ か た

御定書
おさだめがき

という裁判

の基準となる法律をつくり，民衆の意見を直接聞くために目安箱
めやすばこ

を設けた。また，新しい知

識の導入をはかるため，中国語に翻訳されたヨーロッパの書物のうち，キリスト教に関係の

ない書物の輸入を許可した。 

http://www.fdtext.com/dan/index.html
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shachi
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shareki
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shakou
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika1
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika2
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika3
http://www.fdtext.com/dan/index.html#suu1
http://www.fdtext.com/dan/index.html#suu2
http://www.fdtext.com/dan/index.html#suu3
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※入試出題頻度：「徳川吉宗◎」「享保の改革◎」「新田開発〇」「上げ米の制〇」 
「公事方御定書◎」「目安箱△」「洋書輸入の制限を緩和△」 
(頻度記号：◎(特に出題頻度が高い)，〇(出題頻度が高い)，△(ときどき出題される)) 
 
 
[問題] 
 享保の改革を行った江戸幕府の 8 代将軍はだれか。その人物名を書け。 
(静岡県) 
[解答欄] 

 

[解答]徳川吉宗 
 
[問題] 
 次の資料は，江戸時代の 3 つの改革のうち，いずれかの改革に関する法令の一部である。

①この改革の名称と，②改革の目的を，資料を参考にして，簡潔に書け。 
(資料)徳川吉宗が制定した法令の一部 
 幕府の年貢収入は以前より多くなっているが，家臣にわたす米や必要経費とくらべると，

結局毎年不足になっている。 
(群馬県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 享保の改革 ② 財政を立て直すこと。 
 
[問題] 
 次のア～ウは，徳川吉宗，田沼意次，松平定信のいずれかの人物が行ったおもな政策につ

いてまとめたものである。①徳川吉宗の政策として適切なものをア～ウから 1 つ選べ。 
②また，徳川吉宗が行った財政の立て直しの特徴として考えられることの 1 つを，①をもと

に，年貢という語を使って，5 字以上 15 字以内で書け。 
ア 商品作物の栽培を制限して，米などの穀物の栽培をすすめる。 
  江戸などの都市に出てきていた農民を故郷に帰す。 
イ 商工業者による株仲間の結成を奨励し，営業税を納めさせる。 
  長崎からの銅や俵物とよばれる海産物の輸出を増やす。 
ウ 新田開発をすすめ，米の増産に努める。 
  参勤交代を軽減するかわりに，大名に幕府へ米を納めさせる。 
(長野県) 
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[解答欄] 

① ② 

[解答]① ウ ② 年貢を増やすことを重視した。 
[解説] 
アは松平定信の寛政の改革，イは田沼意次の改革，ウは徳川吉宗の享保の改革。 
 
 
[問題] 
 徳川吉宗が 8 代将軍になったとき，幕府は，旗本や御家人に支給する米にも不足していた。

そこで，吉宗は，武士に質素・倹約をすすめた。大名に対しては，(鎖国／生類憐みの令／異

国船打払令／参勤交代)を一時ゆるめるかわりに米を献上させた。文中の(  )内より適語を

選べ。 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]参勤交代 
 
 
[問題]  

享保の改革について，次の各問いに答えよ。 
(1) 幕府の財政を立て直すために具体的にどのよう

なことを行ったか。右の資料から分かることを

書け。 
(2) 幕府の収入をふやすため，参勤交代で大名が江戸にいる期間を 1 年から半年に短縮する

かわりに 1 万石につき 100 石の米を幕府におさめさせることとしたが，この制度を何と

いうか。 
(群馬県改) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 新田開発を行った。 (2) 上げ米の制 
 



 4 

[問題] 
享保の改革の内容として適切なものを次のア～エから 2 つ選べ。 

ア 旗本や御家人の生活を救うため，町人からの借金を帳消しにした。 
イ 庶民の意見を取り入れるため，目安箱を設置した。 
ウ 物価の上昇をおさえるため，株仲間に解散を命じた。 
エ 裁判や刑の基準を定めた公事方御定書を制定した。 
(富山県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ，エ 
 
 
[問題] 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
 享保の改革を行ったのは 8 代将軍の( ① )である。(①)は，新田の開発を奨励したり，年

貢の取り方を変えたりして幕府の財政の立て直しを図った。また，急増する訴訟や犯罪に対

処し，裁判の公平をはかるために( ② )という法律を作った。さらに( ③ )を設けて，庶

民の意見を直接聞いた。 
(山梨県・北海道) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 徳川吉宗 ② 公事方御定書 ③ 目安箱 
 
 
[問題] 
(メモ：徳川吉宗が行った取り組み) 
 幕府の支出が増えたため，質素倹約を命じて，出費を減らそうとした。また，庶民の意見

を取り入れる目安箱を設置した。 
 徳川吉宗が，メモに書かれたこと以外に行ったことについて述べた文として適切なものを，

次のア～エからすべて選び，その記号を書け。 
ア 裁判の基準となる公事方御定書を定めた。 
イ 外交方針を批判した高野長英らを処罰した。 
ウ 漢訳された洋書の輸入の制限をゆるめた。 
エ 動物愛護を定めた生類憐みの令を出した。 
(奈良県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ア，ウ 
 
 
[問題] 
 徳川吉宗が行った政策について述べた次の文の①，②の(  )の中から，適当なものをそ

れぞれ選べ。 
 徳川吉宗は，新しい知識の導入をはかるため，①(中国語／オランダ語)に翻訳されたヨー

ロッパの書物のうち，②(儒教／キリスト教)に関係のない書物の輸入を許可した。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 中国語 ② キリスト教 
 
 
[問題] 
 徳川吉宗は，翻訳されたヨーロッパの書物の輸入を認めたが，このことにより普及したあ

る学問が，社会にもたらした影響として最も適当なものを，次のア～エから 1 つ選んで，そ

の記号を書け。 
ア 身分秩序が重んじられるようになった。 
イ 自由や平等などの思想が広まった。 
ウ 聖書や書物がローマ字で印刷されるようになった。 
エ 医学などの研究が盛んになった。 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
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【】社会の変化 
[貨幣経済の広がり] 
[問題] 
 江戸時代の中ごろになると，農村にも貨幣経済が広がったが，このことによって社会にお

こった変化を説明した文として，正しいものを，次のア～エから 1 つ選べ。 
ア 貧富の差が拡大して，土地を失って小作人となったり，都市に働きに出たりする者が多

くなった。 
イ 町衆とよばれる裕福な商人を中心に自治を行い，幕府や大名の支配から離れる都市があ

らわれた。 
ウ 全国の商業や金融の中心となった江戸は，「天下の台所」とよばれ諸藩の蔵屋敷が設けら

れた。 
エ 幕府や藩は，農民から年貢を安定して取るために，五人組の制度をつくり共同の責任を

負わせた。 
(宮城県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
幕府が金や銀の流出をおさえようと長崎での貿易を制限したため，

木綿
も め ん

や生糸
き い と

，絹織物
きぬおりもの

の輸入量がおおはばに減った。そのため，こ

れらの産物の国産化が図られた。木綿の原料となる綿の栽培は全

国に普及し，生糸をつくるための養蚕
ようさん

も各地で行われるようにな

った。また，油の原料である なたね(あぶらな)，染料
せんりょう

となるあ

いや紅花
べにばな

などの栽培も広まった。綿，なたね，あい，紅花など商品として売ることを前提に

つくる作物を商品
しょうひん

作物
さくもつ

というが，商品作物をつくるには，多くの肥料
ひりょう

や農具
の う ぐ

を購入しなけ

ればならなかった。そのため，農民にも貨幣
か へ い

が必要になり，自給自足に近かった農村に貨幣
か へ い

経済
けいざい

が広がった。成功して豊かになる農民と，失敗して貧しくなる農民が現れて，農民の間

に貧富
ひ ん ぷ

の差
さ

が広がっていった。成功して他の農民の土地を手に入れて地主
じ ぬ し

となる者がいるい

っぽうで，土地を手放して小作人
こさくにん

となる農民も多かった。 
※入試出題頻度：「農村に貨幣経済が広がった△」「商品作物△」「小作人の増加〇」 
「貧富の差△」 
 
[問題] 
 江戸時代の中ごろから，紅花や，綿，菜種などが商品作物として農村で栽培されるように

なり，農村に経済上の変化がおこった。その変化とはどのようなことか。 
(山形県) 
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[解答欄] 

 

[解答]農村に貨幣経済が広がったこと。 
 
[問題] 
 18 世紀，貨幣経済が広まったことで，自給自足に近かった農村社会に変化が生じた。これ

に関する次の文の(    )に適することばを補い，これを完成させよ。 
 商品作物の栽培や農具・肥料の購入などで，農村でも貨幣を使う機会が増えた。その結果，

土地を集めて地主となる農民が出る一方，土地を手放して小作人になる者や，都市に出かせ

ぎに行く者が出るなど，農民の間で(    )という変化が生じた。 
(鹿児島県) 
[解答欄] 

 

[解答]貧富の差が大きくなる 
 
[問題] 
 江戸時代の中ごろ，貨幣経済が農村へ広くおよんできた結果，農村にどのような変化が起

きたか。説明せよ。 
(鳥取県) 
[解答欄] 

 
 

[解答]土地を手に入れて地主となる者がいる一方で，土地を手放して小作人となる農民も多

く，農民の間に貧富の差が広がっていった。 
 
[問題] 
 ろうそくの原料は，植物の｢はぜ｣である。江戸時代には，｢はぜ｣をはじめさまざまな作物

が栽培されていた。作物とそれからつくられたものを｢はぜ→ろうそく｣のように表したとき，

誤っているものを，次のア～エの中から 1 つ選び，その記号を書け。 
ア 紅花→染料・口紅・油  イ 菜種→油・肥料 
ウ 藍→染料        エ 綿花→生糸 
(埼玉県) 
[解答欄] 
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[解答]エ 
 
 
[問屋制家内工業・工場制手工業] 
[問題] 

問屋や地主などが農民に対し，織機や前金を貸し，布を織らせ，製品の出来高に応じて賃

金を支払う生産の方法を何というか。 
(三重県) 
[解答欄] 

 

[解答]問屋制家内工業 
[解説] 

18 世紀ごろから，問屋
と い や

が農民に織機
しょっき

やお金を前貸しして布を織

らせ，製品を安く買い取るようになった。これを問屋制
といやせい

家内
か な い

工業
こうぎょう

という。19 世紀ごろには，大商人や地主の中に，工場を

建設し，人をやとって分業で製品を作る者があらわれた。これ

を工場制
こうじょうせい

手工業
しゅこうぎょう

(マニュファクチュア)という。 
※入試出題頻度：「問屋制家内工業△」「工場制手工業〇」 
「工場を建設し，人をやとって分業で製品を作る工業〇」 
 
 
[問題] 
 江戸時代に，1 つの作業所に働き手を集めて，分業によって製品を仕上げる工業の仕組み

によって，綿織物の生産がさかんになった。このような工業の仕組みは何とよばれるか。そ

の名称を書け。 
(静岡県) 
[解答欄] 

 

[解答]工場制手工業 
 
[問題] 
 右の資料は，江戸時代の工場制手工業による酒づくりの様

子を示している。工場制手工業とは，どのような生産のしく

みをいうか。 
(山形県) 
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[解答欄] 

 

[解答]工場をつくり，人をやとって分業で製品を作るしくみ。 
 
 
[問題] 
 農村では綿などを商品作物と

して栽培するようになり，19 世

紀頃になると織物の生産のしく

みが，問屋制家内工業から工場

制手工業にかわった。どのよう

にかわったのか。資料 1，2 の

働いている人のようすを参考にして書け。 
(滋賀県) 
[解答欄] 

 
 

[解答]農民が問屋から道具などを借りて，家内において生産する方法から，工場において分

業で生産する方法に変化した。 
 
 
[百姓一揆と打ちこわし] 
[問題] 

次の各問いに答えよ。 
(1) 18 世紀になると，団結した農民が，領主に年貢の軽減や不正な代官の交代などを要求し

て大名の城下におし寄せるなどの行動を起こした。これを何というか。 
(2) 都市の貧しい人々が団結して，米の買い占めをした商人などに対しておこした暴動を何

というか。 
(3) (1)や(2)は，どのようなできごとのときに最も多く起こったか。ひらがな 3 文字で答えよ。 
(福岡県・山梨県) 
[解答欄] 

(1) (2) (3) 

[解答](1) 百姓一揆 (2) 打ちこわし (3) ききん 
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[解説] 

貧しい小作人
こさくにん

が増えると，日照
ひ で

りなどでちょっと

した不作になっただけでも，ききんがおこりやす

くなった。ききんのときに，農村では年貢
ね ん ぐ

の軽減
けいげん

や不正な代官
だいかん

の交代などを要求する 百姓
ひゃくしょう

一揆
い っ き

が多く発生した。また，江戸や大阪などの都市で

は，貧しい人々が，米の値段をつり上げる大商人をおそう打ちこわしが起こった。 
※入試出題頻度：「百姓一揆〇」「打ちこわし〇」「ききんのときに多く発生〇」 
 
 
[問題] 
 田沼意次が老中のとき，浅間山の噴火などの自

然災害や天候不順などによってききんがおきた。

①このききんは何と呼ばれているか。②また，こ

のききんが始まったのは，年表中の A～D のどの

時期か。1 つ選んで，その記号を書け。 
(山形県・香川県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 天明のききん ② C 
[解説] 
天明のききんによる混乱からの立て直しのため，松平定信が田沼意次の失脚後に寛政の改革

を行った。 
 
[問題] 
 次のグラフは，百姓一揆の発生件数を示している。また，表は，大きなききんが起こった

時期を示している。グラフと表から考えられる，百姓一揆の発生件数と大きなききんが起こ

った時期との関係を，簡単に書け。 
 
 
 
