
やさしい中学歴史 12-1チェック問題  氏名                              

(1) 欧米
おうべい

の植民地
しょくみんち

にされないよう、日本を近代
きんだい

国家
こ っ か

にするために明治
め い じ

政府
せ い ふ

が行った改革
かいかく

を[   ]という。 

(2) 明治政府は、欧米
おうべい

諸国
しょこく

を知るために[①   ]を団長
だんちょう

とする[②   団]を、アメリカやヨーロッパへ

視察
し さ つ

や留学
りゅうがく

に向かわせた。中には 6 歳の少女である[③   ]もいた。また[④  の改正
かいせい

]も重要な目

的の 1つであった。 

(3) 欧米諸国が軍事力
ぐんじりょく

を背景
はいけい

に、資源
し げ ん

や市場
しじょう

を求めて植民地
しょくみんち

を広げていった動きを[  主義
し ゅ ぎ

]という。 

(4) 1867年、江戸
え ど

幕府
ば く ふ

の将軍
しょうぐん

徳川
とくがわ

慶喜
よしのぶ

は、政権
せいけん

を朝廷
ちょうてい

に返した。これを[①   ]という。翌年
よくねん

1868年に

朝廷は、「昔のように天皇中心の政治を行う」と宣言
せんげん

した。これを[②   ]という。さらに公家
く げ

や大名
だいみょう

に対して新しい政治の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を示した。これを[③   ]という。庶民に対しては[④   ]を発表し、

守るべき心得
こころえ

が 5枚の立て札で示された。 

(5) 1869年、明治政府は江戸を[   ]と改
あらた

め、首都
し ゅ と

をそこへ移
うつ

した。 

(6) 1872年、明治政府は沖縄
おきなわ

にまず[①  藩
はん

]を設置
せ っ ち

したが、1879年にはそれを廃止
は い し

して沖縄県とした。

これを[②   ]という。 

(7) 1875 年、日本とロシアの間で[  条約]が結ばれた。これにより、樺
から

太
ふと

(サハリン)はロシア領、千島
ち し ま

列

島は日本領となった。 

(8) 明治政府は日本を近代国家にするために、2つのスローガンを打ち出した。1つは「経済
けいざい

を発展
はってん

させ、軍

隊を強くする！」[①   ]で、もう 1つは「欧米の技術を取り入れて近代
きんだい

産業
さんぎょう

を育てる！」[②   ]

である。 

(9) 明治政府は、江戸時代はバラバラだった藩を 1つにまとめあげ、1つの政府が日本全体の意思
い し

決定
けってい

をでき

るような強力な[①  体制
たいせい

]を作ろうとした。そこで 1869年、各藩主
かくはんしゅ

に土地と人民の支配権
しはいけん

を天皇に返

させた。これを[②   ]という。さらに藩を廃止し、全国に府
ふ

と県
けん

を置いた。これを[③   ]という。 

(10) 明治政府は江戸時代の身分
み ぶ ん

制度
せ い ど

を廃止して、[   ]とした。 

(11) 1873年、明治政府は 20歳以上の男子に 3年間の兵役
へいえき

につくことを義務
ぎ む

づける[   令]を出した。 

(12) 1873年、明治政府は土地に対する税
ぜい

を変えた。これを[①   ]という。これにより土地の所有者
しょゆうしゃ

は、

地価
ち か

の[②  ％]を、[③ 米 / 現金
げんきん

 ]で納
おさ

めることになった。土地の所有者、地価、納税
のうぜい

額
がく

を明らかにす

るために[④   ]が発行
はっこう

された。重い負担
ふ た ん

に各地
か く ち

で一揆
い っ き

が起こり、税率
ぜいりつ

は 2.5%に変更
へんこう

された。 

(13) 1872年、明治政府は[   ]を公布
こ う ふ

し、6歳以上の男女全てに小学校教育を受けさせた。 

 

(1) 明治
め い じ

維新
い し ん

 (2)① 岩倉具視
いわくらともみ

 (2)② 岩倉
いわくら

使節団
しせつだん

 

