
１ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）   
  

■近現代へ… 

江戸幕府から新しい社会へと 

動き始めました。 

これを〔1★メ  〕といいます。 
 

新政府はまず、1868 年に政治方針を発表しました。 

これを〔2★ゴ  〕といいます。 
 

そして江戸を〔3 ト  〕とし、 

年号を〔4 メ  〕にしました。 
 

翌年の 1869 年、新政府は藩に対し、 

土地と人民を政府に返すようにいいました。 

これを〔5★ハ  〕といいます。 
 

さらに２年後の〔6  〕年、藩を廃止し県にしました。 

これを〔7★ハ  〕といいます。 
 

倒幕の中心となった薩摩藩や長州藩などによる政治を、 

〔8★ハ  〕政治といいます。 
 

新政府は、皇族以外をすべて平等としました。 

これを〔9 シ  〕といいます。 
 

1871 年、〔10★カ  〕令を出し、 

えた・ひにんが廃止されました。 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１．明治維新 

２．五箇条の御誓文 

３．東京 

４．明治 

５．版籍奉還 

６．１８７１ 

７．廃藩置県 

８．藩閥 

９．四民平等 

１０．解放 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８６８ 五箇条の御誓文 

１８６９ 版籍奉還 

１８７１ 廃藩置県 

     郵便制度 

１８７２ 学制 

     岩倉具視使節団 

     （津田梅子） 

     富岡製糸場 

     鉄道開通 

     （新橋・横浜間） 

１８７３ 徴兵令 

     地租改正（地券） 

 

上のように、近い年代の出来

事を覚えるとき、一つひとつ

をばらばらに、力技で覚える

のは大変です。そこで… 
 
「ストーリー暗記法」を紹介

します。左のように、 

短編小説を読むイメージ 

で覚えます。お勧めです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８６８年 スタート！ 

    牢屋（舞台は牢屋から始まります。） 
 
「ごはん♪はい！」「うめ～！がちょーん」 

「ご馳走さまでした」 
 
1868 五箇条の御誓文 

1869 版籍奉還 

1871 廃藩置県、郵便制度 

1872 学制、岩倉具視使節団、富岡製糸場、鉄道開通 

1873 徴兵令、地租改正（地券） 

 

津田梅子物語：富岡製糸場で働く津田梅子は、 

郵便配達もしていました。久しぶりの休日、田舎へ 

向かう電車で食べたご飯が、美味しくて美味しくて。 

そんなシーンです。 

 

 

 

 

 

 

 

五箇条の御誓文 1868 年 3 月。 
新しい政治の方針。天皇が神に 
誓う形で出された方針である。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

明治天皇 
1852～1912 
1867～天皇 
 
 
 
 
 
 
 
 

板垣退助 
（土佐） 
 
 
 
 
 
 

木戸孝允 
（長州） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩倉具視 
（公家） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

西郷隆盛 
（薩摩） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

華族、士族、平民と分かれた。 
ただし、皇族以外は、すべて 
平等の身分だった。結果、1871 年、 
えた身分、ひにん身分と言う 
呼び名を廃止し、平民とした。 
 
 
 
 



２ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）     
  

■文明が欧米に… 

明治に入り、道路には〔1 ジ  〕車や馬車が走り、 

洋服やコート、〔2 ボ  〕が流行し、 

〔3 ギ  〕を食べることが広がりました。 

このような欧米の文化が 

取り入れられた様子を〔4★ブ  〕といいます。 
 

この欧米思想のなか、〔5★フ  〕は学問のすすめをあらわし、 

〔6★ナ  〕は、ルソーの思想を日本に紹介しました。 
 

このような欧米文化を取り入れる以外にも、 

徴兵令など、欧米に対抗した「軍力」を持ち、 

強くあるべきだという方針を作りました。 

このスローガンを〔7★フ  〕といいます。 
 

民衆は、〔8   〕鍋を食べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１．人力 

２．帽子 

３．牛肉 

４．文明開化 

５．福沢諭吉 

６．中江兆民 

７．富国強兵 

８．牛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文明開化。欧州文化を取り入れた、
ということ。※「ええじゃないか」
とは区別すること。 
 