 

  
天明のききん 1782～1787 年 
天保のききん 1833～1830 年代後半 

(静岡県) 
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[解答欄] 

 

[解答]大きなききんが起こった時期に，百姓一揆が増えている。 
 
 
[からかさ連判状] 
[問題] 

右の資料は，百姓一揆のとき，参加した人が署名したもの 
で，一揆の中心人物がわからないように円形に署名がなされ 
ている。これを何連判状と呼ぶか。 
(補充問題) 
[解答欄] 

 

[解答]からかさ連判状 
[解説] 

右図は，一揆
い っ き

の参加者が円形に署名
しょめい

した からか

さ連判状
れんぱんじょう

である。円形に署名しているのは，一揆

の中心人物がわからないようにするためである。 
※入試出題頻度：「からかさ連判状△」「一揆の中

心人物がわからないようにするため〇」 
 
 
[問題] 
 右の図は，江戸時代に農民が一揆をおこすときに，団結の意味をこ

めて名前を書いた連判状である。図のように，名前を円形に書いた理

由を簡潔に書け。 
(茨城県) 
[解答欄] 

 

[解答]一揆の中心人物がわからないようにするため。 
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【】田沼の政治 
[問題] 
 次の文は，江戸時代に，商工業者の財力をもとに財政の立て直しをすすめた人物について

述べたものである。文中の A に当てはまる人名を書け。 
 18 世紀後半，商工業の発達に着目した( A )は，1772 年に老中となり，商工業者の同業

者どうしが株仲間をつくることを奨励し，株仲間に独占的な営業を認めるかわりに幕府に営

業税を納めさせるなど財政の立ち直しを図った。しかし，地位や特権を求めるわいろの横行

への批判が高まったことや，ききんなどで百姓一揆や打ちこわしが増加したことにより，(A)
は，1786 年に老中を退くこととなった。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]田沼意次 
[解説] 

1772 年に老中
ろうじゅう

になった田沼意次
たぬまおきつぐ

は商人の経済力を利用

することによって幕府の財政を立て直す政策をとった。

(非難何(1772)するものぞと田沼さん) 

すなわち，①商人に株仲間
かぶなかま

を作ることをすすめ，特権を

与えるかわりに営業税を納めさせた。②長崎での貿易を

活発にするために銅
どう

の専売制
せんばいせい

を実施し，銅や海産物(
俵物
たわらもの

)の輸出を奨励した。③俵物の輸出を拡大するため

に蝦夷地
え ぞ ち

の調査を行った。④商人に出資させて印旛沼
いんばぬま

(千
葉県)などの干拓

かんたく

を行い，新田を増やそうとした。しかし，一部の大商人と結びつき，わいろ

が横行
おうこう

して政治が乱れた。(「役人の子はにぎにぎをよくおぼえ」という川柳
せんりゅう

はわいろの横

行を風刺
ふ う し

したものである。) 
1782 年に起こった天明

てんめい

のききんは，翌年の浅間山
あさまやま

の大噴火
だいふんか

などによる凶作
きょうさく

で，全国に広が

った。農村では 百姓
ひゃくしょう

一揆
い っ き

が，都市では打ちこわしが起こり，田沼は老中をやめさせられた。 
※入試出題頻度：「田沼意次◎」「株仲間を奨励して営業税◎」「銅と俵物の輸出△」 
「蝦夷地の調査△」「印旛沼の干拓△」「わいろ〇」「天明のききん〇」「浅間山の噴火△」 
 
[問題] 
 田沼意次が行った政治の内容について述べた文はどれか，次のア～エから 1 つ選べ。 
ア 生類憐みの令を出し，極端な動物保護を行った。 
イ 財政難を切りぬけるために，金貨・銀貨の質を落としてその数量を増やした。 
ウ 株仲間を認め，営業を独占させる代わりに営業税をとった。 
エ 公事方御定書をつくり，裁判の基準とした。 
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(三重県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
アとイは徳川綱吉の政治，ウは田沼意次の政治，エは徳川吉宗の享保の改革である。 
 
 
[問題] 

次は江戸時代の政治や改革に関する主なできごとを，年代順に並べたものである。 
徳川綱吉の政治→A→享保の改革→B→寛政の改革→C→天保の改革→D→大政奉還 
(1) 田沼意次が政治を行ったのはどの時期か，A～D から 1 つ選び，記号で答えよ。 
(2) 田沼意次は，商工業者の同業者組織である( X )を認め，営業税を取り幕府財政の立て

直しを図った。X に当てはまる語を書け。  
(熊本県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) B (2) 株仲間 
 
 
[問題] 
 田沼意次は，商工業者の力を利用した政策を推進した。この政策について述べた次の文の

①にあてはまる語と，②にあてはまる内容をそれぞれ書け。 
 田沼意次は，商人や職人(手工業者)の同業者組合である( ① )の結成を奨励し，特権を与

えるかわりに，(  ②  )。 
(長崎県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 株仲間 ② 営業税を納めさせた 
 
[問題] 
 18 世紀の後半に，田沼意次は老中として幕府の財政を立て直そうとした。田沼意次は，ど

のような方法で幕府の財政を立て直そうとしたか。その方法を「株仲間」「税」の 2 つの言

葉を用いて，簡単に書け。 
(香川県) 
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[解答欄] 

 

[解答]株仲間をつくることを奨励し，営業を独占させるかわりに営業税を納めさせた。 
 
 
[問題] 
 アスカさんは，江戸時代の株仲間について学んだことをカードにまとめた。X，Y にあて

はまる内容をそれぞれ簡潔に書け。 
・株仲間とは江戸時代に幕府や藩が公認した，商工業者による同業者組織のことである。 
・幕府や藩にとっての利点：幕府や藩は( X )ことで，収入を増やすことができる。 
・商工業者にとっての利点：商工業者は( Y )ことで，利益を増やすことができる。 
(長崎県) 
[解答欄] 

X： Y： 

[解答]X：営業税を徴収する Y：営業を独占する 
 
 
[問題] 
 次の文中の①，②の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 

田沼意次は，商工業者の同業者組織である①(座／株仲間)の営業権を認めるかわりに税を

納めさせたり，長崎での貿易の②(拡大／縮小)を図ったりするなど，商品の流通から得る利

益に注目し，財政を立て直そうとした。 
(鳥取県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 株仲間 ② 拡大 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 田沼意次は，干しあわびやふかひれなどの海産物や銅

の輸出を奨励したが，その貿易が行われた港を，地図

の A～D から 1 つ選んで記号を書け。 
(2) このころの中国の王朝を，次から 1 つ選べ。 

[ 漢 唐 元 清 ] 
(秋田県・山口県) 
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[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) C (2) 清 
[解説] 
江戸時代は鎖国政策がとられており，外国(オランダ・清)との貿易は長崎(C)に限られていた。

田沼意次は，干しあわびやふかひれなどの海産物を，積極的に清に輸出した。 
 
 
[問題] 
 良太さんは，江戸時代にわが国から中国へ輸出された，いりこ(なまこ)やふかひれなどが，

中国の人々の貴重な食材になったことを知った。田沼意次が長崎から積極的に輸出をはかっ

たことでも知られる，これら海産物を総称して何というか。 
(岡山県) 
[解答欄] 

 

[解答]俵物 
 
 
[問題] 
 田沼意次が行った政策として最も適当なものを，次のア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 商工業者の株仲間を解散させた。 
イ 長崎での貿易を活発にするために海産物の輸出を促した。 
ウ 禁止していたヨーロッパの書物の輸入を緩和した。 
エ ききんに備えて各地に米を蓄えさせた。 
(熊本県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
アは水野忠邦の天保の改革，イは田沼意次の改革，ウは徳川吉宗の享保の改革，エは松平定

信の寛政の改革である。 
 
 



 16 

[問題] 
 江戸時代における長崎での貿易に関して述べた次の A，B の文の正誤の組み合わせとして，

正しいものはあとのア～エのどれか。 
A 新井白石は貿易を制限し，金銀の海外流出をおさえた。 
B 田沼意次は貿易を積極的にすすめ，海産物の輸出をうながした。 
ア A＝正，B＝正  イ A＝正，B＝誤 
ウ A＝誤，B＝正  エ A＝誤，B＝誤 
(長崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
 
 
[問題] 

老中の田沼意次が行った政治とその影響について，次のア～カの文で誤って説明している

ものを 1 つ選べ。 
ア 商人が株仲間をつくることを奨励した。 
イ 長崎での貿易を活発にするために銅の専売制を実施した。 
ウ 海産物(俵物)の輸出の拡大のために蝦夷地の調査を行った。 
エ 新田を開発するために気仙沼の干拓を始めた。 
オ わいろなどの不正が横行した。 
カ 浅間山の噴火や天明のききんで百姓一揆などが数多く起こるようになったため，その責

任をとり老中を退いた。 
(補充問題) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
エが誤り。「気仙沼の干拓」ではなく，「印旛沼の干拓」である。 
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【】寛政の改革 
[問題] 
 「世の中に蚊ほどうるさきものはなしぶんぶというて夜もねられず」という狂歌がよまれ

た 18 世紀末には，幕府によって次のような改革が行われた。この改革の中心となった老中

は誰か。 
・文武を奨励し，武士に朱子学を学ばせた。 
・江戸に流れ込んできた農民を村に帰した。 
・旗本や御家人の借金を帳消しにした。 
(栃木県) 
[解答欄] 

 

[解答]松平定信 
[解説] 

田沼にかわって 1787 年に 老中
ろうじゅう

になった

松平定信
まつだいらさだのぶ

は寛政
かんせい

の改革を行った。(非難はな

(1787)いかと定信さん) 改革の内容は， 
①農民の都市への出かせぎを禁止し，江戸な

どに出てきていた農民を農村に帰した。 

②凶作
きょうさく

やききんに備えるため，各地に倉を設

けて米を蓄えさせた。③旗本
はたもと

や御家人
ご け に ん

の生活難を救うため，金融業を営んでいた札差
ふださし

からの

借金を帳消
ちょうけ

しにした。④江戸の湯島
ゆ し ま

に 昌
しょう

平坂
へいざか

学問所
がくもんじょ

をつくり，ここでは朱子学
しゅしがく

以外の学問

を教えることを禁止した。⑤出版物の内容まできびしい統制をくわえた。しかし，寛政の改

革は十分な効果をあげることができず，きびしい統制や倹約
けんやく

の強要は民衆の反発をうんだ。 
※入試出題頻度：「松平定信◎」「寛政の改革◎」「農民を農村へ返した〇」「ききんにそなえ

て米を蓄えさせた〇」「旗本や御家人の借金の帳消し〇」「昌平坂学問所〇」「朱子学◎」 
 
[問題] 
 寛政の改革に関して説明した文として，最も適切なものをア～エから 1 つ選べ。 
ア 株仲間を増やして営業税を徴収し，長崎での貿易も活発におこなった。 
イ 江戸や大阪周辺の土地などを，幕府の直接の支配地にしようとした。 
ウ 急増する訴えに対し，裁判や刑の基準を定めた公事方御定書を制定した。 
エ 江戸などに出てきていた者を村に帰し，凶作に備え村ごとに米を蓄えさせた。 
(徳島県) 
[解答欄] 
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[解答]エ 
[解説]アは田沼意次の改革，イは水野忠邦の天保の改革，ウは徳川吉宗の享保の改革，エは

松平定信の寛政の改革である。 
 
 
[問題] 
 寛政の改革の内容として最も適当なものを，次のア～エの中から 1 つ選んで，そのかな符

号を書け。 
ア 荒れた農村を復興するため農民の都市への出かせぎを禁止したり，旗本や御家人の生活

難を救うため借金を帳消しにしたりするなどした。 
イ 楽市・楽座の政策により，市場の税を免除して取引を行いやすくし，それによって商工

業の発展をはかった。 
ウ 商工業者が株仲間を結ぶことを奨励し，営業を独占する特権を与えるかわりに，一定の

税を納めさせて財政収入を増やそうとした。 
エ 開墾を奨励するため墾田永年私財法を出し，新しく開墾した土地であれば，いつまでも

私有してよいことにした。 
(愛知県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イは織田信長の政策。ウは田沼意次の政治。エは奈良時代。 
 
[問題] 
 次の人物 X が話している内容について，後の各問いに答えよ。 
人物 X「私は，8 代将軍の孫として生まれた。18 世紀末，祖父の政治を理想として，幕府の

①改革を行った。江戸などに出てきていた農民を故郷に帰し，( ② )に備えるため，各地

に倉を設けて米をたくわえさせ，商品作物の栽培を制限した。」 
(1) 下線部①について，人物 X が行った江戸幕府の改革を何というか。 
(2) ( ② )にあてはまる語を書け。 
(青森県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 寛政の改革 (2) ききん 
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[問題] 
 天明のききんがおこったときには，多くの人々が苦しんだ。このあと，老中松平定信は，

農村を立て直したり，ききんに備えたりするためにどのような対策を行ったか，1 つ書け。 
(石川県) 
[解答欄] 

 

[解答]各地に倉を設けて米を蓄えさせた。 
 
 
[問題] 
 次の文は，松平定信が行った政策について述べたものである。文中の X に適当な言葉を書

き入れて文を完成させよ。ただし，「旗本」「御家人」「札差」の 3 つの言葉を含めること。 
 松平定信は，倹約令を出すとともに，(  X  )を帳消しにした。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

 

[解答]旗本や御家人が札差にしていた借金 
 
 
[問題] 
 松平定信は 18 世紀後半に寛政の改革をおこなったが，その内容として誤っているものを

次のア～エより 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 都市に出かせぎにきていた農民を帰し，ききんに備えて米をたくわえさせた。 
イ 旗本や御家人の借金を帳消しにした。 
ウ 幕府の学校をつくり，朱子学以外の儒学を禁止した。 
エ 江戸や大阪の周辺を幕府が直接支配しようとした。 
(沖縄県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
エは水野忠邦の天保の改革である。 
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[問題] 
 寛政の改革について，次の各問いに答えよ。 
(1) この改革を中心になって進めた人物は誰か，書け。 
(2) この改革では，倹約令が出されたこと以外にもさまざまな政策が行われた。次のア～エ