(2)③ 津田
つ だ

梅子
う め こ

 (2)④ 不平
ふびょう

等
どう

条約
じょうやく

の改正
かいせい

 (3) 帝国
ていこく

主義
し ゅ ぎ

 

(4)① 大政
たいせい

奉還
ほうかん

 (4)② 王政
おうせい

復古
ふ っ こ

の大号令
だいごうれい

 (4)③ 五
ご

箇条
かじょう

の御誓文
ごせいもん

 

(4)④ 五榜
ご ぼ う

の掲示
け い じ

 (5) 東京 (6)① 琉 球
りゅうきゅう

藩
はん

 

(6)② 琉 球
りゅうきゅう

処分
しょぶん

 (7) 樺
から

太
ふと

・千島
ち し ま

交換
こうかん

条約
じょうやく

 (8)① 富国
ふ こ く

強兵
きょうへい

 

(8)② 殖産
しょくさん

興業
こうぎょう

 (9)① 中央
ちゅうおう

集権
しゅうけん

体制
たいせい

 (9)② 版籍
はんせき

奉還
ほうかん

 

(9)③ 廃藩
はいはん

置県
ち け ん

 (10) 四民
し み ん

平等
びょうどう

 (11) 徴兵令
ちょうへいれい

 



(12)① 地租
ち そ

改正
かいせい

 (12)② ３％ (12)③ 現金
げんきん

 

(12)④ 地券
ち け ん

 (13) 学制
がくせい

  

 

やさしい中学歴史 12-2チェック問題  氏名                              

(1) 群馬
ぐ ん ま

県にある官営
かんえい

模範
も は ん

工場
こうじょう

の[   ]は、2014年に世界
せ か い

文化
ぶ ん か

遺産
い さ ん

に登録
とうろく

された。 

  ＊ 官営模範工場=政府が経営する、民間の見本となるような工場 

(2) 1882年、日本の輸出品
ゆしゅつひん

第 1位は[   ]であり、その利益
り え き

で軍事力
ぐんじりょく

を強化
きょうか

していった。 

(3) 1872年、新橋
しんばし

と横浜
よこはま

の間に[   ]が開通
かいつう

した。 

(4) 1872年、欧米
おうべい

諸国
しょこく

との交流
こうりゅう

がさかんになった日本は、暦
こよみ

を[  暦
れき

]に改めた。 

  ＊ 暦=月日の数え方 

(5) 明治時代に西洋風
せいようふう

の文化が取り入れられ、社会や人々の生活が変化してきた風潮
ふうちょう

を[   ]という。 

(6) 明治政府は不平
ふびょう

等
どう

条約
じょうやく

の改正
かいせい

につなげるために、東京に[   ]を建設
けんせつ

し、舞踏会
ぶとうかい

を連日
れんじつ

開
ひら

いた。 

 

(1) 富岡
とみおか

製糸場
せいしじょう

 (2) 生糸
き い と

 (3) 鉄道
てつどう

 

(4) 太陽暦
たいようれき

 (5) 文明
ぶんめい

開化
か い か

 (6) 鹿鳴館
ろくめいかん

 

 

