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センターセンターセンターセンター対策対策対策対策    1111 開国開国開国開国とそのとそのとそのとその影響影響影響影響    

 

【近代 A】（2013 代ゼミ予 3-5） 

万延元年（1860 年）以前の出来事について述べた文として正しいものを次の①～④から一つ選

べ。 

① 日米修好通商条約の調印によって、下田・箱館の開港が定められた。 

② 長崎に海軍伝習所が設置され、勝海舟らが軍艦の操縦を学んだ。 

③ 島津久光が勅使を奉じて江戸城におもむき、幕政改革を推進した。 

④ 薩摩の西郷隆盛と長州の木戸孝允が会見し、薩長同盟が成立した。 

 

【近代 A 解答】 

  

●開国開国開国開国 

1842 アヘン戦争で清が敗れる→天保の薪水給与令を出す。 

1844 オランダ国王の開国勧告→拒否 

1846 アメリカの通商要求➡【                             】が浦賀浦賀浦賀浦賀に来航 

1853【                  】、浦賀浦賀浦賀浦賀来航➡➾黒船 4 隻を率いて、大統領【                                                】】】】の国書受理→

ペリー、再来（1854） 

老中首座【                      】は朝廷に報告、諸大名に諮問 

   ➾幕府の権威失墜、朝廷・諸大名の発言力増大 

1854 ペリー再来航➡【                              】締結 

下田下田下田下田・箱館箱館箱館箱館の開港、アメリカ船への薪水・食糧などの供給 

   領事駐在の承認、アメリカに一方的な最恵国待遇最恵国待遇最恵国待遇最恵国待遇を与える など 

   ➾他にロシア・イギリス・オランダとも締結 

▽▽▽▽安政安政安政安政のののの改革改革改革改革    

  徳川斉昭の幕政参与 

  長崎に【                          】（勝海舟）江戸に 講武所講武所講武所講武所 ・【                          】設置 

1854 日露和親条約➡国境画定…千島列島は【                  】・【ウルップウルップウルップウルップ島島島島】間に国境 

        【              】は雑居地 

 

●●●●貿易貿易貿易貿易のののの開始開始開始開始とととと影響影響影響影響    

1859 貿易の開始➡【              】・長崎・函館。➡【                      】で 

➾【                 】（輸出入額）で、【                      】（取引相手国）中心 

輸出品－【              】・茶・海産物・蚕卵紙・水油など→大幅な輸出超過 

   輸入品－【 毛織物 】・【                  】・武器・軍艦・綿糸など 

▽▽▽▽貿易貿易貿易貿易のののの影響影響影響影響 

   製糸業…マニュファクチュア経営の発達 生産追いつかず→国内供給量不足→価格高騰 

   綿作・綿織物業…安価な製品が大量輸入→不振 

金銀比価問題➡金の大量流出…日本＝【      】：【      】、欧米＝【      】：【      】 

➾【                      】鋳造（金貨の質を下げる）→貨幣価値下落、物価上昇 

1860 流通機構の崩壊…【 五品江戸廻送令五品江戸廻送令五品江戸廻送令五品江戸廻送令 】→失敗 

            －雑穀・水油・蝋・呉服・生糸の江戸経由を命じる 

庶民生活の圧迫➡一揆や打ちこわしの頻発、【 攘夷運動 】の激化 

外国人殺傷事件が相次ぐ 

1860 アメリカ公使館の通訳ヒュースケンヒュースケンヒュースケンヒュースケンのののの殺害事件殺害事件殺害事件殺害事件や、 

1861 イギリス仮公使館の品川東禅寺が襲撃される事件（東禅寺事件東禅寺事件東禅寺事件東禅寺事件） 

1862【 イギリスイギリスイギリスイギリス公使館公使館公使館公使館    】】】】焼打焼打焼打焼打ちちちち事件事件事件事件 ※伊藤博文が殺人をする 

 

【近代 01】 

問２ ａ（開港後）に関連して、この時期に外国とのかかわりによって生じた事柄を述べた文として誤誤誤誤

っているものっているものっているものっているものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 

 ①パークスが、日米和親条約調印を要求した。 

 ②長崎に海軍伝習所が設けられた。 

 ③四国連合艦隊が、下関の砲台を攻撃した。 

 ④幕末には、横浜が貿易額で第１位を占めていた。 

 

【近代 01 解答】 

 

 

☶私大過去問私大過去問私大過去問私大過去問 立教大立教大立教大立教大（法・経・異）2009 

1 ペリーの大統領の国書を携えていたが、この大統領を選べ 

   A．ウィルソン B．ハーディング C．フィルモア D．ローズヴェルト 

2 水戸藩浪士が 1861 年に外国公館を襲撃した事件はどれか 

   A．イギリス公使館焼打ち事件 B．寺田屋事件 C．東禅寺事件 D．生麦事件 

 

【近代 02】古いものから年代順に正しく配列しなさい。(2001 年・本)  

Ⅰ薩長土３藩の兵約１万を東京に集め，御親兵が組織された。  

Ⅱ総裁・議定・参与の三職が置かれ，参与には藩士からも就任した。  

Ⅲ薩長同盟(連合)が成立した。 

 

【近代 02】(2001 年・本)幕末・維新期。  

1．薩長土３藩の兵約１万を東京に集め，御親兵が組織された。  

2．総裁・議定・参与の三職が置かれ，参与には藩士からも就任した。  

3．薩長同盟(連合)が成立した。 
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1111 幕末幕末幕末幕末のののの政争政争政争政争シートシートシートシート    