 
 
 
 
 
 

福沢諭吉 1834～1901 
「学問のすゝめ」の作
者。「天は人の上に人を
つくらず、人の下に人
をつくらず」 
 
 
 
 
 
 
 

牛鍋を食べる 
「ザンギリ頭」の人。
散切り頭とは、 
ちょんまげではない、
髪型のこと。 
 
「ザンギリ頭をたた 
いてみれば、文明開化
の音がする」 
 
 
 
 
 
 
 



３ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）   
  

■知力も必要ではないか… 

1872 年、知識もつける必要があると 

東大を作り、〔1★ガ  〕を出し、 

〔2  〕才以上の男女全員に、 

小学校教育を受けさせました。 

 

■鎖国が終わり… 

1872 年、条約改正のために、 

〔3★イ  〕を中心に、 

使節団を作り欧米に行きました。 

このとき〔4 ツ  〕は７才でした。 

 

■武力も強化せねば… 

翌年の〔5  〕年には、 

〔6★チ  〕令を出し、 

２０才以上の男子に〔7 へ  〕の義務を負わせました。 
 

1872 年に、〔8   〕が、 

琉球藩になりました。 

そして、1879 年に、 

琉球藩は、琉球処分で、 

〔9   〕になりました。 

右の彼は、 

最後の国王の 

〔10   〕です。 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１．学制 

２．６ 

３．岩倉具視 

４．津田梅子 

５．1873 

６．徴兵 

７．兵役 

８．琉球王国 

９．沖縄県 

１０．尚泰しょうたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徴兵令 1873 年 
満２０才になった男子が、 
兵役の義務を負う。 
ただし免除規定があった。 
 
 
 
 

最年少は、梅子。 
 
 
 
 
 
 
 

学制 1872 年： 
６歳になった子
を、学校へ通わ
せることが、親
の義務に。授業
料は各家庭が。 
 
 
 
 
 
 

岩倉具視使節団：1872 年、最初に訪問した、 
サンフランシスコでのひとコマ。２年近く、欧米を
見て回った。欧米と対等になるための使節団だった
が、失敗に終わった。そこで、せめて朝鮮を自分た
ちの下に置こうと、朝鮮に対して、圧力をかけてい
くことになる。→1876 年の日朝修好条規。 
 
 
 
 
 
 
 

教育勅語とは：憲法や法を守
り、天皇のために生活せよ。
という、「忠君愛国」の精神
を示したものである。つま
り、子供たちの勉強方針では
ない。 
※大日本帝国憲法発布の 
翌年(1900 年)に出された。 
 
 
 
 



４ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）   
  

■財政も安定させなければ… 

1873 年に、土地の値段に応じて、税金をとる政策を 

考えました。つまり、土地の所有者と地価を定め、 

〔1 チ  〕を発行し、地価の〔2  〕％を〔3 ゲ  〕で納めさせました。 

これを〔4★チ  〕といいます。 
 

この％に反対する一揆が起こったため、４年後の〔5  〕年、 

地価の〔6  〕％に、変更されました。 

 

■内部の産業を発展させるために… 

産業面での発展も目指し、飛脚をやめて、1871 年に〔7 ユ  〕制度を作りました。 

1872 年には群馬県に、最初の官営模範工場である〔8★ト  〕製糸場を作りました。 

埼玉県深谷市の〔9★シ  〕が、この製糸場の建設に携わりました。 

同年の〔10  〕年、新橋～〔11 ヨ  〕間に、鉄道を作りました。 
 

このような産業や工業の発展をめざす動きを〔12★シ  〕といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

１１． 

１２． 

 

 

 

 

 

 

答え       

１．地券 

２．３ 

３．現金 

４．地租改正 

５．1877 

６．2.5 

７．郵便 

８．富岡 

９. 渋沢栄一 

１０．1872 

１１．横浜 

１２．殖産興業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地券。 
国民に土地の所有権を与え、
1873 年から地租改正を実施
した。土地の所有者と地価を
決めて地券を発行した。税
は、収穫高ではなく、地価を
基準にした。税率は地価の
３％とし、税は現金で納める
ことにした。 
 