のうち，この改革の内容について述べている文として適切なものを 1 つ選び，その符号

を書け。 
ア 公正な裁判や刑罰の基準を定めた公事方御定書を編集した。 
イ 参勤交代を制度化し，大名に 1 年おきに領地と江戸を往復させた。 
ウ 生類憐みの令を出し，動物愛護政策を進めた。 
エ 昌平坂学問所をつくり，朱子学以外の学問を禁じた。 

(石川県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 松平定信 (2) エ 
 
[問題] 
 ①松平定信が江戸の湯島につくった学問所を何というか。②また，そこで教えられたのは

儒学の中の何という学問か。 
(補充問題) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 昌平坂学問所 ② 朱子学 
 
 
[問題] 
 松平定信が行った政策として適切なものを，次のア～エの中から 1 つ選び，その記号を書

け。 
ア 朝廷の許可を得ないまま日米修好通商条約を結び，5 港を開港した。 
イ 異国船打払令をやめ，来航した外国船に必要な燃料や水などを与えた。 
ウ これまでの法を整理し，裁判の基準となる公事方御定書を定めた。 
エ 出版物を厳しく統制するとともに，武士に朱子学を学ばせた。 
(和歌山県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
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[解説] 
アは井伊直弼，イは水野忠邦(天保の改革)，ウは徳川吉宗(享保の改革)，エは松平定信(寛政

の改革)。 
 
 
[問題] 
 右の資料を見ると，18 世紀に百姓一揆・打ち

こわしが急激に増加したが，その後，X の期間

に一時的に減少している。X の期間の幕府の政

策として最も適当なものを，ア～エから 1 つ選

び，符号を書け。 
ア 株仲間の解散に命じたり，江戸・大阪周辺の土地を幕府の領地にしようとしたりした。 
イ 江戸に出ていた農民を故郷に帰したり，凶作に備えて農村に米を蓄えさせたりした。 
ウ 新田の開発を奨励し，年貢の取り方を変えたり，法律の整備などを行ったりした。 
エ 商工業者の株仲間を増やして税を徴収したり，長崎貿易を拡大したりした。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
X の期間は，松平定信が寛政の改革を行っていた時期にあたる。アは 19 世紀半ばに水野忠

邦が行った天保の改革，ウは 18 世紀前半に徳川吉宗が行った享保の改革，エは寛政の改革

の前に田沼意次が行った政治。 
 
[問題] 

寛政の改革は，それ以前に田沼意次が行った政策とは異なる方針で進められた。次のア～

エは，松平定信が行った政策と田沼意次が行った政策のいずれかを示している。ア～エのう

ち，松平定信が行った政策はどれか。2 つ選び，その記号を書け。 
ア 旗本や御家人の借金を帳消しにした。 
イ 長崎から海産物をさかんに輸出した。 
ウ 株仲間をつくることを奨励した。 
エ 都市への農民の出かせぎを制限した。 
(広島県) 
[解答欄] 
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[解答]ア，エ 
 
 
[問題] 
 「白河の清きに魚のすみかねて もとの濁りの田沼恋しき」という狂歌は，ある人物の改

革についてよまれたものである。①この改革を行った人物名を書け。②この改革の名称を書

け。 
(富山県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 松平定信 ② 寛政の改革 
[解説] 
「白河の」は白河藩の藩主であった松平定信のことをさし，「田沼」は田沼意次のことをさし

ている。また，「濁
にご

り」とはわいろで政治が濁っていたことをさしている。松平定信の寛政

の改革があまりにも厳しすぎて，むしろ田沼時代のほうがまだましだったと皮肉っている。 
 
 
[問題] 

「白河の清きに魚のすみかねてもとの濁りの(  )恋しき」という歌について次の各問い

に答えよ。 
(1) ①下線部の「白河」とは誰のことか。②また，(  )に適語を入れよ(漢字 2 字)。 
(2) このような短歌の形を借りて，世相を風刺した歌を何というか。 
(補充問題) 
[解答欄] 

(1)① ② (2) 

[解答](1)① 松平定信 ② 田沼 (2) 狂歌 
[解説] 

「白河の清きに魚のすみかねてもとの濁りの田沼恋しき」で，「白河
しらかわ

」は白河藩の藩主であ

った松平定信
まつだいらさだのぶ

のことをさし，「田沼」は田沼意次
たぬまおきつぐ

のことをさしている。また，「濁
にご

り」とは

わいろで政治が濁っていたことをさしている。松平定信の寛政
かんせい

の改革があまりにも厳しすぎ

て，むしろ田沼時代のほうがまだましだったと皮肉
ひ に く

っている。 
政治や世相を風刺

ふ う し

したもので，資料のように五七五七七の短歌の形式になっているものを

狂歌
きょうか

といい，「役人の子はにぎにぎをよく覚え」などのように五七五の俳句の形式になって

いるものを川柳
せんりゅう

という。 
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[問題] 
 寛政の改革が失敗に終わった理由を書け。 
(石川県) 
[解答欄] 

 

[解答]いたずらに厳しい統制は人々の反感をうんだだけで，政策は時勢に合わなかったから。 
 
 
[問題] 

寛政の改革とほぼ同じころのできごととして最も適当なものを，次のア～エから 1 つ選ん

で記号で答えよ。 
ア ロシアではレーニンの指導のもと，社会主義を唱える世界最初の政府ができた。 
イ フランスでは政治に対する不満が広がって革命がおこり，人権宣言が発表された。 
ウ スペインの援助を受けたコロンブスが，大西洋を横断して西インド諸島に到着した。 
エ ドイツではルターたちが，信仰のあり方をただす宗教改革を進めた。 
(島根県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
寛政の改革は 1787 年～1793 年。イのフランス革命が始まったのは 1789 年である。寛政の

改革とフランス革命がほぼ同じ時期であることを問う問題はときどき出題される。 
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【】新しい学問・教育 
[国学] 
[問題] 
 古事記伝を著し，国学を大成した人物は誰か，答えよ。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]本居宣長 
[解説] 
18 世紀，日本の古典や歴史の研究が進み，仏教や儒学が伝わる以

前の日本人のものの考え方を明らかにしようとする国学
こくがく

が盛ん

になった。18 世紀後半，本居宣長
もとおりのりなが

は「古事記伝
こ じ き で ん

」を著し，国学を

大成した。国学は，天皇を尊ぶ思想と結び付き，幕末の尊王
そんのう

攘夷
じょうい

運動
うんどう

に影響をあたえた。 
※入試出題頻度：「本居宣長〇」「国学◎」 
 
[問題] 
 江戸時代に本居宣長は古事記伝をあらわした。宣長は日本の古典を研究し，儒教や仏教の

影響を受ける前の日本人の考え方を明らかにしようとしたが，この学問を何というか。 
(兵庫県) 
[解答欄] 

 

[解答]国学 
 
[問題] 
 本居宣長は，「古事記」をとおして(  X  )を研究し，国学を発展させた。その後，国

学は尊王攘夷運動に影響を与えた。X にあてはまるのは，ア～エのどれか。1 つ選び，その

記号を書け。 
ア すべての人が等しく農業を営む万人平等の理想社会 
イ 西洋の天文学や地理学など実用に役立つ学問や知識 
ウ 武士道とよばれるきびしい道徳や主従関係のあり方 
エ 外来の思想にとらわれない日本人らしい心や考え方 
(岩手県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
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[問題] 
 本居宣長が大成した学問について述べた次の文の①，②の(  )の中から適当なものを，

それぞれ 1 つずつ選び，その記号を書け。 
 本居宣長が大成した学問である①(ア国学 イ朱子学)は，②(ウ幕府によって武士の学問の

中心とされた エ幕末の尊王攘夷運動に影響を与えた)。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① ア ② エ 
 
[蘭学] 
[問題] 
 18 世紀の後半になると，オランダ語で西洋の文化を学ぶ蘭学の基礎が 
築かれた。右の写真は，杉田玄白らが翻訳・出版した( X )の一部であ 
る。文中の X 内に入れる適語を答えよ。 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]解体新書 
[解説] 

杉田
す ぎ た

玄
げん

白
ぱく

と前野良沢
まえのりょうたく

が「ターヘル・アナトミ

ア」という解剖書
かいぼうしょ

を翻訳
ほんやく

して「解体
かいたい

新書
しんしょ

」を

出版し，オランダ語でヨーロッパの文化を学

ぶ蘭学
らんがく

の基礎を築いた。オランダ語の辞書や

文法の書物をつくったり，オランダの医学書を翻訳したりする者も出た。 
長崎では，オランダ商館の医者のシーボルトが医学塾を開き，手術など

を行って見せた。 
※入試出題頻度：「蘭学〇」「杉田玄白〇」「前野良沢△」「解体新書◎」「シーボルト△」 
 
[問題] 
 杉田玄白に関し，次の各問いに答えよ。 
(1) この人物と最も関係の深い学問を次の中から 1 つ選べ。 

[ 蘭学 朱子学 儒学 国学 ] 
(2) この人物と前野良沢らが，翻訳・出版した人体解剖書を何というか。 
(和歌山県) 
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[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 蘭学 (2) 解体新書 
 
 
[問題] 
 「ターヘル・アナトミア」という西洋の解剖書を翻訳した蘭学者の 1 人はだれか，最も適

当なものを次の[  ]から選べ。 
[ 杉田玄白 伊能忠敬 渡辺崋山 高野長英 ] 
(三重県) 
[解答欄] 

 

[解答]杉田玄白 
 
 
[問題] 
 江戸時代に長崎で医学塾を開いたドイツ人医師を，次の[  ]から 1 つ選べ。 
[ シーボルト ハリス ペリー ラクスマン ] 
(京都府) 
[解答欄] 

 

[解答]シーボルト 
 
 
[問題] 
 次の文の①にあてはまる内容を簡潔に書け。また，②にあてはまる人名を書け。 
かすみ：「解体新書」はオランダ語で書かれた医学書を翻訳したものだよ。 
まさお：オランダ語で西洋の学問や文化を学ぶことを蘭学といったけど，当時，なぜオラン

ダ語で学んだのだろうか。 
かすみ：それは江戸幕府が(  ①  )からだよ。 
まさお：なるほど。19 世紀には長崎のオランダ商館の医者である( ② )が医学塾を開いた

ようだね。 
かすみ：鳴滝塾だね。人々が医学を学ぶために長崎に集まってきたよ。 
(長崎県) 
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[解答欄] 

① 

② 

[解答]① 鎖国政策を実施して，ヨーロッパの国々との通商をオランダに限定した 
② シーボルト 
 
 
[問題] 
 米沢藩では蘭学がさかんであったことから，米沢は，「東北の長崎」とよばれた。それは，

長崎が蘭学における中心的な役割を果たす場所だったことに由来している。長崎が蘭学の中

心地となったのはなぜか，書け。 
(山形県) 
[解答欄] 

 

[解答]オランダとの貿易が行われていた唯一の場所であったから。 
 
[問題] 
 江戸時代に西洋の文化を学ぶ蘭学が，医学の分野で特に研究 
された。蘭学に関して，わが国と最も関係の深い国を，右の略 
地図のア～エの中から選べ。 
(鹿児島県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
江戸時代の鎖国下で，日本人が接触できたヨーロッパの国はオランダのみである。地図のア

がオランダである。 
 
[問題] 
 西洋文化とわが国の関わりに関する次のア～ウのできごとが，年代の古い順に並べよ。 
ア 徳川吉宗は，西洋の科学に関係のある書籍の輸入の禁止を緩めた。 
イ 福沢諭吉が「学問のすゝ(す)め」を著し，人間の平等と民主主義を説いた。 
ウ 杉田玄白らが「解体新書」を翻訳し，わが国の蘭学の基礎を築いた。 
(香川県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→イ 
[解説] 
ア：漢訳洋書の輸入緩和は 1720 年→ウ：解体新書の刊行は 1774 年→イ：学問のすゝめの刊

行は明治時代。 
 
 
[問題] 
 19 世紀のころに，全国各地の沿岸を測量してつくられた日本地図が完成した。この地図を

つくるのに中心となった人物はだれか。 
(長崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]伊能忠敬 
[解説] 

伊能
い の う

忠
ただ

敬
たか

は，幕府の命令で全国の海岸線を 17 年かけて測量し，現在とほと

んど変わらないほど正確な日本地図をつくった。 
※入試出題頻度：「伊能忠敬◎」 
 
 
[問題] 
 伊能忠敬は全国各地の沿岸を測量して日本地図をつくった。当時は(  X  )ことなどが

あり，幕府としては，沿岸地図をつくる必要があった。X にあてはまることがらを，ア～エ

から 1 つ選び，符号を書け。 
ア 島原や天草の人々が一揆をおこした 
イ 宣教師が豊後府内などでキリスト教の布教に努めた 
ウ 倭寇が朝鮮半島や中国の沿岸を荒らしはじめた 
エ 外国船がしばしば日本に近づくようになった 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
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[問題] 
 伊能忠敬によって正確な日本地図が作成されたが，その背景として適切でないものを，次

のア～エから 1 つ選び，記号を書け。 
ア ロシアなどの外国船が何度も来航していた。 
イ ヨーロッパのすぐれた測量技術が導入されていた。 
ウ 藩校により人材の育成がなされ寺子屋の普及により識字率が高まっていた。 
エ 外国との条約により，函館・兵庫(神戸)などの貿易港が開かれていた。 
(富山県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
伊能忠敬が日本地図をつくったのは 19 世紀初めである。エは 1858 年の日米修好通商条約で

