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プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの９ ６枚（B５） 

江戸時代（１６０３～１８６８）   
 

■応仁の乱と同じくらい大切な… 

1600 年の、天下分け目の合戦を 

〔1★セ  〕の戦いといいます。 
 

東軍の大将は〔2★ト  〕で、 

西軍の大将は〔3      〕でした。 
 

1614 年と 1615 年の〔4 オ  〕の陣で、 

豊臣家は滅亡しました。 

 

■江戸幕府は平和な時代… 

1615 年、家康は、大名を取りしまるための法律、 

〔5★ブ  〕度を作りました。 
 

３代将軍の、徳川〔6★イ  〕は、 

この法律に、〔7★サ  〕を追加しました。 

これは、自分の領地と江戸を 

１年ごとに往復する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１.関ケ原 

２.徳川家康 

３.石田三成 

４.大阪 

５.武家諸法 

６.家光 

７.参勤交代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５層の天守がそびえ立っ
ている江戸城。 

徳川家康 
(1542～1616) 
「徳川家康、 

ヒーローさ」 
1603 年、江戸幕府。 
 
 
 

徳川氏の系図。 
初代：徳川家康…東軍総大将。 
３代：徳川家光…1615 武家諸法度 
 
５代：徳川綱吉…生類憐みの令 
８代：徳川吉宗…公事方御定書 
１５代：徳川慶喜…最後の将軍。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将軍職を退いた徳川家康が 
1615 年に定めた法律。 

幕府の直接の支配地（幕領）は、 
400 万石。家臣の領地も合わせると
全国の石高、約 3000 万石のうちの
1/4に。 
 
大名とは、将軍から 1 万石以上の
領地を与えられた武士のこと。 
大名の支配組織を、藩と言う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの９ ６枚（B５） 

江戸時代（１６０３～１８６８）   
 

■わたしは将軍に会える…？ 

将軍に会える家臣を〔1 ハ  〕といい、 

直接将軍に会えない家臣を〔2 ゴ  〕といいます。 

 

徳川家の親せきを〔3 シ  〕といい、 

尾張、紀伊、水戸をとくに、〔4 ゴ  〕といいます。 

 

■家来は、大きく２つに分かれる… 

関ヶ原の戦い以前からの大名を、 

〔5   〕大名といいます。 

関ヶ原の戦い以後からの大名を、 

〔6   〕大名といいます。 
 

将軍に直接会える家臣を〔7   〕と言います。 

大名は、〔8    〕万石以上の領地を 

持つ武士のことです。 
 

彼らが行う支配体制を〔9   〕と言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１.旗本 

２.御家人 

３.親藩 

４.御三家 

５.譜代 

６.外様 

７.旗本 

８.１ 

９.藩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕領とは、幕府の直接の支配地
のこと。全国で約 400 万石ある。 
 
直接将軍に会える家臣を旗本、 
会えない家臣を御家人と言う。 
旗本…5000 人。 
御家人…1 万 7000 人。 
 
 
 

c 

b 

a 

親藩は、将軍家の親戚のこと。このうち特に、 
「水戸、尾張、紀伊」を、御三家と呼ぶ。 
関ケ原の戦い（1600）以前の仲間を譜代大名、 
関ケ原の戦い（1600）以後の仲間を外様大名、 
と言う。 
 
 
 
 

大名とは、将軍から、1 万石以上の領地を与えら
れた武士のこと。ちなみに、大名の領地やその
支配の仕組みを藩と言う。 
 
 
 
 



３ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの９ ６枚（B５） 

江戸時代（１６０３～１８６８）   
 

■江戸幕府のしくみ…執権でも管領でもなく… 

江戸幕府のしくみとして、 

〔1★ロ  〕が幕府の政治を行って、 

〔2 ワ  〕が補佐で、〔3 タ  〕が臨時の職です。 

幕府の政治に対して、 

幕府の政治の監督は、〔4★オ  〕が行います。 

江戸の町の政治は、〔5★マ  〕奉行が行います。 

幕府の財政担当は、〔6★カ  〕奉行が行います。 

重要な都市の監視は、〔7★オ  〕奉行が行っていました。 

 