やさしい中学歴史 12-3チェック問題  氏名                              

(1) 明治時代、武力
ぶりょく

を使ってでも朝鮮
ちょうせん

を開国
かいこく

させようという考えである[①  論
ろん

]が生まれた。これはロシア

の[②  政策
せいさく

]に対抗
たいこう

するためである。 

(2) 日本の朝鮮
ちょうせん

への進出を、西郷
さいごう

隆盛
たかもり

や板垣退
いたがきたい

助
すけ

は[① 賛成
さんせい

 / 反対
はんたい

 ]し、岩倉
いわくら

使節団
しせつだん

の一員
いちいん

だった大久保
お お く ぼ

利通
としみち

らは[② 賛成 / 反対 ]した。 

(3) 1875年、朝鮮の近くで日本と朝鮮の武力
ぶりょく

衝突
しょうとつ

が起こった。これを[①  事件]という。その翌年
よくとし

、日本

は武力を背景
はいけい

にして朝鮮と[②   ]を結
むす

んで、朝鮮を開国させた。これは[③ 日本 / 朝鮮 ]にとって不

利な不平
ふびょう

等
どう

条約
じょうやく

だった。 

(4) 1877 年、[①   ]を中心とした鹿児島
か ご し ま

県の士族
し ぞ く

が反乱
はんらん

を起こした。これを[②  戦争]という。政府

側が勝利し、その後[③ 武力 / 言論
げんろん

 ]で自分たちの考えを主張する世の中に変わっていった。 

 

(1)① 征
せい

韓論
かんろん

 (1)② 南下
な ん か

政策
せいさく

 (2)① 賛成 

(2)② 反対 (3)① 江
こう

華
か

島
とう

事件 (3)② 日
にっ

朝
ちょう

修好
しゅうこう

条規
じょうき

 

(3)③ 朝鮮
ちょうせん

 (4)① 西郷
さいごう

隆盛
たかもり

 (4)② 西南
せいなん

戦争
せんそう

 

(4)③ 言論   

 



やさしい中学歴史 12-4チェック問題  氏名                              

(1) 明治時代のはじめ、江戸
え ど

幕府
ば く ふ

の討幕
とうばく

に活躍
かつやく

した薩摩藩
さつまはん

や長州藩
ちょうしゅうはん

など一部の藩出身者
しゅっしんしゃ

が中心となって政治

を行っていた。これを[①  政治]という。これを批判
ひ は ん

した[②   ]は 1874年、[③   ]を政府に

提出
ていしゅつ

した。ここから憲法
けんぽう

の制定
せいてい

、国会
こっかい

の開設
かいせつ

、民主
みんしゅ

政治
せ い じ

の実現
じつげん

を求める[④  運動]が始まった。 

(2) 1874 年、板垣退
いたがきたい

助
すけ

は政治
せ い じ

結社
けっしゃ

の[①  社]をつくった。それが 1880 年に、政府に国会
こっかい

開設
かいせつ

を求める

[②   ]へと発展した。そして 1881年、ついに政府は 10年後の 1890年に国会を開くことを約束し

た。これを[③   ]という。 

(3) 国会が開かれることに備
そな

え、大隈
おおくま

重信
しげのぶ

は[①  党]を結成
けっせい

した。また板垣退助は[②  党]を結成した。 

(4) 1885年、[   ]が初代
しょだい

内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

となった。 

(5) 明治政府は国会
こっかい

開設
かいせつ

に備え、憲法
けんぽう

をつくる責任者
せきにんしゃ

に[①   ]を指名
し め い

した。皇帝
こうてい

の力(君
くん

主権
しゅけん

)を大きく認
みと

める[②   ]の憲法
けんぽう

を参考
さんこう

にして、1889年 2月に[③  憲法]が発布
は っ ぷ

された。この憲法の下では、国

民は「天皇の家臣
か し ん

」という意味の[④   ]と呼ばれた。 

(6) 1890年、はじめての[①  議会
ぎ か い

]が開かれた。皇族
こうぞく

と華族
か ぞ く

の代表や天皇が任命
にんめい

した人たちで構成
こうせい

される

[②  院]と、一部の国民による選挙で選ばれた人たちで構成される[③  院]の二院制
にいんせい

だった。選挙権
せんきょけん

を持つのは、直接
ちょくせつ

国税
こくぜい

[④  円]以上納
おさ

める満
まん

[⑤  歳]以上の[⑥ 男子 / 女子 / 男女 ]だった。 

 

(1)① 藩閥
はんばつ

政治
せ い じ

 (1)② 板垣退
いたがきたい

助
すけ

 (1)③ 民選
みんせん

議院
ぎ い ん

設立
せつりつ

の建白書
けんぱくしょ

 