ある。 
 
[問題] 
 伊能忠敬の業績について説明せよ。 
(富山県) 
[解答欄] 

 

[解答]はじめて全国の沿岸を測量し，正確な日本地図をつくった。 
 
[教育の広がり] 
[問題] 
 右の資料は，江戸時代の庶民の子どもたちが勉強をして 
いるようすである。このような教育機関を何というか。 
(徳島県) 
[解答欄] 

 

[解答]寺子屋 
[解説] 

18 世紀ごろから庶民
しょみん

の間に教育への関心が高まり，町や

農村に多くの寺子屋
て ら こ や

が開かれ，読み・書き・そろばんな

どの実用的な知識を教えた。諸藩では，藩校
はんこう

を設け，武

士に学問や武道を教え，人材の育成を図った。 
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京都や大阪などでは，学者が私塾
しじゅく

を開き，武士だけでなく町人や百姓の入門も許した。大阪

の医者緒方
お が た

洪
こう

庵
あん

の適
てき

塾
じゅく

には，全国から弟子が集まった。 
※入試出題頻度：「寺子屋◎」「読み・書き・そろばん△」「藩校△」 
 
[問題] 

江戸時代，町人や農民の子どもたちは，寺子屋でおもに，読み・( ① )・( ② )を学ん

でいた。 
(熊本県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 書き ② そろばん 
 
[問題] 
 江戸時代，町人や百姓が寺子屋で学ぶようになったのはどうして

か，資料 1，資料 2 を参考にして，簡潔に書け。 
(資料 1)寺子屋での学習 
寺子屋では，往来物と呼ばれる教科書が使用された。手紙文や日常

用語を集めたものが多く，読む，書くなどの学習が中心であった。

また，庶民の生活に関係した「商売往来」・「百姓往来」などの往来

物も，多数作成された。 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]「読み・書き・そろばん」など，商売や農村の運営に役立つことが学べるから。 
 
[問題] 
 次の文は，江戸時代の教育について述べたものである。文中の X にあてはまる適当なこと

ばを，「寺子屋」「諸藩」「藩校」の 3 つの語を用いて，20 字以内(読点を含む)で書け。 
 庶民は，読み・書き・そろばんなどを(  X  )に学問や武道を教えて人材の育成を図っ

た。 
(千葉県) 
[解答欄] 

 

[解答]寺子屋で学び，諸藩は藩校を設立し，武士 
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[問題] 
 右の図は，江戸時代に，讃岐国の高松藩が設立した講道館という教育

機関を描いたものである。この講道館では，おもに藩士の子弟のための

教育がおこなわれ，このような教育機関は，江戸時代の半ばごろから諸

藩でもさかんに設立された。このような教育機関は，何と呼ばれるか。

その呼び名を書け。 
(香川県) 
[解答欄] 

 

[解答]藩校 
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【】化政文化 
[化政文化の特徴] 
[問題] 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 18 世紀の中ごろから 19 世紀のはじめのころになると，文化の中心は上方から( ① )に
移り，(①)の町人を中心とする( ② )文化が栄えた。 
(茨城県・鹿児島県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 江戸 ② 化政 
[解説] 

19 世紀はじめの文化
ぶ ん か

・文政
ぶんせい

年間には，文化の中心が上方
かみがた

から

江戸に移った。この時代の庶民
しょみん

をにない手とする文化を化
か

政
せい

文化という。 
※入試出題頻度：「化政文化〇」「江戸が中心〇」 
 
 
[問題] 
 江戸時代の化政文化について述べたものを，次のア～エから 1 つ選び，その記号を書け。 
ア 貴族の伝統文化のうえに，武士や民衆にもわかりやすい文化が発達してきた。武士の気

風にあった簡素で剛健な建築や彫刻がつくられた。 
イ 町人が文化のにない手であった。民衆の生活をこっけいに表現したものや風刺のきいた

作品が生まれ，多くの人たちに楽しまれた。 
ウ 大名や大商人の権力や富を背景にして発達した豪華で壮大な文化であった。天守のそび

える城がつくられる一方，簡素さを尊ぶ茶の湯も大成された。 
エ 貴族の文化と武士の文化が融合し，さらに禅宗の影響も加わり，新しい文化が生まれて

きた。床の間を設けた書院造の建物がつくられた。 
(高知県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
アは鎌倉時代の文化。ウは桃山文化。エは室町時代の文化。 
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[絵画] 
[問題] 
 右の絵は，歌川(安藤)広重の東海道五十三次の一部である。

この絵は，錦絵とよばれる多色刷りの版画である。錦絵を含む，

東洲斎写楽の役者絵や喜多川歌麿の美人画に代表される絵は何

とよばれるか，書け。 
(山形県) 
[解答欄] 

 

[解答]浮世絵 
[解説] 

化政文化のころ，浮世絵
う き よ え

の技術も進み，鈴木
す ず き

春
はる

信
のぶ

が錦絵
にしきえ

と呼ばれる多色刷りの美しい版画を始めた。葛飾
かつしか

北斎
ほくさい

や

歌川
うたがわ

広重
ひろしげ

(安藤広重)は風景画のすぐれた作品を残し，

喜多川歌
き た が わ う た

麿
まろ

は美人画をえがいた。また，東洲
とうしゅう

斎
さい

写
しゃ

楽
らく

は人

気の歌舞伎
か ぶ き

役者
やくしゃ

の絵をえがいた。下のAとBは葛飾北斎の「富嶽
ふ が く

三十六景
けい

」で，富士山をい

ろんな場所から見たもので，絵の中に富士山がえがかれているのが特色である。CとDとEは

歌川広重の「東海道五十三次」である(東海道のさまざまな風景と，旅人などの人物がえがか

れている)。Fは喜多川歌麿の美人画である。Gは東洲斎写楽のえがいた歌舞伎役者である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※入試出題頻度：「浮世絵〇」「錦絵△」「葛飾北斎◎」「歌川広重◎」「喜多川歌麿△」 
 
[問題] 
 次の[  ]のうち，江戸時代に，葛飾北斎とならび多くの浮世絵による風景画を描いたの

はだれか。1 つ選べ。 
[ 歌川広重 黒田清輝 狩野永徳 雪舟 ] 
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(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]歌川広重 
 
 
[問題] 
「東海道五十三次」をえがき，ヨーロッパの絵画にも大きな影響をあたえた人物の名を書け。 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]歌川広重(安藤広重) 
 
 
[問題] 
 次の文中の①，②の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 
 右の作品は①(葛飾北斎／尾形光琳)が描いた②(元禄文化／化政文 
化)を代表する風景画であり，ヨーロッパの絵画に大きな影響を与えた。 
(鹿児島県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 葛飾北斎 ② 化政文化 
 
 
[問題] 
 富士山を中心に右の図のような「富嶽三十六景」を 
描いた浮世絵師は誰か。 
(千葉県) 
[解答欄] 

 

[解答]葛飾北斎 
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[問題] 
 次の文中の①に当てはまる語を書け。また②，③の(  )内より適語を選べ。 
 右図は，江戸時代を代表する絵画である。町人

の風俗を題材に描かれたこれらの絵画は( ① )
と呼ばれた。元禄文化を代表する図 1 の「見返り

美人図」は(①)の祖といわれる②(菱川師宣／喜多

川歌麿)が描いた。化政文化を代表する図 2 は「富

嶽三十六景」の中の「神奈川沖浪裏」という風景

画で，③(歌川広重／葛飾北斎)によって描かれた。 
(茨城県) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 浮世絵 ② 菱川師宣 ③ 葛飾北斎 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の資料の作品が作られた時期の文化の中心地はどこか。 
(2) 右の資料のような作品が作られた時期には，全国の様々

な場所への旅行が広まった。このような作品が旅行の広

まりに影響を与えたと考えられる。このような作品が旅

行の広まりに影響を与えた理由を，作品の題材や制作方

法，当時の文化のにない手となった人々に着目して，簡

潔に書け。 
(群馬県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 江戸 (2) 風景画が大量に刷られて，庶民に広まったから。 
 
[問題] 
 江戸時代，浮世絵の技術が進み，多色刷りの美しい版画が作られるようになった。このよ

うな浮世絵を特に何というか。 
(茨城県) 
[解答欄] 

 

[解答]錦絵 
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[問題] 
 次の A～D の浮世絵の作者を答えよ。 
 
 
 
 
 
(香川県改) 
[解答欄] 

A： B： C： D： 

[解答]A：葛飾北斎 B：歌川広重 C：喜多川歌麿 D：東州斎写楽 
 
 
[問題] 
 19 世紀前半の江戸の文化にあてはまることがらを，ア～エから 1 つ選び，符号を書け。 
ア 葛飾北斎や歌川広重は，すぐれた風景版画を残した。 
イ 千利休は，質素なわび茶の作法を完成させた。 
ウ 近松門左衛門は，人形浄瑠璃において男女の悲劇をえがいた。 
エ 世阿弥らは，猿楽や田楽などをもとに能として大成した。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イは桃山文化。ウは元禄文化。エは室町時代の文化。 
 
 
[文学] 
[問題] 

与謝蕪村や小林一茶で知られるのは，どんな芸術か。 
(補充問題) 
[解答欄] 

 

[解答]俳諧(俳句) 
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[解説] 

俳諧
はいかい

(俳句
は い く

)では，与謝
よ さ

蕪村
ぶ そ ん

が「菜
な

の花や月は東に日は西に」

など，絵のような美しさを表現し，小林
こばやし

一茶
い っ さ

は「 雀
すずめ

の子

そこのけそこのけお馬が通る」など素朴
そ ぼ く

な感情をよんだ。 
また，短歌や俳句の形式を借りて，世相を皮肉った狂歌

きょうか

や川柳
せんりゅう

が流行した。「白河の清きに魚のすみかねてもとの

濁
にご

りの田沼恋しき」は五七五七七の短歌の形式をとる狂歌で，「役人の子はにぎにぎをよく

おぼえ」は五七五の俳句の形式をとる川柳である。 

小説では，十返舎一九
じっぺんしゃいっく

の「東海
とうかい

道中
どうちゅう

膝栗毛
ひざくりげ

」のようなこっけいな作品が人気を集める一方

で，曲亭
きょくてい

(滝沢
たきざわ

)馬
ば

琴
きん

の「南総里見八
なんそうさとみはっ

犬伝
けんでん

」などの長編小説も多くの人に読まれた。 
※入試出題頻度：「与謝蕪村△」「小林一茶△」「十返舎一九〇」「東海道中膝栗毛△」 
「曲亭(滝沢)馬琴△」「南総里見八犬伝△」 
 
 
[問題] 

江戸時代，世相を皮肉る，右にあげるような形式の歌が民衆の 
間に流行していた。このような歌を何というか，次の[   ]か 
らひとつ選べ。 
[ 俳句 狂歌 短歌 連歌 ] 
(鳥取県) 
[解答欄] 

 

[解答]狂歌 
 
 
[問題] 
 民衆の生活をこっけいに描いた「東海道中膝栗毛」の作者を次から選べ。 
[ 滝沢馬琴 歌川広重 十返舎一九 葛飾北斎 ] 
(和歌山県) 
[解答欄] 

 

[解答]十返舎一九 
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[問題] 
 次の表の①～③にあてはまる作品名を下の[  ]からそれぞれ選べ。 
 

人物の名 十返舎一九 滝沢馬琴 葛飾北斎 
作品の名 ( ① ) ( ② ) ( ③ ) 

 
[ 東海道中膝栗毛 富嶽三十六景 南総里見八犬伝 ] 
(北海道) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 東海道中膝栗毛 ② 南総里見八犬伝 ③ 富嶽三十六景  
 
 
[問題] 
 次のア～エのうち，文化・文政期の学問や文化について述べたものとしてあてはまらない

ものはどれか。1 つ選んで，その記号を書け。 
ア 近松門左衛門が人形浄瑠璃の台本を書いた。 
イ 小林一茶が農民の生活を題材に俳句をつくった。 
ウ オランダ商館の医師シーボルトが医学塾をひらいた。 
エ 滝沢馬琴が「南総里見八犬伝」などの長編小説を書いた。 
(香川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
アの近松門左衛門は元禄文化に分類される。 
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【】外国船の出現と異国船打払令 
[外国船の出現] 
[問題] 

1792 年，(アメリカ／ロシア／イギリス／フランス)の使節ラクスマンが通商を求めて根室

に来航した。(  )内より適語を選べ。 
(兵庫県) 
[解答欄] 

 

[解答]ロシア 
[解説] 

1792 年，ロシアの使節ラクスマンが，漂流
ひょうりゅう

民
みん

の大黒屋光太夫
だ い こ く や こ う だ ゆ う

らを連れて蝦夷地
え ぞ ち

の根室
ね む ろ

(右下

の地図)に来航
らいこう

して通商を求めたが，幕府(松平

定信)は，長崎で交渉すると回答した。1804 年，

長崎に来たロシアの使節レザノフに対し，幕府

はこれを断った。 

ロシアの南下に備えるため，幕府は近藤
こんどう

重蔵
じゅうぞう

に蝦夷地
え ぞ ち

の調査

(1807 年)を，間宮
ま み や

林蔵
りんぞう

に樺太
からふと

の調査(1808～09 年)を行わせ，19
世紀前半までに蝦夷地を幕府の直接の支配地とした。19 世紀にな

ると，ロシアのほか，イギリスやアメリカの船が日本に近づくよ

うになった。 
※入試出題頻度：「ロシア〇」「ラクスマン△」「根室(地図)△」 
「間宮林蔵◎」「ロシアの南下に備えるため△」 
 
[問題] 
 次の文章中の①～③の(  )内からそれぞれ適語を 
選べ。 
 18 世紀末に①(ラクスマン／ペリー)が，日本との 
通商を求めて，右の地図中の②(a／b／c／d／e／f)の 
③(根室／浦賀)に来航した。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① ラクスマン ② a ③ 根室 
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[問題] 
ロシアの南下に備えるため，江戸幕府は，18 世紀の末から 19 世紀の初

