
江 戸 時 代 （ 1 ）  

□001
秀吉の死後、政権を託された徳川家康・ 前田利家・ 毛利
輝元・上杉景勝・宇喜多秀家の五人を何というか

五大老（五人の衆）

□002
秀吉の死後、行政を担当した浅野長政、石田三成、増田長
盛、長束正家、前田玄以の五人を何というか

五奉行

□003 関ヶ原の戦いにおいて徳川家康が率いた軍勢を何というか

東軍

□004
関ヶ原の戦いにおいて石田三成が主導した軍勢を何という
か

西軍

□005 関ヶ原の戦いののち、徳川家康が開いた幕府は何か

江戸幕府

□006
江戸幕府において将軍を補佐するものとして臨時におかれ
た最高職は何か

大老

□007
江戸幕府において将軍を補佐し、政治を統括する常駐の役
職は何か

老中

□008
江戸幕府において大名や朝廷を監視し、謀反を防ぐために
おかれた役職は何か

大目付

□009
江戸幕府において京都の治安維持や西国大名の監視のため
におかれた役職は何か

京都所司代

□010
江戸幕府の三奉行の筆頭で、戸籍や土地に関する訴訟を扱
う役職は何か

寺社奉行

□011
江戸幕府の三奉行の一つで、幕領の管理や年貢の収納を担
う役職は何か

勘定奉行

□012
江戸幕府の三奉行の一つで、江戸の行政や警察を担当した
役職は何か

町奉行

□013
徳川家に仕える武士のうち、石高1万石未満で将軍に謁見
する権利があるものは何か

旗本

□014
徳川家に仕える武士のうち、将軍に謁見できない下級武士
は何か

御家人

□015
江戸幕府が代官を派遣し、直接治めていた土地を何という
か

天領（幕領）
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□016
江戸幕府の大名のうち、家康の直系子孫が藩主となる藩は
何か

親藩

□017
江戸幕府の大名のうち、関ヶ原以前から徳川家に臣従した
ものを何というか

譜代大名

□018
江戸幕府の大名のうち、関ヶ原の戦い以降に徳川家に臣従
したものを何というか

外様大名

□019
徳川将軍家に跡継ぎがない場合に備えて創設された家は何
か

御三家

□020
家康が1605年に秀忠に将軍位を譲った後によばれた、前
将軍への敬称は何か

大御所

□021 大名が一年おきに領地と江戸を行き来する制度は何か

参勤交代

□022
江戸時代に関所が厳しく取り締まった2つのものを表す言
葉は何か

入鉄砲と出女

□023
江戸時代初期に、将軍の貿易許可証を持って東南アジアへ
入った貿易船は何か

朱印船

□024
江戸時代初期の交易により、タイのアユタヤやフィリピン
のルソンにできたものは何か

日本町

□025 1614年、幕府がキリスト教徒に対して行った政策は何か

禁教令

□026
江戸幕府による、民衆の信仰する宗教を調査する制度は何
か 宗門改（しゅうもんあ

らため）

□027
信徒（檀家）である証明を寺院から受けることを義務づけ
る制度は何か

寺請制度

□028
キリスト教徒を摘発するために神を描いた絵を用いて行っ
たことは何か

絵踏

□029
弾圧を受け、表向きはキリスト教を捨てた信者を何という
か

隠れキリシタン

□030 長崎や平戸に置かれたオランダなどの商館長を何というか

カピタン

□031 ポルトガル人を収容するために長崎に作られた施設は何か

出島
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□032
ポルトガル人の来航を禁止したあとの幕府の対外政策を何
というか