(1)④ 自由
じ ゆ う

民権
みんけん

運動
うんどう

 (2)① 立志社
りっししゃ

 (2)② 国会
こっかい

期成
き せ い

同盟
どうめい

 

(2)③ 国会
こっかい

開設
かいせつ

の勅諭
ちょくゆ

 (3)① 立憲
りっけん

改進党
かいしんとう

 (3)② 自由党
じゆうとう

 

(4) 伊藤
い と う

博文
ひろぶみ

 (5)① 伊藤博文 (5)② ドイツ(プロイセン) 

(5)③ 大日本
だいにっぽん

帝国
ていこく

憲法
けんぽう

 (5)④ 臣民
しんみん

 (6)① 帝国
ていこく

議会
ぎ か い

 

(6)② 貴族院
きぞくいん

 (6)③ 衆議院
しゅうぎいん

 (6)④ 15円 

(6)⑤ 25歳 (6)⑥ 男子  

 

  



やさしい中学歴史 12-5チェック問題  氏名                              

(1) 明治時代になると日本は、[ 軽工業
けいこうぎょう

 / 重工業 ]の産業
さんぎょう

革命
かくめい

が進んだ。 

(2) 1894年、朝鮮
ちょうせん

ではキリスト教に反対
はんたい

する農民
のうみん

らが内乱
ないらん

を起
お

こした。これを[  戦争
せんそう

]という。これをキ

ッカケに日本と清
しん

の緊張
きんちょう

が高まった。 

(3) 1886 年、イギリス船
せん

が和歌山県
わ か や ま け ん

沖
おき

で沈没
ちんぼつ

し、日本人乗 客
じょうきゃく

の全員が亡
な

くなる[①  事件]が起きた。こ

れにより[② 関税
かんぜい

自主権
じしゅけん

がない / 領事
りょうじ

裁判権
さいばんけん

を認
みと

める ]という不平
ふびょう

等
どう

条約
じょうやく

の改正
かいせい

を求める世論
よ ろ ん

が高ま

った。そして 1894年、外務
が い む

大臣
だいじん

の[③   ]がイギリスとの交渉
こうしょう

し、改正に成功
せいこう

した。 

(4) 1894年、日本は清に宣戦
せんせん

布告
ふ こ く

し[①  戦争]が始まった。日本は勝利し、[②  条約
じょうやく

]を結
むす

んだ。日本

はそこで得られた賠償
ばいしょう

金
きん

を使って、現在
げんざい

の北九州
きたきゅうしゅう

市に官営
かんえい

の[③   ]をつくった。ほかにも 

[④  半島
はんとう

]なども手に入れた。ただこの半島は、ロシア、フランス、ドイツが清に返すことを求めたた

め、すぐに返還
へんかん

された。これを[⑤   ]という。 

(5) 欧米
おうべい

列強
れっきょう

は日清戦争に負けた清に、競
きそ

うように進
しん

出
しゅつ

していった。このような状 況
じょうきょう

に中国の民衆
みんしゅう

の怒
いか

り

が爆発
ばくはつ

し、1900年に[  事件]が起きた。日本軍とロシア軍が中心となってこれを鎮
しず

めたが、朝鮮への

進出を狙
ねら

うロシアは兵を引き上げなかった。 

(6) 1902年、日本は[①  同盟
どうめい

]を結んだ。これをキッカケに 1904年[②  戦争]が始まった。戦争に反

対し[③   ]は「君死にたまふことなかれ」という詩
し

を発表
はっぴょう

した。また[④   ]はキリスト教徒
きょうと

の

立場
た ち ば

から、この戦争に反対した。日本海
にほんかい

海戦
かいせん

で日本の連合
れんごう

艦隊
かんたい

司令
し れ い

長官
ちょうかん

である[⑤   ]の活躍
かつやく

もあった

が、日本もロシアも戦争を続けるのが難しい状 況
じょうきょう

になった。 

(7) 日本とロシアの戦争は、アメリカが仲介
ちゅうかい

し[①  条約]が結ばれ終結