めにかけて蝦夷地の調査を行った。現在の茨城県出身の( X )は右図の a
の地域を探検・調査して a が島であることを確認した。文中の X に当ては

まる人物の名前を書け。 
(茨城県) 
[解答欄] 

 

[解答]間宮林蔵 
 
 
[問題] 
 次の資料を読み，①の(  )のア，イより適するものを選び，②，③には適語を入れよ。 
(資料) この島は蝦夷地の北限であるソウヤの北，十三里(約 52km)を隔てたところにあり，

南北に長く，東西に狭い。土地はやせ，住んでいる人も少なく，この島の詳細がよく

わかっていないため，島という説や満州の岬であるという説があった。幕府はこの島

を領地にしようとし，文化五年(1808 年)に役人に探検させた。探検した役人は，この

島から海を越えて大陸に渡った。 
 資料には，1804 年にロシアが①(ア シベリア鉄道を建設 イ 通商を要求)したことなどに

対応するため，幕府が，「この島」である( ② )を，幕府の役人である( ③ )に探検させ

たことが書かれている。(②)は，「この島」が大陸とつながっていないと確認した。 
(北海道) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① イ ② 樺太 ③ 間宮林蔵 
 
[問題] 
 右の地図は，19 世紀初めに間宮林蔵が幕府に調査を命じられ 
て探検したルートを示している。ラクスマンとレザノフに共通 
する国名を明らかにしながら，幕府が調査を命じた理由を書け。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]ロシアの南下に備えるため。 
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[異国船打払令] 
[問題] 

江戸時代の日本は鎖国をしていたけれど，18 世紀後半にはロシア船が来航し，19 世紀に

なると，アメリカやイギリスの船も日本に近づくようになった。こうした動きを警戒した幕

府が出した命令を何というか。 
(青森県) 
[解答欄] 

 

[解答]異国船打払令 
[解説] 
1808 年には，イギリスの軍艦フェートン号が当時敵国

であったオランダ船を追って長崎に侵入
しんにゅう

する 
フェートン号事件が起こった。その後もイギリス船や

アメリカ船が日本近海に出没し，薪水
しんすい

や食料などを強

要することが多くなった。 

これに対処するため，幕府は 1825 年に異国船打払令
いこくせんうちはらいれい

を出した。(いやに剛
ごう

気
き

(1825)な打ち払い) 
1837 年，漂流

ひょうりゅう

民
みん

を引きわたそうとしたアメリカの商

船を砲撃
ほうげき

するというモリソン号事件が起きた。これに対し，蘭学
らんがく

を通じて世界の動きに目を

向けていた高野
た か の

長英
ちょうえい

や渡辺崋山
か ざ ん

は異国船打払令の無謀
む ぼ う

さを説き，幕府を批判し，処罰
しょばつ

され

た(蛮社
ばんしゃ

の獄
ごく

)。しかし，1840 年に起こったアヘン戦争で清がイギリスに敗れ，南京
なんきん

条約とい

う不平等条約を結んだことが伝わると，老中の水野忠邦
みずのただくに

は異国船打払令をやめ，寄港した外

国船にはまきや水をあたえるようにした。 
※入試出題頻度：「フェートン号事件△」「異国船打払令◎」「モリソン号事件△」「高野長英

〇」「渡辺崋山〇」「蛮社の獄〇」「アヘン戦争△→異国船打払令をやめる〇(まきや水△)」 
 
[問題] 
 幕府は，異国船打払令を定めた。その理由は何か。次から 1 つ選べ。 
ア アへン戦争が起こった。 
イ 倭寇による海賊行為が活発に行われるようになった。 
ウ 島原・天草一揆が起こった。 
エ 日本の沿岸にアメリカ船などが現れるようになった。 
(奈良県) 
[解答欄] 
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[解答]エ 
 
[問題] 
 次の文は，モリソン号事件について述べたものである。文中の X に適当な言葉を書き入れ

て文を完成させよ。ただし，「幕府」「外国船」の 2 つの言葉を含めること。 
 モリソン号事件が起こると，高野長英と渡辺崋山は，(  X  )ことを批判する書物を書

いた。このため，彼らは，幕府から厳しい処罰を受けた。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

 

[解答]幕府が外国船の打ち払いを命令した 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 異国船打払令と幕府の鎖国政策を批判してとらえられた学者を，次から 1 人選べ。 

[ 杉田玄白 新井白石 高野長英 本居宣長 ] 
(2) (1)の事件を何というか。 
(滋賀県改) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 高野長英 (2) 蛮社の獄 

 
[問題] 
 次の文章中の①，②の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 
 18 世紀末から，わが国の沿岸には，ロシアなどの外国船が頻繁に現れるようになった。江

戸幕府は，1825 年に異国船打払令を出して，わが国の沿岸に接近してくる外国船を追い払う

方針を示した。この方針を批判した高野長英や渡辺崋山らの蘭学者たちが，1839 年に幕府に

よって処罰される①(蛮社の獄／安政の大獄)がおこった。しかし，1842 年，アへン戦争で清

が②(オランダ／イギリス)に敗れたことに大きな衝撃を受けた幕府は，異国船打払令を見直

し，寄港した外国船に燃料や水を与えるように命じた。 
(香川県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 蛮社の獄 ② イギリス 
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[問題] 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 

老中水野忠邦は，( ① )戦争で清が( ② )(国名)に敗れたことを知って，異国船打払令

をやめ，寄港した外国船にはまきや水をあたえるようにした。 
(熊本県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① アヘン ② イギリス 
 
[問題] 

アへン戦争の後に，幕府が対外政策を転換した内容について述べた次の文の①，②に適す

ることばを補い，これを完成させよ。ただし，①は法令の名称を書き，②は「燃料や水」と

いうことばを使って書くこと。 
清がイギリスに敗れたことを知った幕府は，( ① )令をやめ，寄港した( ② )て帰らせ

ることにした。 
(鹿児島県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 異国船打払 ② 外国船に燃料や水を与え 
 
[問題] 
 アへン戦争において，清が各地でイギリス軍に敗北していることを知った幕府は，1842
年に，外国船に対する対応をどのように変えたか，「異国船打払令」「水や燃料」の 2 つの言

葉を用いて簡単に書け。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

 

[解答]異国船打払令をやめ，外国船に水や燃料を与えるようにした。 
 
[問題] 
 次のア～ウを時代の古い順に並べ，記号で答えよ。 
ア アへン戦争で清が敗れたことを知った幕府は，日本に来航する外国船への対応を改めた。 
イ 幕府は異国船打払令(外国船打払令)を出し，接近する外国船を追い払う方針を示した。 
ウ 蝦夷地の根室に来航したロシアの使節が日本との通商を求めたが，幕府は要求を断った。 
(静岡県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→ア 
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【】大塩の乱・天保の改革 
[大塩の乱] 
[問題] 
 右の人物は，もと幕府の役人であったが，人々の苦しい生活を救済 
しようとして，大阪で反乱を起こした。この反乱を何というか。 
(山口県) 
[解答欄] 

 

[解答]大塩の乱 
[解説] 

1830 年代，天保
てんぽう

のききんが全国をおおい，百姓
ひゃくしょう

一揆
い っ き

と打ちこわしがひんぱんに起こった。1837 年，もと大

阪町奉行所の役人で，儒学
じゅがく

の中の陽明学
ようめいがく

の学者であっ

た大塩
おおしお

平八郎
へいはちろう

は，奉行所の対応に不満を持ち，弟子な

ど 300 人ほどで大商人をおそい，米や金をききんで苦

しむ人々に分けようとした(大塩の乱)。 

(人はみな(1837)大塩したい打ちこわし)  儒学の一派である陽明学は「世の中の矛盾
むじゅん

を知る

だけでは何の価値もなく，行動を起こすことが大切である」という「知行
ちぎょう

合一
ごういつ

」を重視する

革命の理論という一面をもっていた。幕領
ばくりょう

である大阪で，役人だった人物が反乱を起こした

ことは，幕府に大きな衝撃
しょうげき

を与えた。 
※入試出題頻度：「天保のききん△」「大塩平八郎◎」「大塩の乱△」 
「役人だった人物が反乱を起こしたから〇」 
 
 
[問題] 
 1830 年代には大きなききんが全国をおそい，｢天下の台所｣とよばれた大阪でも，餓死者が

出るほどであった。1837 年，もと大阪町奉行所の役人であった( ① )は，幕府のききん対

策に不満をもち，立ちあがった。この乱は 1 日でしずめられたが，幕府は衝撃を受けた。こ

のような情勢のなかで，1841 年，幕府は( ② )とよばれる政治の立て直しに着手した。文

中の①，②に適語を入れよ。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 大塩平八郎 ② 天保の改革 
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[問題] 
大塩の乱がおこったのはどこか。①都市の名前を答えよ。 

②また，その都市は，右の略地図のア～エのうちどれか。 
(徳島県・鹿児島県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 大阪 ② ウ 
 
[問題] 

大塩の乱は幕府に衝撃を与えた。その理由を「幕領」「役人」という語句を使って説明せよ。 
(補充問題) 
[解答欄] 

 

[解答]幕領である大阪で，役人だった人物が反乱を起こしたから。 
 
[問題] 
 天保のききんの後に各地で続発したできごとを説明した次の表の①，②に入る適切な語句

を，①は 5 字，②は漢字 4 字でそれぞれ書け。 
 

都市 米の買いしめをした商人に対して( ① )が続発した。 
農村 年貢の軽減などを求めて( ② )が続発した。 

(富山県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 打ちこわし ② 百姓一揆 
 
[天保の改革] 
[問題] 
 次の文章中の下線部 a～d から誤っているものを 1 つ選び，その記号を書き，正しい語句

に直せ。 
 江戸時代の後半には，農村では領主に対し a 百姓一揆が，都市では米を買い占めた商人に

対し b 打ちこわしが数多く発生した。とくに天保の大ききんのころには，もと幕府役人であ

った c 大塩平八郎が，飢えに苦しむ人々の状況を見かねて挙兵した。この乱は一日でしずめ

られたが，社会の不安をおさえるため，幕府は老中 d 松平定信を中心として改革を始めた。

しかし，十分な成果をあげることはできなかった。 
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(山梨県) 
[解答欄] 

 

[解答]d，水野忠邦 
[解説] 

1841 年に老中の水野忠邦
みずのただくに

が天保
てんぽう

の改革
かいかく

を始めた(日は

よい(1841)改革水野さん)。物価の上昇の原因は，株仲

間が営業を独占しているためであるとし，株仲間の解

散を命じた。また，江戸に出かせぎに来ている農民を

故郷の村に帰らせた。 
1840 年に起こったアヘン戦争で清がイギリスに敗れ

たことが伝わると，水野忠邦は異国船打払令をやめ，

寄港した外国船にはまきや水をあたえるようにした。 
さらに，海防の強化を目指し，江戸や大阪周辺を幕領にしようとしたが，大名や旗本の反対

にあい，改革はわずか 2 年で失敗に終わった。 
※入試出題頻度：「水野忠邦◎(老中〇)」「天保の改革◎」「株仲間の解散◎(物価を下げるた

め△)」「農民を農村へ返した△」「アヘン戦争△→異国船打払令をやめる〇(まきや水△)」 
「江戸や大阪周辺を幕領にしようとした〇→大名や旗本の反対△」 
 
 
[問題] 

次の各問いに答えよ。 
外国船打払令を緩和し，また，きびしい倹約令を出してぜいたく品を禁止した。さらに，

農民が江戸に出かせぎに来るのを禁じ，江戸に出ている農民を村に帰らせた。 
(1) 上の文章は，江戸時代の何という改革を説明したものか。 
(2) (1)の改革を行ったのはだれか。その人物名を書け。 
(青森県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 天保の改革 (2) 水野忠邦 
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[問題] 
 右の人物は大きなききんが起こり，人々の苦しい生活を見かねて，大阪

で乱を起こした。この人物が起こした乱により，幕府は衝撃を受け，政治

改革を行った。 
(1) その改革を行った人物は次のうちの誰か。 

[ 水野忠邦 徳川吉宗 徳川家光 田沼意次 ] 
(2) 改革の内容として適切なものをア～エから 1 つ選べ。 

ア 株仲間の解散，江戸に出てきていた農民を村へ帰す 
イ 株仲間の奨励，銅や海産物の輸出 
ウ 上げ米の制，目安箱の設置，年貢の率の引き上げ 
エ 参勤交代の制，鎖国の完成 

(富山県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 水野忠邦 (2) ア 
[解説] 
(2) イは田沼意次の改革，ウは徳川吉宗の享保の改革，エは徳川家光の政策である。 
 
[問題] 
 天保の改革で株仲間を解散した目的は何か。 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]物価を下げること。 
 
[問題] 
 天保の改革で老中水野忠邦が行った，①農村を復興させるための政策の内容と，②物価を

下げるための政策の内容を，それぞれ簡潔に書け。 
(栃木県) 
[解答欄] 

① 

② 

[解答]① 江戸に出てきている農民を村へ帰らせた。 ② 株仲間を解散させた。 
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[問題] 
 田沼意次と水野忠邦は，株仲間に対してそれぞれどのような政策を行ったか。2 人の政策

のちがいがわかるように，簡単に書け。 
(北海道) 
[解答欄] 

 

[解答]田沼意次は株仲間を奨励し，水野忠邦は株仲間を解散させた。 
 
[問題] 
 江戸時代の「株仲間」について，次の資料のようにまとめた。資料の a，b にあてはまる

政策の目的を書け。 
(資料) 