鎖国

□033 日本との交易を行ったオランダ人の会社は何か

東インド会社

□034
オランダ商館長が国際情勢について報告するために幕府に
提出したものは何か

オランダ風説書

□035
江戸時代に将軍交代の祝賀として送られてきた外国使節は
何か

朝鮮通信使

□036 江戸時代に清の商人が滞在した長崎の施設は何か

唐人屋敷

□037
江戸時代に農村で役人として民政を行った農家を何という
か

名主（庄屋）

□038 土地を所有し、村落の自治に参加した農民を何というか

本百姓

□039 土地を所有しない農民を何というか

水呑百姓

□040 年貢を村全体の責任として納めるしくみは何か

村請制度

□041
江戸時代の年貢率として、収穫の4割を納めるしくみを何
というか

四公六民

□042
江戸時代に設けられた百姓や町人の相互監視・連帯責任の
制度は何か

五人組

□043
村落の取り決めを破る者に対して、制裁として関係を絶つ
ことを何というか

村八分

□044
書院造に茶室の様式を取り入れてできた江戸時代の建築様
式は何か

数寄屋造り

□045 東照宮の建築様式は何か

権現造

□046 徳川家康が幕府を開いた場所はどこか

江戸

□047
豊臣秀吉ゆかりの寺院で、その鐘に刻む文字から豊臣家の
滅亡を招いたのはどこか

方広寺
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□048 豊臣秀頼が居城とし、家康に攻め滅ぼされた城はどこか

大坂城（大阪城）

□049 徳川家康の死後、家康を神としてまつった神社はどこか

日光東照宮

□050
家康に仕えたオランダ人航海士ヤン＝ヨーステンの屋敷が
あったことから地名がついたのはどこか

八重洲

□051
東南アジア最大の日本人町で、山田長政が活躍したのはど
こか

アユタヤ

□052 1624年に日本への来航が禁止された国はどこか

スペイン

□053
1639年に出島から追放され、日本への来航も禁止された
国はどこか

ポルトガル

□054
1639年以降、ヨーロッパで唯一来航が許可されていた国
はどこか

オランダ

□055 明が滅んだのち、中国を統一した王朝はどこか

清

□056
鎖国体制成立後も、幕府の海外公館が設置された国はどこ
か

朝鮮（李朝）

□057 薩摩藩に朝貢する形で外交関係があった国はどこか

琉球

□058
御三家および諸藩で最高の家格にあるが、将軍を出すこと
のなかった藩はどこか

尾張藩

□059 御三家の1つで、将軍を出す資格のあった藩はどこか

紀州藩

□060 御三家の1つだが、将軍を出す資格がなかった藩はどこか

水戸藩

□061 諸藩中最大の石高を持っていた藩はどこか

加賀藩

□062 蝦夷地（北海道）におかれた唯一の藩はどこか

松前藩

□063 琉球との外交の窓口となった藩はどこか

薩摩藩

江戸時代（1）



□064 朝鮮との外交の窓口となった藩はどこか

対馬藩

□065
1637年に益田時貞が反乱を起こした肥前国（長崎県）の
地方はどこか

島原

□066
益田時貞の蜂起に同調して反乱を起こした肥後国（熊本
県）の離島はどこか

天草

□067 益田時貞の軍勢が籠城した城はどこか

原城

□068 家光が創建し、徳川家の菩提寺となった寺はどこか

寛永寺

□069 オランダ・清との外交・交易が許可された場所はどこか

長崎

□070 江戸城を建てたのは誰か

太田道灌（資長）

□071 関ヶ原の戦いで西軍の主導的な立場にあったのは誰か

石田三成

□072 関ヶ原の戦いで西軍の総大将となったのは誰か

毛利輝元

□073
関ヶ原の戦いで中山道を進軍した徳川勢を上田城で足止め
したのは誰か

真田昌幸

□074 関ヶ原の戦いに勝利し、征夷大将軍となったのは誰か

徳川家康

□075 徳川家康の三男で、2代目征夷大将軍となったのは誰か

徳川秀忠

□076 豊臣秀吉の跡を継いだが江戸幕府に滅ぼされたのは誰か

豊臣秀頼

□077
豊臣秀吉の側室となり、秀吉亡き後の豊臣家を主導してい
たのは誰か

淀殿（浅井茶々）

□078
大坂の陣で豊臣方として大坂城に出城を築き、家康を追い
詰めたのは誰か

真田信繁（幸村）

□079
アユタヤの日本人町で活躍し、シャム王国に知事として取
り立てられたのは誰か

山田長政
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□080
1612年、慶長遣欧使節としてローマ教皇の元に派遣され
た仙台藩士は誰か