しゅうけつ

した。日本の全権
ぜんけん

は[②   ]だ

った。日本は[③   ]における優越権
ゆうえつけん

や南満州
みなみまんしゅう

鉄道
てつどう

の権利
け ん り

などを得たが、賠償金は得られなかった。

この不満から[④  事件]という暴動
ぼうどう

が起こった。 

(8) 日本は 1905年、韓国
かんこく

に[①   ]を設置
せ っ ち

し、[②   ]を派遣
は け ん

したが暗殺された。それにより 1910年、

日本は[③   ]を置いて韓国を植民地
しょくみんち

にした。これを[④   ]という。 

(9) 1911年、外務大臣の[①   ]は、アメリカとの間で[②   ]の回復に成功した。 

 

(1) 軽工業
けいこうぎょう

 (2) 甲
こう

午
ご

農民
のうみん

戦争
せんそう

 (3)① ノルマントン号事件 

(3)② 領事
りょうじ

裁判権
さいばんけん

を認める (3)③ 陸奥
む つ

宗光
むねみつ

 (4)① 日清
にっしん

戦争 

(4)② 下関
しものせき

条約 (4)③ 八幡
や は た

製鉄所
せいてつじょ

 (4)④ 遼東
りょうとう

半島 

(4)⑤ 三国
さんごく

干渉
かんしょう

 (5) 義和団
ぎ わ だ ん

事件 (6)① 日英
にちえい

同盟
どうめい

 

(6)② 日露
に ち ろ

戦争 (6)③ 与謝野
よ さ の

晶子
あ き こ

 (6)④ 内村鑑三
うちむらかんぞう

 

(6)⑤ 東郷
とうごう

平八郎
へいはちろう

 (7)① ポーツマス条約 (7)② 小村
こ む ら

寿
じゅ

太郎
た ろ う

 

(7)③ 韓国
かんこく

 (7)④ 日比谷
ひ び や

焼き討ち事件 (8)① 韓国統監府
とうかんふ

 

(8)② 伊藤
い と う

博文
ひろぶみ

 (8)③ 朝鮮
ちょうせん

総督府
そうとくふ

 (8)④ 韓国
かんこく

併合
へいごう

 



(9)① 小村寿太郎 (9)② 関税
かんぜい

自主権
じしゅけん

  

 

やさしい中学歴史 12-6チェック問題  氏名                              

(1) 今の 1 万円札
さつ

の肖像
しょうぞう

になっている[①   ]は[②   ]などの書物
しょもつ

を書いた。また、2024 年度をめ

どに発行
はっこう

予定
よ て い

の新しい 1万円札の肖像になる[③   ]は、西洋
せいよう

の経済
けいざい

制度
せ い ど

を日本に導入
どうにゅう

した。 

(2) 今の 5千円札の肖像になっている[①   ]は小説
しょうせつ

[②   ]などを発表した。新しい 5千円札の肖像

は、岩倉
いわくら

使節団
しせつだん

にも同行
どうこう

した[③   ]である。 

(3) 今の千円札の肖像になっている[①   ]は黄熱病
おうねつびょう

の研究
けんきゅう

をした。破傷風
はしょうふう

の血清
けっせい

療法
りょうほう

やペスト菌
きん

を発見

した[②   ]に指導
し ど う

を受けたこともあった。以前の千円札の肖像は、小説「吾輩
わがはい

は猫
ねこ

である」や「坊
ぼっ

ち

ゃん」を書いた[③   ]である。 

 

(1)① 福沢
ふくざわ

諭
ゆ

吉
きち

 (1)② 学問
がくもん

のすすめ (1)③ 渋沢
しぶさわ

栄一
えいいち

 

(2)① 樋口
ひ ぐ ち

一葉
いちよう

 (2)② たけくらべ (2)③ 津田
つ だ

梅子
う め こ

 

(3)① 野口
の ぐ ち

英世
ひ で よ

 (3)② 北里
きたざと

柴三郎
しばさぶろう

 (3)③ 夏目漱
なつめそう

石
せき

 

 

 