■江戸時代が長く続くきっかけは、この２人… 

江戸時代、85％の身分は〔8★ヒ  〕でした。 

土地を持っている百姓を〔9  〕といい、 

その中でも、「村」の有力者は、組頭、百姓代、そして、 

〔10 シ  〕さん、〔11 ナ  〕とよばれる、村役人となりました。 

お葬式以外は協力しない、〔12     〕という、罰がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

１１． 

１２． 

 

 

 

 

 

 

答え       

１.老中 

２.若年寄 

３.大老 

４.大目付 

５.町 

６.勘定 

７.遠国おんごく 

８.百姓 

９.本百姓 

10.庄屋 

11.名主 

12.村八分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ 

江戸幕府の仕組み。 

1ロ 

2ワ 

ジ 

3タ ４オ 

５マ 

６カ 

７オ 

身分別の人口割合。 
江戸時代後期のグラフ。 
 
 

村の組織図。 
百姓は、全人口の 85％を占め、自給
自足だった。有力な本百姓は、名主
（庄屋さん）、組頭、百姓代となれ、
自治を行った。年貢を徴収して幕府
や藩に納めた。五公五民の割合。 
 
 
 

えた・ひにん身分の
人は、死んだ牛馬の
解体、雪駄作り、 
雑用をして生計を
立てた。 

百姓の生活心得。 

年貢納め 

都市の組織図：町人は、幕府や 
藩に営業税を納め、町ごとに、 
町役人を選び、自治を行った。 
 
 
 
 
 
 



４ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの９ ６枚（B５） 

江戸時代（１６０３～１８６８）   
 

■江戸時代、農民の生活を厳しく管理した… 

幕府は年貢を得るために、 

〔1 ゴ  〕の制度をつくり、連帯責任を負わせました。 
 

幕府はまた 1649 年に、〔2★ケ  〕のお触書という法を作り、 

農民の生活を制限しました。 

 

■なぜ、家康が始めた貿易を、３代目はやめたのか…？ 

家康は、東南アジアと〔3★シ  〕貿易を行いました。 

その結果アジア各地に〔4★ニ  〕町ができました。 
 

幕府は 1612 年に〔5 キ  〕令を出し、 

キリスト教を禁止しました。 
 

1635 年、３代将軍、徳川〔6 イ  〕は、 

東南アジアとの貿易を禁止し、 

ポルトガル人も、長崎県の出島に移しました。 

また、海外の日本人の帰国も禁止しました。 
 

これをきっかけとして、２年後の 1637 年、 

〔7 ア  〕を大将とする〔8★シ  〕一揆が起きました。 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１.五人組 

２.慶安 

３.朱印船 

４.日本町 

５.禁教令 

６.家光 

７.天草四郎 

８.島原・天草 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天草四郎の一揆：長崎県の島原や、
熊本県の天草の人々が一揆をおこ
した。1637 年。 

山田長政：アユタヤの日本町
の指導者。やがてシャムの役
人になった。 

朱印状と朱印船：家康は、渡航を許
す朱印状を発行して、ルソン、ベト
ナム、カンボジア、シャム（タイ）
と貿易した。結果、東南アジアに日
本町ができた。シャムのアユタヤに
は、日本人が 1500 人いた。家康は、
長崎の平戸に商館を作り、オラン
ダ、イギリスとの貿易を開始。生糸
や絹織物を輸入し、銀を輸出した。
室町時代に、技術改良に成功したお
かげで、島根県の石見銀山などで、
大量の銀が発掘できたから、銀を 
輸出することになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