支倉常長

□081 慶長遣欧使節を派遣した仙台藩主は誰か

伊達政宗

□082 家康に仕え、江戸に屋敷を設けたオランダ人航海士は誰か

ヤン=ヨーステン

□083 家康に仕えたイングランド人航海士は誰か
ウィリアム＝アダムズ

（三浦按針）

□084 島原・天草一揆の総大将となったのは誰か
天草四郎（益田四郎時

貞）

□085 徳川秀忠の子で、第3代征夷大将軍となったのは誰か

徳川家光

□086
家康以下歴代将軍が帰依し、寛永寺の初代住職となったの
は誰か

南光坊天海

□087
1669年にアイヌを主導し、松前藩に戦いを挑んだのは誰
か

シャクシャイン

□088 1600年に起こった、「天下分け目の戦い」は何か

関ヶ原の戦い

□089 1609年に薩摩藩が起こした戦いは何か

琉球征服

□090
1614年に豊臣秀頼が兵を集めたのに対し、家康が大坂城
を攻撃した戦いは何か

大阪冬の陣

□091 1615年に豊臣氏が滅亡した戦いは何か

大坂夏の陣

□092 1637年に九州で起こった戦いは何か
島原・天草一揆（島原

の乱）

□093 1669年に北海道で起こった戦いは何か

シャクシャインの戦い

□094 1615年に徳川秀忠が定めた大名統制のための法令は何か

武家諸法度（元和令）

□095
1615年に幕府が天皇や公家との関係を確立するために制
定した法令は何か

禁中並公家諸法度
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□096 1639年に幕府が出した対外政策に関する法令は何か
鎖国令（ポルトガル船

来航禁止）

□097
1649年に幕府が農民の生活を統制する内容で出したとさ
れる文書は何か

慶安の御触書

□098 譜代大名とは何か
関ヶ原の戦い以前に徳
川氏に仕えていた大名

□099 外様大名とは何か
関ヶ原の戦い以降に徳

川氏に仕えた大名

□100 外様大名の領地と石高の特徴を説明せよ 外様大名は石高が大き
いが、江戸から遠くに

配置された

□101
スペイン船・ポルトガル船の来航が禁止された理由を説明
せよ キリスト教の布教に積

極的だったから

□102 参勤交代とは何か説明せよ
大名が1年おきに領地

と江戸に居住する制度

□103 参勤交代の目的を説明せよ 財政的な負担をかける
とともに人質を取り、

反乱を防ぐ

□104 関ヶ原の戦いが起きたのは何年か

1600年

□105 徳川家康が征夷大将軍に任ぜられたのは何年か

1603年

□106 琉球が薩摩藩に征服されたのは何年か

1609年

□107 大坂冬の陣が起きたのは何年か

1614年

□108 禁教令が全国に出されたのは何年か

1614年

□109 豊臣氏が滅亡したのは何年か

1615年

□110 武家諸法度が最初に制定されたのは何年か

1615年

□111 スペイン船の来航が禁止されたのは何年か

1624年
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□112 参勤交代が制度化されたのは何年か

1636年

□113 島原・天草一揆が起きたのは何年か

1637年

□114 ポルトガル船の来航が禁止されたのは何年か

1639年

□115 シャクシャインの戦いが起きたのは何年か

1669年

□116 関ヶ原の戦いが起きたのは何世紀か

16世紀

□117 関ヶ原がある都道府県はどこか

岐阜県

□118 江戸城がある都道府県はどこか

東京都

□119 出島がある都道府県はどこか

長崎県

□120 関ヶ原の戦いで徳川家康に敗れたのは誰か

石田三成

□121 徳川家康が発行した海外渡航許可証は何か

朱印状

□122 武家諸法度を制定したときの将軍は誰か

徳川秀忠

□123 大坂の陣で江戸幕府に敗れたのは誰か

豊臣秀頼

□124 参勤交代を制定したときの将軍は誰か

徳川家光

□125
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：禁教令　イ：豊臣氏滅亡　ウ：関ヶ原の戦い　エ：
島原の乱】 ウ→ア→イ→エ