●●●●政局政局政局政局のののの転換転換転換転換    

老中【                          】➡日米和親条約の締結、安政の改革 

老中【                          】将軍継嗣問題…家定に子どもがいないため 

  一橋派…【                              】を推すグループ。雄藩・外様大名が推す。 

➡徳川斉昭・松平慶永・島津斉彬 

  南紀派…【                              】を推すグループ。保守派の譜代大名、井伊直弼らが推す。 

大老【                          】（南紀派）就任。【                    】（のち【              】）を次期将軍に 

                  日米修好通商条約を無勅許調印 

1858～59✖【                                  】…井伊が反対派を多数処罰 

1860✖【                                      】…井伊直弼暗殺→幕府権威の失墜 

●●●●公武合体運動公武合体運動公武合体運動公武合体運動    

老中【                          】の政策➡公武合体（【                    】降嫁（14 代将軍【              】夫人に） 

1862➡✖【                                  】で水戸浪士に襲撃され安藤負傷➡失脚 

1862【                              】前薩摩藩主【                              】上京➡勅使【                              】を奉じ江戸へ 

 職制改革➡【                                  】➡徳川慶喜徳川慶喜徳川慶喜徳川慶喜、【                                      】（新設）➡松平慶永松平慶永松平慶永松平慶永（越前） 

         【                                  】（新設）➡松平容保松平容保松平容保松平容保（会津） 

参勤交代を３年に一度、妻子の帰国を許可 

1862 久光帰国の途中✖【                          】→【                          】（1863） 

➡戦後、攘夷の無謀を理解、薩摩とイギリスが急接近 

 

●尊王攘夷運動尊王攘夷運動尊王攘夷運動尊王攘夷運動のののの台頭台頭台頭台頭とととと敗北敗北敗北敗北    

・長州藩…尊王攘夷派の公家と結び、幕府に攘夷実行命令→外国船砲撃 

1863➡【                                                              】 攘夷の不可能を自覚                       

   

1863➡【                                                  】  

➾薩摩・会津両藩が長州藩を京から追放、七卿落ち【                      】ら 

1864➡【                                  】…新撰組による尊王攘夷派の襲撃事件 

1864➡【                          】→長州が勢力挽回をかけ京都へ➡薩摩・会津が撃退 

1864➡【                                  】長州は尊攘路線を捨てる 

●討幕派討幕派討幕派討幕派のののの誕生誕生誕生誕生とととと形成形成形成形成 

藩の変化：薩摩藩➡【                          】でイギリスに接近、西郷隆盛・大久保利通が主導権 

        長州藩➡【                                                              】で攘夷の不可能を自覚 

長州藩では高杉晋作高杉晋作高杉晋作高杉晋作・桂小五郎桂小五郎桂小五郎桂小五郎（木戸孝允）らが【                        】を率いて活躍 

1866【                          】…坂本竜馬・中岡慎太郎の斡旋で軍事同盟の密約 

1866 第二次長州征討…幕府連戦連敗、家茂の死で停戦 

●民衆の生活 

 ・生活困窮…凶作、大幅な輸出超過→物価上昇（これが攘夷の背景として大きい） 

 ・社会不安の増大→世直し、打ちこわしの多発 

          天理教・黒住教・金光教の普及、御蔭参りの流行 

          「ええじゃないか」の乱舞 

☶☶☶☶私大過去問私大過去問私大過去問私大過去問    慶應大慶應大慶應大慶應大（（（（経済経済経済経済））））2012201220122012    

戊辰戦争に関連して、下の年表は、幕末の出来事を年代の古い順に並べたものである。 

次の a～c の事項は年表のどこに入れるのがもっとも適切か、年表中の 1～6 からそれぞれ選びなさ

い。（重複使用不可） 

A．禁門の変   ｂ．薩英戦争   c．薩長同盟の成立 

 

     1      

生麦事件 

     2      

池田屋事件 

     3      

第1次長州征討開始 

     4      

四国艦隊の下関砲撃 
     5      

第2次長州征討の戦闘開始 

     6      

 

☶早稲田早稲田早稲田早稲田（（（（商商商商））））2011201120112011 

問 E 下線部ホ、ホホホホ文久三年七卿が長崎へ下りし時より…に関する次の記述のうち、誤っているもの

を 2 つマークせよ。 

１． 文久 3 年、幕府は朝廷から攘夷を迫られ、やむなく攘夷決行を諸藩に通達した。 

２． 長州藩は下関を通る外国船を砲撃した。 

３． 薩摩も長州に呼応して鹿児島沖に来航したイギリス船を砲撃した。 

４． 攘夷決行の後、朝廷では公武合体派が優勢を占め、薩摩・長州と結んでいた公卿を京都か

ら追放した。 

５． 七卿の一人三条実美は、王政復古後に議定となった。 

 

●江戸幕府江戸幕府江戸幕府江戸幕府のののの滅亡滅亡滅亡滅亡 

1867【                              】➡山内豊信の建議、慶喜が政権返上➡同日、【                              】出す 

1867【                                              】➡薩長の巻き返し、幕府廃止➪【              ・              ・           】決定 

同日夜、【                                  】…慶喜に【                          】命令➡【                          】開始へ 

 

【近代 03】2001－追 

五箇条の誓文について述べた文として誤っているものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 

① 誓文の内容は、天皇が公卿と諸侯を率い、神々に誓う儀式で確認された。 

② 由利公正らが起草した誓文草案は、木戸孝允の手で修正された。 

③ 誓文は、国家を発展させるために、知識を海外に求める必要を説いた。 

④ 誓文がいう公論尊重の趣旨は、五榜の掲示が出されたことで徹底された。 

【近代 03 解答】２００１－追 

 