 
 
 
 
 
 

鉄道の開通。殖産興業の一つ。 
1872 年、新橋・横浜間に鉄道を 
開通させた。通信も、飛脚から 
1871 年に、郵便制度を整えた。 
 
 
 
 
 
 
 

1900 年に、税収が、大幅にア
ップした。1894 年の日清戦争
の賠償金による。 
それまでは、国会の収入のほ
とんどが、土地にかかる税金
（地租）だったと分かる。 
 
 
 
 
 
 

富岡製糸場（群馬県）1872 年 
欧米諸国に経済力で対抗しよ
うと、「殖産興業」政策を進め
た。輸出の中心である、生糸の
増産のために、官営模範工場と
して、ここを作った。 
 
 
 
 
 
 



５ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）   
  

■海外との条約（明治編）… 

1871 年、新政府は大国と〔1★ニ  〕条規を結び、 

国交を開きました。そして自信をつけたので、 

朝鮮半島の制圧に動き出しました。 
 

1873 年、朝鮮を武力で解放しようとする動きを 

〔2★セ  〕論といいます。 

中心人物は〔3★サ  〕と〔4★イ  〕でした。 
 

■海外との付き合い方で、もめて内紛… 

しかし彼らの、武力で朝鮮を開国させる考えは、 

岩倉〔5★ト  〕と大久保〔6★ト  〕に反対され、 

この２人は政府を去りました。 
 

政府を去った板垣は、 

翌年の 1874 年、〔7★ミ  〕を提出し、 

国会の開設を求めました。 
 

その後高知県で〔8 リ  〕社、そして愛国社を作り、 

大阪では 1880 年に、〔9★コ  〕同盟を作りました。 
 

しかし日本政府は、結局、1875 年に、朝鮮に圧力をかけた〔10 コ  〕事件を 

きっかけに、〔11★ニ  〕条規を結んで、朝鮮を開国させてしまいました。 
 

1875 年にはロシアと〔12★カ  ・  〕交換条約を結びました。 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

１１． 

１２． 

 

 

 

 

 

 

答え       

１．日清修好 

２．征韓 

３．西郷隆盛 

４．板垣退助 

５．具視 

６．利通 

７．民選議院設立の建白書 

８．立志 

９．国会期成 

１０．江華島 

１１．日朝修好 

１２. 樺太・千島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８７１ 日清修好条規 

１８７３ 征韓論 

１８７４ 民選議院設立の 

建白書 

１８７５ 江華島事件 

   樺太千島交換条約 

１８７６ 日朝修好条規 

１８７７ 西南戦争 

     西郷隆盛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板垣退助物語 with西郷隆盛： 

「ない（1871 年）、ぼくが書いた手紙がない！」 

大国の清（中国）と仲良くなったので、武力で朝鮮を
征服しようと調子に乗ったが、反対された退助は… 
 
「武力がダメ？じゃあ言葉で勝負だ！」と、ポジ 

ティブな板垣退助は、「お手紙でも書こうかな？」と

作戦を立て、執筆を頑張りました。 
 
ところが、武力を反対していた政府が、結局は、 
武力で朝鮮を支配しました。これに腹を立てた西郷

さんは、西南戦争を起こし、政府に抗議したのです。 

というお話。 

 

 

 

 