□126
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：武家諸法度の制定　イ：ポルトガル船の来航禁止　
ウ：島原の乱　エ：スペイン船の来航禁止】

ア→エ→ウ→イ

□127
次の将軍を就任順に並べよ 
【ア：徳川秀忠　イ：徳川家光　ウ：徳川吉宗　エ：徳川
家康】 エ→ア→イ→ウ
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江戸時代（1）解答  

001 五大老（五人の衆）
五大老のうち前田利家が病没すると、家康に対抗できる者がいなくなった

002 五奉行
秀吉の遺言で五大老・五奉行による合議制で豊臣秀頼を補佐するとされたが、家康
が遺言を破り実権を握ろうとする

003 東軍
関ヶ原で家康が率いた、または家康に味方した軍勢を東軍という

004 西軍
三成が主導した西軍の総大将には毛利輝元が担ぎ上げられたが、輝元は戦わなかっ
た

005 江戸幕府
1603年、徳川家康は征夷大将軍に任ぜられ、江戸幕府を開く

006 大老
大老は名誉職的な地位であったが、井伊直弼のように権力を振るう者もいた

007 老中
老中は江戸近在の譜代大名から選ばれ、4〜5人が在職し月ごとに交代でそのうち
の1人が政務を執った

008 大目付
大目付は監察官として設置されたが、後には将軍の伝令役となった

009 京都所司代
京都所司代の下には京都町奉行がおかれ、民政を担当した

010 寺社奉行
寺社奉行は全国の寺社を統括するだけでなく様々な職務を担った

011 勘定奉行
勘定奉行は全国の郡代や代官を統括し、年貢の収納を管理した

012 町奉行
江戸には南町奉行・北町奉行所がおかれ、重要都市には長崎町奉行・大阪町奉行な
どの遠国奉行がおかれた

013 旗本
旗本は大名の本陣（幕府における江戸城）を守る武士のことで、「旗本八万騎」と
いわれた

014 御家人
江戸幕府の御家人は下級武士で、馬に乗ることや家に玄関を設けることは許されな
かった

015 天領（幕領）

全国の石高1800万石のうち、4分の1近い400万石が天領とされ幕府の財源となっ
た

室町時代



016 親藩
徳川家と越前・会津など一部の松平家が親藩で、老中などの役職には就かなかいも
のとされた

017 譜代大名
譜代大名は要地に配置され、石高は少ないが幕府の要職に就くことができた

018 外様大名
外様大名は石高は多いが辺境に配置され、幕府の要職にも就けなかった

019 御三家
尾張・紀伊・水戸の御三家は家康の子（秀忠の弟）が藩祖で、親藩の中でも最高位
にあった

020 大御所
家康は1616年に死去するまで「大御所政治」を行ったほか、秀忠や家斉も大御所
となってからも政治の実権を握った

021 参勤交代
1636年、徳川家光が参勤交代を制度化し、大名の妻と世継ぎは江戸に滞在させた

022 入鉄砲と出女
江戸に持ち込まれる武器と、江戸から脱出する大名の妻女が厳しく取り締まられた

023 朱印船
江戸時代初期、海外渡航許可証（朱印状）を持った朱印船が東南アジアでさかんに
交易を行った

024 日本町
アユタヤでは交易商や傭兵となる浪人、弾圧から逃れたキリシタンなどが日本町を
構成した

025 禁教令
1614年以降、全国でキリスト教は禁教とされ、信徒は改宗を強制された

026
宗門改（しゅうもんあ
らため）

キリスト教徒摘発のために、民衆の信仰する宗教を調査する宗門改が行われた

027 寺請制度
キリスト教徒摘発のために、寺院から檀家の証明を受ける寺請制度が設けられた

028 絵踏