当時の老中   政策 政策の目的 
田沼意次 株仲間を認める   a 
水野忠邦 株仲間の解散を命じる   b 

(滋賀県) 
[解答欄] 

a b 

[解答]a 株仲間から営業税をとる b 物価を下げる 
 
[問題] 
 水野忠邦が行った政治改革について述べた文として，最も適当なものを，次のア～エから

1 つ選び，その符号を書け。 
ア 裁判の基準となる法律を定めるとともに，庶民の意見を聞くために目安箱を設置した。 
イ 朱子学を重視するなど学問を奨励するとともに，極端な動物愛護の政策を進めた。 
ウ 海防を強化するため，江戸や大阪の周辺を幕府の直接の支配地にしようとした。 
エ 天明のききんにより荒廃した農村の復興を図り，ききんや凶作に備えて米を蓄えさせた。 
(新潟県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
アは徳川吉宗の享保の改革，イは徳川綱吉の政策，ウは水野忠邦の天保の改革，エは松平定

信の寛政の改革である。 
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[問題] 
 天保の改革と同じ時期に起こった出来事の説明として正しいものを，次のア～エのうちか

ら 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 皇帝フビライのもと元軍が日本へ襲来したが，幕府軍は武士を率いてこれを退けた。 
イ 明が，貿易の条件として倭寇の取り締まりを求めたので，幕府はこれに応じた。 
ウ ヨーロッパで羅針盤が実用化され，日本にもスペイン船などが来航するようになった。 
エ アへン戦争における清の敗北を知った幕府は，外国船に対する方針をゆるめた。 
(沖縄県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
アは鎌倉時代，イは室町時代，ウは戦国時代である。 
アへン戦争における清の敗北を知って，異国船打ち払い令をやめ外国船にまきや水を供給す

るようにしたのは，天保の改革を行った水野忠邦である。 
 
 
[幕政改革全般] 
[問題] 
 ア～エを年代の古い順に左から並べて，その記号を書け。 
ア 老中水野忠邦は，物価を下げるために，株仲間を解散させた。 
イ 老中田沼意次は，大商人を利用して財政再建に力を入れ，長崎貿易を奨励した。 
ウ 将軍徳川吉宗は，質素・倹約をすすめ，新田の開発や法律の整備をおこなった。 
エ 老中松平定信は，旗本や御家人の生活を救うために，その借金を帳消しにした。 
(茨城県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→エ→ア 
[解説] 
ウ(享保の改革 1716 年～45 年)→イ(田沼の政治 1772 年～86 年)→エ(寛政の改革 1787 年～

93 年)→ア (天保の改革 1841 年～43 年)。 
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[問題] 
 次のア～エのできごとを，年代の古い順に並べよ。 
ア もと大阪町奉行所の役人であった大塩平八郎は，貧しい人たちを救おうとして，乱をお

こした。 
イ 老中の田沼意次は，幕府の収入を増やそうとして，株仲間から税をとった。 
ウ 八代将軍の徳川吉宗は，幕府の財政を立て直そうとして，年貢の取り方をかえた。 
エ 老中の松平定信は，旗本・御家人を生活難から救おうとして，彼らの借金を帳消しにし

た。 
(北海道) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→エ→ア 
[解説] 
ウ(徳川吉宗の享保の改革 1716 年)→イ(田沼意次の改革 1772 年)→エ(松平定信の寛政の改革

1787 年)→ア(大塩平八郎の乱 1837 年) 
 
 
[問題] 
 江戸時代における次のア～エのできごとを，年代の古い順に並べかえ，記号で答えよ。 
ア 大塩の乱がおこる 
イ 参勤交代の制度が定められる 
ウ 享保の改革が行われる 
エ 天明の大ききんがおこる 
(山形県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ウ→エ→ア 
[解説] 
イ(徳川家光が参勤交代を定める 1635 年)→ウ(徳川吉宗の享保の改革 1716 年) 
→エ(天明の大ききん 1782 年)→ア(大塩の乱 1837 年) 
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[雄藩の成長] 
[問題] 
 江戸時代，財政の再建をはかるために各地の藩が実際に行った手だてとして最も適切なも

のをア～エから 1 つ選び，符号で書け。 
ア 特産物の専売制  イ 楽市・楽座の政策 
ウ 上げ米の制    エ 長崎貿易の奨励 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 

西日本の諸藩は，財政を立て直すため，独自の改革を行った。薩摩藩
さつまはん

(鹿児島県)は，奄美群島
あまみぐんとう

でとれる黒砂糖
くろざとう

の専売制
せんばいせい

や， 琉球
りゅうきゅう

を使った

幕府の許可を得ない密貿易などで経済力をたくわえた。肥前藩
ひぜんはん

(佐賀

県・長崎県)は陶磁器
と う じ き

を専売制にし，ヨーロッパに輸出した。長州藩(山口県)は，下関などの

領内の港で他藩の船に対する金融業を行った。また，肥前藩や薩摩藩は，外国船に対する軍

備を強化し，反射
はんしゃ

炉
ろ

を建設して，大砲などを製造した。これらの藩は，雄藩
ゆうはん

と呼ばれ，政治

的な発言力を持つようになった。 
※入試出題頻度：この単元はときどき出題される。 
 
 
[問題] 
 長州藩と薩摩藩は，19 世紀に藩政改革に成功し，藩の力を強めて，後に幕府をたおす勢力

となった。長州藩や薩摩藩は，どのような藩政改革をおこなって，藩の力を強めることに成

功したのか。「下級武士」「特産物」の 2 つの言葉を用いて，簡単に書け。 
(香川県) 
[解答欄] 

 

[解答]能力のある下級武士を重要な役目につけたり，特産物の専売制を実施した。 
 
[問題] 
 薩摩藩と同じように，江戸時代の後期に独自の改革で財政を立て直して雄藩と呼ばれ，後

に藩閥政治と呼ばれた政治の実権をにぎった藩を，次の[  ]から 2 つ選べ。 
[ 長州藩 松前藩 肥前藩 対馬藩 ] 
(宮崎県) 
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[解答欄] 

 

[解答]長州藩，肥前藩 
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【】開国・倒幕 
【】開国と不平等条約 
[ペリーの来航] 
[問題] 
 次の資料を見て，アメリカの軍船四せきの司令長官の名前を書け。 
(資料) 六月三日，浦賀に異国船が渡来した。アメリカの軍船は四せきで，多くの人が乗って

いた。(中略)翌年再び，正月中旬にアメリカ船が浦賀にやってきた。江戸はもちろんのこと

日本中が大騒ぎになった。(中略)二月下旬アメリカ人と幕府の役人が対談して和睦したので，

異国船は帰っていった。 
(長野県) 
[解答欄] 

 

[解答]ペリー 
[解説] 
アへン戦争後に中国進出に乗り出したアメリカは，太平洋をこ

えてアジアとの貿易を望むようになった。アメリカはまた，

鯨油
げ い ゆ

を採るために，太平洋で捕鯨
ほ げ い

を盛んに行っていた。そのた

めアメリカは，日本を開国させ，太平洋を横断する貿易船や捕

鯨船の寄港地
き こ う ち

とするため，東インド艦隊
かんたい

司令長官のペリーを派遣
は け ん

した。 
ペリーは 1853 年，4 隻の軍艦(黒船

くろふね

)を率
ひき

いて浦賀
う ら が

(現在の神奈川県)に来

航し，日本の開国を求めた。(いや御三(1853)家！とペリー来航)  
幕府は，翌年の返事を約束してペリーをいったん引きとらせた。幕府は，国内の意見をまと

めようと，先例を破って大名の意見を聞き，朝廷にも報告したため，大名や朝廷の発言権が

強まるきっかけとなった。 
※入試出題頻度：「ペリー〇」「浦賀(地図)〇」「貿易船や捕鯨船の寄港地とするため△」 
 
[問題] 
 次の資料は鎖国体制の中で起きたある出来事についての狂歌である。どのような出来事を

詠んだものか，人物名を含めて書け。 
(資料) 泰平の眠気をさます上喜撰(じょうきせん)たった四杯(しはい)で夜も寝られず 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]ペリーが 4 隻の黒船を率いて浦賀に来航したこと。 
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[問題] 
 Y さんは，ペリー艦隊が日本に開国を要求した理由について，資料Ⅰ，資料Ⅱを用いて考

察した。Y さんの考察の( A )，( B )にあてはまる語句の組み合わせとして最も適切な

ものを，あとのア～エから選び，記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(資料Ⅱ) Y さんがまとめた，1851 年のアメリカ国務長官の主張 
・大統領の考えは，カリフォルニアから中国へ太平洋を横断する蒸気船の航路を早期に確立

することである。 
・その航路をアジア貿易に関心のあるわが国の商人たちに提供するための計画を進めなけれ

ばならない。 
・この計画を進めるためには，わが国の蒸気船が往復の航海で必要とする石炭を，日本の国

民から購入できる許可を得ることが望ましい。 
(Y さんの考察) 
アメリカが日本へ開国を迫ったのは，日本開国後に，( A )ことを望み，日本をその航路の

中継地や( B )にしたいと考えたからではないか。 
ア：A キリスト教を広め，アジアの香辛料を直接手に入れる 
  B 燃料用石炭の補給地 
イ：A キリスト教を広め，アジアの香辛料を直接手に入れる 
  B 燃料用石炭の輸出先 
ウ：A ヨーロッパ諸国よりも有利にアジア貿易を行う 
  B 燃料用石炭の補給地 
エ：A ヨーロッパ諸国よりも有利にアジア貿易を行う 
  B 燃料用石炭の輸出先 
(山口県) 
[解答欄] 
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[解答]ウ 
 
[問題] 
 ペリーが浦賀に来た目的として最も適当なものを，次のア～エから 1 つ選べ。 
ア 治外法権(領事裁判の制度)を認めさせるため。 
イ 琉球をゆずりうけるため。 
ウ キリスト教の布教を進めるため。 
エ 自国船への補給港を確保するため。 
(熊本県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
 
[問題] 
 ペリー来航当時(19 世紀中頃)のアメリカについて述べた文として最も適当なものを，次の

ア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 工業製品を大量に生産し，世界中に輸出したので，「世界の工場」とよばれて繁栄した。 
イ 直接支配下においたインドを拠点として，アジアでの植民地拡大をねらっていた。 
ウ 近代化の遅れを実感してさまざまな改革を進めると同時に，シベリアや沿海州にも進出

した。 
エ 国土を急速に広げて太平洋岸に達し，さらに海をこえて東アジアとの貿易を望んでいた。 
(島根県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
アとイはイギリス，ウはロシア，エはアメリカである。 
 
[問題] 
 1853 年にペリーが来航した浦賀を，右の略地図の A～D 
から 1 つ選べ。 
(滋賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]C 
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[問題] 
 ペリーの開国要求に対する幕府の対応は朝廷や大名の発言権を強めることになったが，そ

の理由を「幕府が従来の方針をかえて(      )から。」という形に合わせて書け。 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]幕府が従来の方針をかえて大名の意見を聞き，朝廷にも報告したから。 
 
 
[日米和親条約] 
[問題] 
 ペリーの要求に応じ，1854 年，幕府はアメリカとの間で，下田，函館の 2 港の開港など

を認める条約を結んだ。この条約を何というか。 
(岡山県) 
[解答欄] 

 

[解答]日米和親条約 
[解説] 
1854 年にペリーは，再び江戸湾に来航し，回答をせまった。幕

府は，やむなく，日米
にちべい

和親
わ し ん

条約
じょうやく

を結び，下田
し も だ

(静岡県)と函館
はこだて

(北
海道)の 2 港を開き，燃料・水・食料を補給することと，下田に

領事
りょうじ

をおくことなどを認めた。 
※入試出題頻度：「日米和親条約◎」「下田・函館(地図)◎」 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日米和親条約を結んだアメリカ東インド艦隊司令長官

は誰か。 
(2) 日米和親条約によって 2 つの港が開かれた。①開かれ

た 2 港のうち，アメリカ総領事のハリスが駐在した場

所の名前を答えよ。また，右の地図のア～エからその

場所を 1 つ選べ。②開かれた①以外の港の名前を答え

よ。また，右の地図のア～エからその場所を 1 つ選べ。 
(岩手県・青森県) 



 58 

[解答欄] 

(1) (2)① ② 

[解答](1) ペリー (2)① 下田，ウ ② 函館，ア 
 
[問題] 
 ペリーの黒船が来航する以前におこり，日本の開国に影響を与えたできごとは何か。次の

[  ]の中から 1 つ選べ。 
[ 義和団事件 フランス革命 中華民国の成立 アへン戦争 ] 
(佐賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]アへン戦争 
 
[日米修好通商条約] 
[問題] 
 大老井伊直弼は，1858 年にアメリカ合衆国と，貿易のために 5 つの港を開く条約を結ん

だ。この条約を何というか。 
(徳島県) 
[解答欄] 

 

[解答]日米修好通商条約 
[解説] 

下田
し も だ

に着任したアメリカ総領事
そうりょうじ

ハリスは，貿易開始の

ための条約を結ぶことを要求してきた。幕府は朝廷に

許可を求めたが，得られなかった。1858 年，通商がさ

けられないと判断した大老
たいろう

の井伊
い い

直
なお

弼
すけ

は，反対派の意

見をおさえて，日米
にちべい

修好
しゅうこう

通商
つうしょう

条約
じょうやく

を結んだ。この条

約によって，函館
はこだて

・新潟
にいがた

・神奈川
か な が わ

(横浜
よこはま

)・兵庫
ひょうご

(神戸
こ う べ

)・長崎
ながさき

の 5
港を貿易港として開いた。 
しかし，この条約は，日本で罪を犯したアメリカ人をアメリカの

領事が裁く領事
りょうじ

裁判権
さいばんけん

を認め，輸入品に自由に関税をかける関税
かんぜい

自主権
じしゅけん

が日本にないという不平等なものであった。続いて幕府は，

オランダ，ロシア，イギリス，フランスとも，同じような条約を

結んだ(安政
あんせい

の五か国条約)。 
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※入試出題頻度：「井伊直弼〇」「ハリス△」「日米修好通商条約◎」「神奈川(横浜)(地図)◎」 
「関税自主権がなかった◎」「領事裁判権を認めていた◎」 
 