朱印船の航路と 
日本町。 
アユタヤが、 
最大の日本町。 

カンボジアの 
アンコールワ
ットに書かれ
た日本語。 

宗門改帳。 
仏教徒である 
ことを、寺に 
証明する帳簿。 

踏絵：踏む行為
のことは、 
絵踏と言う。 



５ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの９ ６枚（B５） 

江戸時代（１６０３～１８６８）   
 

■日本と貿易できた国… 

天草・島原一揆から２年後の 1639 年、幕府は、 

〔1 ポ  〕人との貿易をやめました。 
 

２年後の 1641 年、 

〔2 オ  〕と〔3 チ  〕だけが、 

長崎の〔4 デ  〕で貿易しました。 

キリスト教の布教を行わなかったからです。 
 

これらの一連の流れを〔5★サ  〕といいます。 

〔6  〕年スタートです。 
 

オランダとの窓口は、 

〔7   〕で、 

朝鮮との窓口は、 

〔8    〕藩で、 

琉球との窓口は、 

〔9   〕藩で、 

蝦夷地との窓口は、 

〔10    〕藩でした。 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１.ポルトガル 

２.オランダ 

３.中国 

４.出島 

５.鎖国 

６.1641 

７.長崎 

８.対馬 

９.薩摩 

10.松前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎖国のときの海外とのやり取り状況。 
 
 
 
 

長崎の出島：人口の島。 
中国では、国内の反乱で明が
滅び、中国東北部の女真族が
建国した清は、貿易できた。 
 
中国（清）の生糸と絹織物が
上質だったので、日本は頼り
にしていたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 

長崎の出島：ビリアードを楽
しむオランダ人。オランダ人
は、キリスト教の布教を行わ
ないので、日本と貿易できた。 
 
ヨーロッパやアジアの情勢を
報告してもらうために、 
オランダ風説書を提出して 
もらっていた。 
1639 年：ポルトガル船の来航
を禁止。 
1641 年：平戸のオランダ商館
は、出島に移された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの９ ６枚（B５） 

江戸時代（１６０３～１８６８）   
 

■提出… 

中国の〔1 キ  ・キ  〕物は、高品質で助かりました。 
 

日本は、海外情報を得るために、1641 年の鎖国以降、 

オランダと中国に頼み、〔2 フ  〕を提出させました。 

 

■北海道… 

そんな中、北海道は当時、〔3 エ  〕と呼ばれており、 

アイヌ民族が住んでいたのですが、〔4 マ  〕藩に支配されていました。 

彼らはこの支配に不満を持ち、〔5★シ  〕を中心に戦いを起こしました。 

 

■沖縄… 

江戸時代前まで、沖縄（琉球王国と言われていた）は独立国であり、 

〔6 サ  〕藩に支配されていました。 
 

他の藩の出来事として… 

鎖国前の 1609 年、対馬藩は、朝鮮と仲良くなりました。 
 

徳川将軍の代がわりごとに、朝鮮からは、 

朝鮮〔7★ツ  〕が日本に来てくれるようになりました。 
 

朝鮮〔8 ニ  〕や〔9 キ  〕物をもらい、 

対馬藩は、銀や〔10 ド  〕をあげました。 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１.生糸・絹織物 

２.風説書 

３.蝦夷地 

４.松前 

５.シャクシャイン 

６.薩摩 

７.通信使 

８.人参 

９.絹織 

10.銅 

 

 

 

 

 

朝鮮通信使：江戸幕府の成立
後、対馬藩（長崎県）の努力
で、日本と朝鮮との間で国交
が回復。 
これを祝う朝鮮通信使が、 
日本に来るようになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アイヌの首長： 
北海道は蝦夷地と呼
ばれ、アイヌ民族が住
んでいた。樺太（サハ
リン）、中国の黒竜江
地域の人々とも交流
があった。 
松前藩が、ちょっかい
を出してきたので、首
長のシャクシャイン
が戦ったが、松前藩が
勝利した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那覇港のにぎわい：独立国だった琉球王国は、薩摩
藩（鹿児島）に攻められて服属していたが、幕府は、
異国扱いとしていた。そのため、国際的には独立国
だった。そして琉球王国は、明や清に朝貢していた。 
 
 
 
 
 
 

江戸幕府は、貿易で 
金銀の流出を止める
ため、代わりに銅や、
俵物（いりこ、あわび、
ふかひれ）を輸出し
た。 
 
この俵物は、中国料理
の主要な食材となり
ました。 
 
 
 
 
 
 