絵踏のために用いるキリストが描かれた神を踏み絵という

029 隠れキリシタン
寺院の檀家となりながらも内心で信仰を続けた者を隠れキリシタンという

030 カピタン
カピタンはポルトガル語だが、オランダ商館長もカピタンとよばれた

031 出島
1636年に人工島である出島が長崎に作られ、ポルトガル人が収容された



032 鎖国
「鎖国」は「開国」に対する言葉であり、長崎ではオランダや清との交流があった

033 東インド会社
オランダ商館の運営は東インド会社によって行われた

034 オランダ風説書
オランダ船が入港するたびにオランダ風説書が提出され、幕府は世界情勢をつかん
でいた

035 朝鮮通信使
いわゆる「鎖国」後も対馬を通じて朝鮮とは国交があり、朝鮮通信使が来日した

036 唐人屋敷
いわゆる「鎖国」後も、中国の清とは長崎で交易が行われ、唐人屋敷に中国人は居
住した

037 名主（庄屋）
農村では名主（庄屋）が村の役人として幕府や藩の命令に従いながら自治を行った

038 本百姓
本百姓は年貢や労役を負担する代償として、村の自治に参加できた

039 水呑百姓
農地を持たない農民は貧しくて水しか飲めない農民という意味で水呑百姓とよばれ
た

040 村請制度
村請制度により、名主（庄屋）が村内から年貢を徴収し一括して役人に納めていた

041 四公六民
四公六民や五公五民という税率が年貢として課せられた

042 五人組
五人を一組とする五人組を名主の下に組織化し、相互に責任を連帯させた

043 村八分
火事と葬式以外の関係を絶つことから、村八分といわれた

044 数寄屋造り
書院造よりも自由に作られた数寄屋造り建築が江戸時代に流行した

045 権現造
本殿と拝殿の間を石の間でつないだ権現造は東照宮に見られる

046 江戸
徳川家康は1603年に征夷大将軍に任ぜられ、江戸幕府を開いた

047 方広寺
方広寺の鐘に刻んだ「国家安康　君臣豊楽」の文字をきっかけに家康は豊臣氏を攻
撃した



048 大坂城（大阪城）
1615年の大坂夏の陣で大阪城は落城し、豊臣氏は滅亡した

049 日光東照宮
家康は死後に東照大権現として神格化され、日光東照宮に祀られた

050 八重洲
ヤン＝ヨーステンは江戸城の内堀沿いに屋敷を設け、後に八重洲と呼ばれる地名に
なった

051 アユタヤ
シャム（タイ）のアユタヤには最大の日本人町があり、山田長政が活躍した

052 スペイン
スペインはイエズス会修道士を送り込むなど布教に積極的だったため、来航が禁止
された

053 ポルトガル
島原の乱の影響で、海外への布教に積極的だったポルトガルも来航を禁止された

054 オランダ
オランダはキリスト教の布教を行わなかったため、来航と交易が許可された

055 清
中国に建国された清とは鎖国体制下でも国交があり、長崎で交易を行った

056 朝鮮（李朝）
朝鮮は日本に通信使をおくり、幕府は釜山（プサン）に倭館を設置していた

057 琉球
琉球王国は清と薩摩藩の両方に従属しながら、独立を保っていた

058 尾張藩
家康の九男である徳川義直を藩主とする尾張藩は、御三家の筆頭に位置していた

059 紀州藩
紀州藩徳川家からは8代将軍徳川吉宗を輩出した

060 水戸藩
水戸藩は将軍を出す資格がなかったが、のちに慶喜が一橋家を経由して将軍となっ
た

061 加賀藩
加賀藩前田家は102万石を領有し、最大の石高を誇った

062 松前藩
蝦夷地におかれた松前藩はアイヌとの交易で栄えた

063 薩摩藩
薩摩藩は1609年に琉球王国に侵攻し、降伏させ朝貢を受けた



064 対馬藩