[問題] 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 1854 年，江戸幕府は，日米和親条約を結んだ。その後，下田に来た( ① )は，幕府に貿

易を行うことを求めた。そこで，このころ大老になった( ② )は，1858 年に日米修好通商

条約を結んだ。 
(岩手県・大阪府) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① ハリス ② 井伊直弼 
 
[問題] 

日米修好通商条約によって開港された港は，函館・神奈川(横浜)・長崎・兵庫(神戸)と，あ

と 1 つはどこか。次の中から選べ。 
[ 下田 名古屋 新潟 鹿児島 ] 
(青森県) 
[解答欄] 

 

[解答]新潟 
 
[問題] 
 日米修好条約をはじめとして諸外国と同様の条約が結ばれると，神戸には外国人が住むよ

うになった。しかし日本側は外国人の犯罪者を取り締まることができなかった。これは，こ

れらの条約で諸外国にどのような権利が認められていたからか。 
(宮城県) 
[解答欄] 

 

[解答]領事裁判権(治外法権) 
 
[問題] 
 領事裁判権とは，どのような権利のことか。「法律」「事件」「外国」の 3 語を用いて説明

せよ。 
(青森県) 
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[解答欄] 

 

[解答]外国で起こした事件でも領事が自分の国の法律によって裁判を行うことのできる権利。 
 
[問題] 
 日本に関税自主権がなかったことは，日本の産業の発展にとって不利な条件となった。こ

のことを説明する次の文章の①，②にあてはまる語を，(  )内からそれぞれ選べ。 
外国から商品を輸入する際，輸入品の価格や重量などに対して，関税が課せられる。一般

に，課せられた関税の金額が輸入品の価格に上乗せされるので，関税の税率が高いと，輸入

量は①(多く／少なく)なる。日米修好通商条約締結ののち，外国が日本に輸出しやすいよう

に，日本の関税の税率は②(低く／高く)設定された。そのため，外国から安価な綿織物など

が多く輸入され，国産品が売れなくなる原因の 1 つとなった。 
(静岡県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 少なく ② 低く 
 
[問題] 
 日米修好通商条約は，不平等なものであった。アメリカに治外法権(領事裁判権)が認めら

れたことのほかに，日本にとって不利であった内容を，貿易に着目して書け。 
(山形県) 
[解答欄] 

 

[解答]日本に関税自主権がなかったこと。 
 
[問題] 
 日米修好通商条約は，関税自主権を日本に認めないなど，日本にとって不平等な条約であ

った。関税自主権とはどのような権利か，「輸入品」「関税」の 2 つの語句を使って，簡潔に

書け。 
(高知県) 
[解答欄] 

 

[解答]輸入品の関税を自主的に決定する権利。 
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[問題] 
 1858 年に結ばれた日米修好通商条約は，わが国にとって不平等な内容を含んでいた。不平

等な内容を 2 つ簡潔に書け。 
(栃木県) 
[解答欄] 

 
 

[解答]日本に関税自主権がなく，アメリカに領事裁判権(治外法権)が認められていたこと。 
 
[開国後の貿易] 
[問題] 
 図は，1865 年のわが国の主な輸出品の割合を示している。 
図中の X は，後に群馬県の富岡につくられた官営模範工場 
などで生産されたものである。X にあてはまるのは[  ]の 
うちのどれか。 
[ 鉄鋼 銅 綿糸 生糸 ] 
(栃木県) 
[解答欄] 

 

[解答]生糸 
[解説] 

輸出品の 8 割以上は生糸
き い と

で，輸入品は毛織物
けおりもの

・綿織物
めんおりもの

が大

部分であった。最大の貿易港は横浜で，最大の貿易相手国

はイギリスであった。日本を開国させたアメリカは南北戦

争という内戦が始まったため，貿易額は少なかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※入試出題頻度：「最大の輸出品は生糸◎」「輸入品：毛織物・綿織物△」「最大の貿易港は横

浜〇」「最大の貿易相手国はイギリス〇」「アメリカは南北戦争のため貿易額は少なかった△」 
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[問題] 
 次の文章中の①，②の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 

通商条約が他国とも結ばれ各国との貿易が開始された。貿易開始当時，わが国の最大の貿

易港は①(横浜／神戸／長崎)であり，輸出品の中心は②(綿糸／生糸)であった。 
(熊本県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 横浜 ② 生糸 
 
 
[問題] 
 この都市の港は，日米修好通商条約が結ばれた結果開かれた。外国との貿易が始まると，

日本の総貿易額のうち，この港の貿易額のしめる割合が最も大きく，特に輸出品の中心とな

った生糸はこの港に集まった。この都市の名前を書け。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]横浜 
 
 
[問題] 
 貿易総額が日本全体の大部分をしめていた横浜港では，( X )や茶などが，当時「世界の

工場」といわれた( Y )を中心に外国に輸出された。その後，江戸幕府にかわって成立した

明治政府は，近代産業を育てるため殖産興業政策を進め，機械による(X)の生産を拡大させた。 
ア X：生糸 Y：アメリカ 
イ X：毛織 Y：イギリス 
ウ X：毛織物 Y：アメリカ 
エ X：生糸 Y：イギリス 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
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[問題] 
 日米修好通商条約に続いて，オランダ，

ロシア，イギリス，フランスともほぼ同

じような内容の条約が結ばれ，自由な貿

易が行われるようになった。グラフ 1 は

幕末の 1865 年の我が国の品目別輸入額

の割合を，グラフ 2 は同年の横浜港にお

ける国別の貿易額(輸出額と輸入額の総

額)の割合を，それぞれ表したものである。

グラフ 1 の a にあてはまる品目名と，グラフ 2 の b にあてはまる国名の組み合わせとして適

当なものを，ア～エから 1 つ選び，その記号を書け。 
ア a：生糸  b：アメリカ合衆国 
イ a：生糸  b：イギリス 
ウ a：毛織物 b：アメリカ合衆国 
エ a：毛織物 b：イギリス 
(愛媛県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
 
 
[問題] 

右のグラフは，日米修好通商条約が結

ばれた後の1860年と1865年の日本の貿

易相手国と貿易額の割合をあらわしてい

る。1860 年に比べ 1865 年のアメリカの

貿易額の割合が大きく減少している理由

について，当時のアメリカで起きたでき

ごとを明らかにして書け。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]アメリカは南北戦争の影響で，日本との貿易が困難だったから。 
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[開国による経済の混乱] 
[問題] 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 外国との貿易が始まると，生糸が大量に( ① )されて，品不足により国内の絹織物業は

打撃を受けた。また，安価な綿織物が大量に( ② )されて，国内の綿生産地や綿織物業も

打撃を受けた。さらに，日常品の物価が上昇して国内の経済は大きく混乱した。 
(京都府) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 輸出 ② 輸入 
[解説] 

金と銀の交換
こうかん

比率
ひ り つ

が日本と外国で違っていたため，外

国商人は日本に銀を持ち込み金貨を持ち出した。これ

に対して幕府は小判の質を落としたが，それは国内の

物価の上昇をもたらし，国内経済は混乱した。 

最大の輸出品であった生糸
き い と

は品不足になったが，横浜

に近い東日本を中心に生産が盛んになった。安価で良質な綿織物や綿糸の輸入は国内の生産

地に打撃をあたえた。 
※入試出題頻度：「金貨の流出→物価上昇〇」「生糸の輸出：品不足，生産が増える〇」 
「綿織物の輸入：日本の生産地に打撃を与えた〇」 
 
 
[問題] 
 次の説明文は，開国後の日本の経済について述べたものである。説明文中の①，②にあて

はまる語を書け。 
 開国した当初，欧米と日本におけるそれぞれの金と銀の交換比率は，

右の表のようになっていた。この交換比率の違いを利用して，外国人

は自国の( ① )を日本に持ちこみ，日本の( ② )に交換して自国に

持ちかえった。そこで幕府は，貨幣の質を落として(②)の流出を防い

だが，物価は急速に上昇し，生活にいきづまる民衆が増え，幕府への

不満は高まっていった。 
(和歌山県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 銀 ② 金 
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[解説] 
例えば，欧米で金 1 を銀にかえると銀 15 になる。この銀 15 を日本で金にかえると， 
15÷5＝3 なので，金 3 が得られる。 
 
[問題] 
 次の文章中の①，②の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 
 ペリーの来航をきっかけに欧米各国と通商条約を結び，日本は開国した。外国との貿易が

始まると，外国との金銀の交換比率の違いから，①(金貨／銀貨)が大量に国外に持ち出され

た。そのため，幕府は(①)の質を落として流出を防ごうとした。しかし，このことが一因と

なり，物価は急速に②(上昇／下落)し，結果として生活にいきづまる民衆が増えた。 
(滋賀県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 金貨 ② 上昇 
 
[問題] 
 日米修好通商条約により自由な貿易が始まった。この貿易が人々の生活にあたえた影響に

ついて正しいものを，次のア～エの中から 2 つ選び，記号を書け。 
ア 生糸・茶が輸出され，値段が下がった。 
イ 生糸・茶が輸出され，値段が上がった。 
ウ 米の値段が上がり，生活が苦しくなった。 
エ 米の値段が下がり，生活が楽になった。 
(長野県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ，ウ 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 大量に輸出されたために，東日本を中心に生産がさかんになったものは何か。 
(2) イギリスから綿織物が安く大量に輸入されたが，このことは，当時の日本にどのような

影響を与えたか。 
(補充問題) 
[解答欄] 

(1) (2) 
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[解答](1) 生糸 (2) 国内の生産地に打撃を与えた。 
 
 
[問題] 
 開国によって外国貿易がはじまり，これにより国内の綿織物業は打撃を受けたが，それは

なぜか。「関税自主権」という語を用いて簡潔に説明せよ。 
(山口県) 
[解答欄] 

 

[解答]関税自主権がなかったため，安い外国製品が大量に輸入されたから。 
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【】江戸幕府の滅亡 
[尊王攘夷運動と安政の大獄] 
[問題] 
 大老の井伊直弼が幕府に反対する武士などを弾圧した事件を何というか。 
(和歌山県) 
[解答欄] 

 

[解答]安政の大獄 
[解説] 

幕府の大老
たいろう

の井伊
い い

直
なお

弼
すけ

が朝廷の許可なく日米修好通商

条約を結んだことから，天皇を尊ぶ尊王
そんのう

論と外国の勢力

を排除
はいじょ

しようとする攘夷
じょうい

論が結びつき，尊王
そんのう

攘夷
じょうい

運動に

発展していった。 
これに対し，井伊直弼は，幕府に反対していた大名や武

士，公家を弾圧
だんあつ

した。これを安政
あんせい

の大獄
たいごく

という。これに

よって，長州藩の吉田松陰
しょういん

などが処刑
しょけい

された。しかし，かえって反発は強まり，1860 年，

江戸城桜田
さくらだ

門外
もんがい

で，井伊直弼は水戸藩の浪士
ろ う し

によって暗殺された(桜田門外の変)。井伊直弼

の死によって，尊王攘夷運動は勢いを得ていった。また，幕府は朝廷との融和
ゆ う わ

を図る公武
こ う ぶ

合体
がったい

策
さく

を進めた。 
※入試出題頻度：「尊王攘夷運動〇」「安政の大獄〇」「井伊直弼〇」 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 天皇を尊ぶ考えと外国人を打ち払えという主張とが結びついて起きた運動を何というか。 
(2) (1)の運動を厳しくとりしまり，「安政の大獄」という弾圧を行った幕府の大老は誰か。 
(大阪府・青森県) 
[解答欄] 

(1) (2) 

[解答](1) 尊王攘夷運動 (2) 井伊直弼 
 
[問題] 
 安政の大獄で，尊皇攘夷の考えなどから幕府に反対した多くの人々が処罰された。幕末に

おける尊皇攘夷の考えは，( ① )を尊ぶ尊王論と，( ② )の勢力を追い払おうとする攘夷

論が結びついたものである。文中の①，②に適語を入れよ。 
(富山県) 
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[解答欄] 

① ② 

[解答]① 天皇 ② 外国 
 
 
[問題] 
 松下村塾で，多くの人材を育成したが，幕府の対外政策を批判したため，安政の大獄によ

って幕府から処罰された人物は誰か。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

 

[解答]吉田松陰 
 
[問題] 

次の文は，日米修好通商条約が結ばれた後の，わが国のようすについて述べたものである。

文章中の①～③の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 
外国との貿易が始まると，国内では品不足などのために物価が①(上昇／下落)した。この

ような中で，開国に対する批判が強まると，幕府の大老②(水野忠邦／井伊直弼)は，批判し

た大名らを処罰したので，1860 年，桜田門外で③(長州／水戸)藩浪士らによって暗殺された。 
(新潟県) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 上昇 ② 井伊直弼 ③ 水戸 
 
[問題] 

次のア～ウを年代の古いものから順に並べて，記号を書け。 
ア イギリスはアへン戦争で清に勝利し，清と不平等な条約を結んだ。 
イ 大老の井伊直弼が，江戸城の桜田門外で暗殺された。 
ウ 幕府はアメリカと日米和親条約を結び，下田と函館を開港した。 
(佐賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→イ 
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[攘夷の実行] 
[問題] 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
 日米修好通商条約が，朝廷の許可を得ないまま大老の( ① )によって結ばれたことを機

に，( ② )運動がさかんとなった。(②)運動の中心となった( ③ )藩は，外国船への砲撃

を行ったが，翌年イギリスなど四か国の艦隊の報復攻撃を受けることとなった。 
(熊本県改) 
[解答欄] 