ちなみに、 

１９１０ 韓国併合 

と、今日学んだ征韓論は、 

別ですので、区別を、 

きっちりしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1871年 

1876年 

1875年 



６ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）   
  

■内紛は日本国内にも広がり… 

〔1   〕年、鹿児島では、 

政府を去った〔2★サ  〕を中心に、 

日本最後の武力戦争である、 

〔3★セ  〕戦争が起こりました。 
 

この戦争後、国民が政治に参加する権利をめざす 

〔4★ジ  〕運動が広まりました。 
 

★伊藤博文は〔5  〕年に、 

10 年後の 1890 年に〔6 コ  〕を 

開く約束をしました。 
 

〔7★イ  〕は〔8★ジ  〕党を、 

〔9★オ  〕は〔10★リ  〕党を作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

１０． 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え       

１．１８７７ 

２．西郷隆盛 

３．西南 

４．自由民権 

５．１８８１ 

６．国会 

７．板垣退助 

８．自由 

９．大隈重信 

10. 立憲改進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1871 年の日清修好条規のあと、征韓論
を主張したが、反対された板垣退助
は、こういう決め事は、議会で決めよ
うぜと主張しようと「民撰議院設立の
建白書」を提出。このような国民が 
政治に参加する権利の確立を目指す
動きを、自由民権運動と言う。 
 
 
 
 
 
 
 

西南戦争後、旧薩摩藩、長州藩
出身からなる政府（藩閥政府と
言う）への批判は、言論が中心
となった。それが自由民権運動
であり、この新聞などの媒体で
ある。 
 
 
 
 

大久保利通。 
1830～1878 
岩倉具視使節団 1872 
の参加者。薩摩藩。 
もと西郷の仲間。 
 
西郷との対立から、西
南戦争に。戦争には勝
ったが、翌年、謎の暗
殺を受け、 
亡くなる。 
 
 
 

板垣退助 1881：自由党。 
大隈重信 1882：立憲改進党。 
この二人は、のちに(1898 年)、 
合同で憲政党を結成した。 
 
 
 

明治維新により、戦いの場が無く
なった武士（士族）の不満が爆発
した。それがこの、西南戦争。 
武力による、国内最後の戦争だ。 
西郷隆盛は、破れ自害した。 
 
 
 
 
 
 
 



７ 

プリントフリー 中学歴史 基礎演習プリント  Aの１４ ７枚（B５） 

明治時代（１８６８～１９１２）   
  

■伊藤博文は、先手を打ちます… 

伊藤博文は、〔1  〕年に 

〔2★ナ  〕制度を作り、 

初代の総理大臣になりました。 
 

また彼は、〔3 ド  〕の 

ワイマール憲法を学び、1889 年の〔4 月  日〕に 

〔5★ダ  〕憲法を作りました。一番偉い人は天皇で、 

次は〔6 ス  〕で、国民は〔7 シ  〕でした。 

 

■伊藤博文は、約束は守る… 

1890 年、第一回衆議院議員総選挙が行われ、 

第一回〔8★テ  〕議会も開かれました。しかし、 

選挙権は、直接国税〔9   〕円以上を納める 

満〔10  〕才以上の男子のみでした。 

総人口の 1.1％でした。 

〔11 a～f 〕に適語を入れよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄                

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

６． 

７． 

８． 

９． 

10.  

11. a 

    b 

    c 

    d 

    e 

    f 

 

答え       

１．1885 

２．内閣 

３．ドイツ 

４．２月１１日 

５．大日本帝国 

６.枢密院 

７.臣民 

８．帝国 

９．１５ 

10．２５ 

11．a 日清 

b 江華島 

c 日朝 

d 尖閣 

e 竹島 

f 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

約束通り、帝国議会 1890 を開き、
最初の衆議院議員選挙 1890 を行
った伊藤博文。議会を開く直前に
「憲法」を作り上げた 1889 ところ
は、彼の作戦勝ちであった。 
 
 
 
 
 
 
 

投票所の風景 
投票率は、 
９４％。 
 
 
 
 
 
 

憲法発布の式典 
 
 
 
 
 
 
 

1889 年 大日本帝国憲法 
1900 年 第一回衆議院選挙 
1919 年 原敬発案 
1925 年 普通選挙法成立 
1945 年 男女初の投票 
 
 
 
 
 

憲法発布の翌年 1890 年には、
教育勅語が出され、忠君愛国
の道徳が示され、国民の精神
的なよりどころになった。 
 
 
 
 

b 

c 

f 

d 

e 

伊藤博文 
1841～1909 
 
 
 
 
 
 
 