対馬を治めていた宗氏がそのまま対馬藩主となり、引き続き朝鮮との外交を担った

065 島原
キリシタン大名の有馬氏が治めていた島原にはキリスト教徒が多く、禁教令に反発
して反乱を起こした

066 天草
天草はキリシタン大名の小西行長の領地でキリスト教徒が多く、禁教令に反発して
反乱を起こした

067 原城
島原・天草一揆の軍勢は島原半島にある原城に籠城したが、兵糧攻めのすえ全滅さ
せられた

068 寛永寺
上野寛永寺は家光が創建、初代住職は南光坊天海が務めた

069 長崎
長崎は幕府の直轄地で、オランダと清は長崎で交易を行った

070 太田道灌（資長）
1457年に、関東管領に仕える武将の太田道灌が利根川河口近くに江戸城を築いた

071 石田三成
豊臣政権の五奉行の一人であった石田三成が反家康勢力を集め、関ヶ原の戦いが起
こった

072 毛利輝元
西軍の総大将には五大老の一人である毛利輝元が担ぎ上げられた

073 真田昌幸
わずかな兵で徳川勢を撃退した真田昌幸の生涯はNHK大河ドラマにもなった

074 徳川家康
徳川家康が1603年に開いた江戸幕府は、260年あまりにわたって全国を支配した

075 徳川秀忠
秀忠は第2代将軍として武家諸法度の制定や鎖国政策など、幕府の政治体制を整備
した

076 豊臣秀頼
豊臣秀頼は秀吉が没したときわずか6歳で、家康に実権を奪われ大坂の陣で滅ぼさ
れた

077 淀殿（浅井茶々）
織田信長の妹・お市の方の娘である茶々は秀吉に嫁ぎ、豊臣秀頼の生母として豊臣
家を主導した

078 真田信繁（幸村）
真田信繁（真田昌幸の子）は「日本一の兵（つわもの）」とたたえられた

079 山田長政
シャム（タイ）のアユタヤには最大の日本人町があり、山田長政が活躍した



080 支倉常長
支倉常長はヨーロッパに渡ったが、帰国後の日本では禁教令が出されていた

081 伊達政宗
伊達政宗は関ヶ原の後に仙台城（青葉城）を築き仙台藩62万石の大名となった

082 ヤン=ヨーステン
ヤン＝ヨーステンは江戸城の内堀沿いに屋敷を設け、後に八重洲と呼ばれる地名に
なった

083
ウィリアム＝アダムズ
（三浦按針）

アダムズは旗本として三浦半島に領地を有し、三浦按針という武士として生きた

084
天草四郎（益田四郎時
貞）

島原・天草一揆は十代の少年天草四郎を総大将に戦った

085 徳川家光
家光は「生まれながらの将軍」として、参勤交代の制度を創設した

086 南光坊天海
天海の前半生は不明で、正体は明智光秀との説もある

087 シャクシャイン
松前藩のアイヌに対する圧政に対しシャクシャインが反乱を起こしたが鎮圧された

088 関ヶ原の戦い
関ヶ原で西軍を破った徳川家康が、征夷大将軍となり江戸幕府を開く

089 琉球征服
薩摩藩は1609年に琉球王国に侵攻し、降伏させ朝貢を受けた

090 大阪冬の陣
大坂冬の陣では大坂城は落城せず、停戦となったが徳川方に大坂城の濠を埋め立て
られた

091 大坂夏の陣
大坂夏の陣で大坂城は落城し、豊臣秀頼・淀殿は自害した

092
島原・天草一揆（島原
の乱）

禁教令に反発したキリスト教徒と国人衆や農民の一揆が一体化し、島原・天草一揆
となった

093 シャクシャインの戦い
松前藩のアイヌに対する圧政に対しシャクシャインが反乱を起こしたが鎮圧された

094 武家諸法度（元和令）
大名統制のために作られた武家諸法度は、家光の代に改訂され参勤交代が義務づけ
られた

095 禁中並公家諸法度
禁中並公家諸法度は朝廷を統制する内容ではなく、幕府と朝廷の関係を明文化した
もの



096
鎖国令（ポルトガル船