① ② ③ 

[解答]① 井伊直弼 ② 尊王攘夷 ③ 長州 
[解説] 
1863 年，幕府は，朝廷や大名の主張に動かされて，や

むなく外国を排除する攘夷
じょうい

の命令を全国に出した。 
これを受けて 長州藩

ちょうしゅうはん

は 1863 年，下関
しものせき

海峡
かいきょう

を通る

外国船に砲撃
ほうげき

をくわえた。しかし，翌年，イギリス・

フランス・アメリカ・オランダからなる 4 国の艦隊に

攻撃され，下関
しものせき

砲台
ほうだい

を占領された(下関戦争)。 
薩摩
さ つ ま

藩も，1862 年，イギリス商人を殺害する事件(生
なま

麦
むぎ

事件)を起こしたた

め，翌 1863 年にイギリス艦隊に鹿児島を砲撃
ほうげき

され，大きな損害を受けた

(薩
さつ

英
えい

戦争)。これらの事件によって，長州藩と薩摩藩は，外国の軍事力の

強大さを思い知り，攘夷が不可能であることをさとった。 
※入試出題頻度：「長州藩：外国船を砲撃〇」「薩摩藩：生麦事件→薩英戦争〇」 
「攘夷が不可能であることをさとった〇」 
 
[問題] 
 右の資料は，江戸時代末期，欧米 4 か

国の連合艦隊に占領された砲台のようす

を示している。①資料に示した砲台はど

こにあったか，その場所を示す略地図中

の記号を書け。②また，砲台を占領され

た藩の名称を次から 1 つ選べ。 
[ 薩摩藩 長州藩 ] 
(三重県) 
[解答欄] 

① ② 
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[解答]① X ② 長州藩 
 
[問題] 
 薩摩藩が攘夷をあきらめるにいたった，外国との間におこった出来事を書け。 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]薩英戦争 
 
[問題] 

1864 年にアメリカなどの 4 か国の連合艦隊が下関砲台を占領した。その後に，長州藩は，

それまでの藩の方針を改め，どのような行動をとったか。「攘夷」，「幕府」の 2 つの語句を

用いて，40 字以内で書け。 
(新潟県) 
[解答欄] 

 

[解答]攘夷が不可能なことをさとり，薩摩と薩長同盟を結んで幕府を倒す行動を取った。 
 
[薩長同盟] 
[問題] 

薩摩藩と長州藩は，幕府を倒すことを目的に，土佐藩出身の坂本龍馬の仲立ちで同盟を結

んだ。この同盟を何というか。 
(補充問題) 
[解答欄] 

 

[解答]薩長同盟 
[解説] 

外国艦隊の砲撃を受け，敗北を経験した 長州藩
ちょうしゅうはん

と薩摩
さ つ ま

藩は，

攘夷
じょうい

が不可能なことをさとった。さらに，この強力な欧米
おうべい

列強
れっきょう

の植民地になることをまぬかれ，独立を保っていくため

には，幕府を倒して強い統一国家を作るしかないという結論

に達した。1866 年に，土佐藩出身の坂本龍馬
さかもとりょうま

らの仲立ちで，

薩摩藩と長州藩は 薩長
さっちょう

同盟
どうめい

を結び，薩摩藩の西郷
さいごう

隆盛
たかもり

と

大久保
お お く ぼ

利通
としみち

，長州藩の木戸孝允
き ど た か よ し

を中心に，倒幕
とうばく

へとむかった。 
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※入試出題頻度：「坂本龍馬〇」「薩摩藩と長州藩△」「薩長同盟〇」 
 
 
[問題] 
 次の文は現在の高知市出身のある人物について述べたものである。①その人物名を下から

1 つ選べ。②また，文中の( X )にあてはまる語を書け。 
彼は，倒幕のためには( X )藩と薩摩藩とが手を結ぶ必要があると考え，(X)藩の木戸孝

允や薩摩藩の西郷隆盛らに働きかけ，同盟の仲立ちをした。 
[ 井伊直弼 大久保利通 岩倉具視 坂本龍馬 ] 
(茨城県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① 坂本龍馬 ② 長州 
 
 
[問題] 
 討幕運動は，同盟を結んでいた，長州藩と「ある藩」とによって積極的にすすめられた。

「ある藩」を次の中から選べ。 
[ 松前藩 会津藩 水戸藩 薩摩藩 ] 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]薩摩藩 
 
 
[問題] 
 次の 3 つのできごとを古い順に並べよ。 
ア 大老の井伊直弼が桜田門外で暗殺された。 
イ 坂本龍馬のなかだちで薩摩藩と長州藩が同盟を結んだ。 
ウ 長州藩が外国から攻撃され，下関の砲台を占領された。 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→イ 
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[問題] 
大政奉還に至るまでの，次のア～エのできごとを年代の古い順に並べるとどのようになる

か，その記号を順に書け。 
ア 神奈川(横浜)など 5 港を貿易のために開くことを認めた。 
イ 坂本龍馬などの仲立ちで，薩摩藩と長州藩が同盟を結んだ。 
ウ 井伊直弼が，江戸城の桜田門外で暗殺された。 
エ 長州藩が下関で，外国船を砲撃した。 
(和歌山県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→エ→イ 
 
 
[大政奉還と王政復古] 
[問題] 
 幕末に，右の資料に示すような「奇妙な大衆行動」 
が起こった。この大衆行動は何とよばれたか。その名 
称を書け。 
(奈良県) 
[解答欄] 

 

[解答]ええじゃないか 
[解説] 

1866 年に，幕府は，第二次 長州
ちょうしゅう

征伐
せいばつ

を行ったが，各地で

破れた。このころ，全国で世直しを期待して一揆
い っ き

が起こり，

1867 年には，「ええじゃないか」といって人々が熱狂する

さわぎが，各地で流行した。 
1867 年，薩摩藩と長州藩が武力で幕府を倒す計画を進めて

いるとき，第 15 代将軍の徳川慶喜
よしのぶ

は，京都の二条
にじょう

城
じょう

で，政権を朝廷に返すことを伝えた。

これを大政
たいせい

奉還
ほうかん

という。慶喜は，天皇のもとに大名の会議を作り，自分は議長として政治の

実権を持ち続けようと考えていた。これに対し，朝廷は王政
おうせい

復古
ふ っ こ

の大号令
だいごうれい

を発表して新政府

の成立を宣言し，幕府の領地を取り上げ，天皇が直接政治を行うことを決めた。 
※入試出題頻度：「ええじゃないか△」「徳川慶喜〇」「大政奉還(政権を朝廷に返す)◎」 
「王政復古の大号令◎」 
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[問題] 
 将軍徳川慶喜が政権を朝廷に返したできごとの名称を書け。 
(青森県) 
[解答欄] 

 

[解答]大政奉還 
 
 
[問題] 
 大政奉還を行った 15 代将軍は誰か。 
(鳥取県改) 
[解答欄] 

 

[解答]徳川慶喜 
 
 
[問題] 
 徳川慶喜が行った大政奉還とは何か。「朝廷」と「政権」の語句を使って，簡潔に書け。 
(高知県) 
[解答欄] 

 

[解答]朝廷に政権を返すこと。 
 
 
[問題] 
 大政奉還が行われた場所を，次の略地図中のア～エから 
1 つ選べ。 
(滋賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
徳川慶喜が諸大名に大政奉還を伝えたのは，京都(地図のイ)の二条城であった。 
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[問題] 
 大政奉還に対して，武力による倒幕をめざす勢力が天皇中心の政治にもどすために宣言し

たものは何か。 
(鹿児島県) 
[解答欄] 

 

[解答]王政復古の大号令 
 
 
[戊辰戦争] 
[問題] 
 明治新政府は天皇を中心とする政治にもどすことを宣言し，さらに，徳川慶喜に対して，

官職と領地を朝廷に返上することを要求した。このことをきっかけとしておこった，1868
年の鳥羽・伏見の戦いからはじまり，約 1 年 5 か月にわたる，新政府と旧幕府側との戦争は

何と呼ばれるか。その呼び名を書け。 
(香川県) 
[解答欄] 

 

[解答]戊辰戦争 
[解説] 

朝廷は王政
おうせい

復古
ふ っ こ

の大号令
だいごうれい

を発表して

新政府の成立を宣言し，幕府の領地を

取り上げ，天皇が直接政治を行うこと

を決めた。これを不満とした旧幕府軍

は，1868 年 1 月，新政府軍と戦争を

起こしたが，京都近郊の鳥羽
と ば

・伏見
ふ し み

の戦いで敗れた。新政府は，軍を東にすすめ，江戸城を明け渡させた(新

政府軍の西郷
さいごう

隆盛
たかもり

と旧幕府の勝海舟
かつかいしゅう

の会談で決まった)。 
ついで，会津若松

あいづわかまつ

など東北地方で戦い，最後に北海道函館
はこだて

の五稜郭
ごりょうかく

にたてこもった幕府軍を

打ち破った。鳥羽・伏見から函館にいたるこの戦いを戊辰
ぼ し ん

戦争という。 
※入試出題頻度：「戊辰戦争◎」 
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[問題] 
戊辰戦争の発端となる鳥羽・伏見の戦いが起きた場所と 

して適当なものを，右の地図のア～オの中から 1 つ選べ。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
 
[問題] 
 次のア～ウのできごとを起こった順に並べ，その記号を書け。 
ア 朝廷が，王政復古の大号令を出した。 
イ 徳川慶喜が，政権を朝廷に返上した。 
ウ 旧幕府軍と新政府軍との間で鳥羽・伏見の戦いが起こった。 
(和歌山県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ア→ウ 
 
[全般] 
[問題] 
 次のア～ウのできごとが，年代の古い順に左から右に並ぶように，記号ア～ウを用いて書

け。 
ア 江戸幕府の 15 代将軍であった徳川慶喜は，政権を朝廷に返上した。 
イ 尊王攘夷の考え方をとる長州藩は，関門(下関)海峡を通る外国船を砲撃した。 
ウ 土佐藩出身の坂本龍馬らのなかだちにより，薩摩藩と長州藩の間で同盟が結ばれた。 
(香川県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ウ→ア 
 
[問題] 
 次のア～エを，年代の古いものから順に並べよ。 
ア 桜田門外の変    イ 日米修好通商条約調印 
ウ 王政復古の大号令  エ 大政奉還 
(佐賀県) 
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[解答欄] 

 

[解答]イ→ア→エ→ウ 
 
 
[問題] 
 倒幕までのできごとを年代順に並べたが，2 つが入れかわってしまった。正しくするには

どれとどれを入れかえるとよいか。次のア～エから 2 つ選んで記号で書け。 
ア 長州藩が下関海峡を通る外国船を砲撃→イ 薩摩藩と長州藩が同盟 
→ウ 王政復古の大号令→エ 大政奉還 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウとエ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

【FdData 入試版のご案内】 
詳細は，[FdData 入試ホームページ]に掲載 ([Shift]＋左クリック→新規ウィンドウ)  
姉妹品：[FdData 中間期末ホームページ] ([Shift]＋左クリック→新規ウィンドウ) 
 
◆印刷・編集 
この PDF ファイルは，FdData 入試を PDF 形式に変換したサンプルで，印刷はできないよ

うに設定しております。製品版の FdData 入試は Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイルで，印刷・編集を自由に行うことができます。 
 
◆FdData 入試の特徴 
FdData 入試は，公立高校入試問題の全傾向を網羅することを基本方針に編集したワープロ

データ(Word 文書)です。 入試理科・入試社会ともに，過去に出題された公立高校入試の問

題をいったんばらばらに分解して，細かい単元ごとに再編集して作成しております。  
 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサンプルは，製品の Word 文書を PDF ファイルに変換

したもので印刷や編集はできませんが，製品の全内容を掲載しており，どなたでも自由に閲

覧できます。問題を「目で解く」だけでもある程度の効果をあげることができます。 
しかし，FdData 入試がその本来の力を発揮するのは印刷や編集ができる製品版においてで

す。また，製品版は，すぐ印刷して使える「問題解答分離形式」，編集に適した「問題解答一

体形式」，暗記分野で効果を発揮する「一問一答形式」の 3 形式を含んでいますので，目的

に応じて活用することができます。 
※FdData 入試の特徴(QandA 方式) ([Shift]＋左クリック→新規ウィンドウ) 
 
◆FdData 入試製品版(Word 版)の価格(消費税込み) 
※以下のリンクは[Shift]キーをおしながら左クリックすると，新規ウィンドウが開きます 
社会地理，社会歴史，社会公民：各 6,800 円(統合版は 16,200 円) ([Shift]＋左クリック) 
理科 1 年，理科 2 年，理科 3 年：各 6,800 円(統合版は 16,200 円) ([Shift]＋左クリック) 
※Windows パソコンにマイクロソフト Word がインストールされていることが必要です。 
(Mac の場合はお電話でお問い合わせください)。 
 
◆ご注文は，メール(info2@fdtext.com)，または電話(092-811-0960)で承っております。 
※注文→インストール→編集･印刷の流れ ([Shift]＋左クリック) 
※注文メール記入例 ([Shift]＋左クリック) 
 
【Fd 教材開発】 Mail： info2@fdtext.com  Tel ：092-811-0960 

http://www.fdtext.com/dan/index.html
http://www.fdtext.com/dat/index.html
http://www.fdtext.com/dinf/qanda.html#Tokuchou2
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shachi
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shareki
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shakou
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika1
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika2
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika3
http://www.fdtext.com/dan/index.html#nagare
http://www.fdtext.com/dan/index.html#chumon

	【】幕政の改革と化政文化
	【】享保の改革
	【】社会の変化
	【】田沼の政治
	【】寛政の改革
	【】新しい学問・教育
	【】化政文化
	【】外国船の出現と異国船打払令
	【】大塩の乱・天保の改革

	【】開国・倒幕
	【】開国と不平等条約
	【】江戸幕府の滅亡

	【FdData入試版のご案内】