来航禁止）

1635年には外国からの日本人の帰国が禁止され、39年のポルトガル船来航禁止で
鎖国体制が成立した

097 慶安の御触書
農民の生活について細かく定めた慶安の御触書だが、実在しないともいわれている

098
関ヶ原の戦い以前に徳
川氏に仕えていた大名

関ヶ原以前から徳川氏に仕えた大名が譜代大名で、幕府の要職に就けた

099
関ヶ原の戦い以降に徳
川氏に仕えた大名

関ヶ原では徳川氏と敵対した大名が外様大名で、幕府の要職には就けなかった

100
外様大名は石高が大き
いが、江戸から遠くに
配置された

逆に、譜代大名は石高は小さいが要地に配され、外様大名を監視した

101
キリスト教の布教に積
極的だったから

スペイン・ポルトガルはカトリック国家で、布教に積極的だった

102
大名が1年おきに領地
と江戸に居住する制度

大名は領地と江戸を往復し、妻子は人質として江戸に居住した

103
財政的な負担をかける
とともに人質を取り、
反乱を防ぐ

参勤交代の結果、江戸と地方の文化・経済的交流が進んだ

104 1600年
関ヶ原で西軍を破った徳川家康が、征夷大将軍となり江戸幕府を開く

105 1603年
徳川家康は1603年に征夷大将軍に任ぜられ、江戸幕府を開いた

106 1609年
薩摩藩は1609年に琉球王国に侵攻し、降伏させ朝貢を受けた

107 1614年
大坂冬の陣では大坂城は落城せず、停戦となったが徳川方に大坂城の濠を埋め立て
られた

108 1614年
幕領では1612年、全国には1614年に禁教令が出されキリスト教が禁止された

109 1615年
大坂夏の陣で大坂城は落城し、豊臣秀頼・淀殿は自害した

110 1615年
武家諸法度は秀忠の治世に制定され、数度の改正が加えられた

111 1624年
スペインはイエズス会修道士を送り込むなど布教に積極的だったため、来航が禁止
された



112 1636年
1636年、徳川家光が参勤交代を制度化し、大名の妻と世継ぎは江戸に滞在させた

113 1637年
禁教令に反発したキリスト教徒と国人衆や農民の一揆が一体化し、島原・天草一揆
となった

114 1639年
スペイン船に続きポルトガル船の来航も禁止され、鎖国体制が成立した

115 1669年
松前藩のアイヌに対する圧政に対しシャクシャインが反乱を起こしたが鎮圧された

116 16世紀
1年〜100年までが一世紀なので、1501から関ヶ原の戦いが起きた1600年までが
16世紀にあたる

117 岐阜県
関ヶ原は現在の岐阜県にある

118 東京都
江戸は徳川将軍家の居城となり、明治維新の後に東京と改称された

119 長崎県
1636年に人工島である出島が長崎に作られ、ポルトガル人が収容された

120 石田三成
豊臣政権の五奉行の一人であった石田三成が反家康勢力を集め、関ヶ原の戦いが起
こった

121 朱印状
江戸時代初期、海外渡航許可証（朱印状）を持った朱印船が東南アジアでさかんに
交易を行った

122 徳川秀忠
武家諸法度は秀忠の治世に制定され、数度の改正が加えられた

123 豊臣秀頼
豊臣秀頼は秀吉が没したときわずか6歳で、家康に実権を奪われ大坂の陣で滅ぼさ
れた

124 徳川家光
家光は「生まれながらの将軍」として、参勤交代の制度を創設した

125 ウ→ア→イ→エ
ウ（1600年）→ア（1614年）→イ（1615年）→エ（1637年）

126 ア→エ→ウ→イ
ア（1615年）→エ（1624年）→ウ（1637年）→イ（1639年）

127 エ→ア→イ→ウ
エ（初代）→ア（2代）→イ（3代）→ウ（8代）


