
縄 

文 

100 万年前から 旧石器文化 打製石器、岩宿遺跡（群馬、相沢忠洋） 

紀元前 1 万 3000 年から 縄文文化 磨製石器、縄文土器、土偶、竪穴住居、大森貝塚（東京、モース）、三内丸山遺跡（青森） 

弥 

生 

紀元前 500 年頃から 弥生文化 弥生土器、銅鐸、稲作の伝来、石包丁、鉄製農具、高床倉庫、登呂遺跡（静岡）、吉野ヶ里遺跡（佐賀、環濠集落） 

1 世紀頃 漢書地理志「楽浪海中に倭人有り…」 

５７ 倭奴国王、後漢に遣使「後漢書東夷伝」→「漢委奴国王」の金印、志賀島（福岡） 

239 邪馬台国卑弥呼、魏に遣使「魏志倭人伝」、親魏倭王の称号 

古 

墳 

5 世紀頃 倭の五王 南宋に遣使（朝鮮の鉄資源） 

593 聖徳太子・推古天皇の摂政 

603 冠位十二階 

604 憲法十七条 

607 遣隋使派遣 小野妹子 →犬上御田鍬[614] 

645 大化の改新（乙巳の変、中大兄皇子、中臣鎌足、元号の始まり） 

663 白村江の戦い（天智天皇） →山城や水城を築く 

672 壬申の乱 大海人皇子（天武天皇）vs 大友皇子 

701 大宝律令 藤原不比等、刑部親王 二官八省（太政官・神祇官と 8 省） 

奈 

良 

710 平城京 元明天皇（文武天皇の母） 長安を手本 中央に朱雀大路 

723 三世一身法 

743 墾田永年私財法 

752 東大寺の大仏完成（開眼式、行基、正倉院、校倉造） 

平 

安 

794 平安京（桓武天皇） 

801 坂上田村麻呂（征夷大将軍として東北の蝦夷討伐） 

894 遣唐使廃止 

935 平将門の乱 

939 藤原純友の乱 

1016 藤原道長・摂政 

1083 白河上皇の院政 

1156 保元の乱（平清盛、源義朝の勝ち） 

1159 平治の乱（源頼朝・伊豆へ流罪） 

1167 平清盛が太政大臣となる 

1185 壇ノ浦の戦い 源義経の活躍 安徳天皇（清盛の孫）の死 →守護・地頭の設置 

鎌 

倉 

1192 源頼朝・征夷大将軍 

1221 承久の乱（後鳥羽上皇 vs 北条政子） ←実朝[3 代]暗殺 

1232 御成敗式目（北条泰時） 

1274 文永の役（元寇） 北条時宗、フビライ・ハン、高麗、竹崎季長、石塁 

1281 弘安の役（元寇） 

1297 永仁の徳政令 

1333 鎌倉幕府滅亡 楠木正成（河内）、足利高氏（六波羅）、新田義貞（鎌倉） 

 

 

 

 

室 

町 

1334 建武の新政[〜36] 後醍醐天皇 「二条河原の落書（このごろ都にはやる物…）」 

1338 足利尊氏・征夷大将軍（北朝から） 

1391 南北朝合一（足利義満[3 代]） 

1401 勘合貿易開始 

1428 正長の土一揆（近江の馬借が酒屋・土倉を襲い徳政を求める） 

1467 応仁の乱[〜７７]、足利義政[8 代]の後継問題 

1485 山城国一揆（畠山氏追放） 

1488 加賀一向一揆 

1542 鉄砲伝来（種子島、ポルトガル人、中国船） 

1549 ザビエル来航（キリスト教伝来、鹿児島、アンジローの案内） 

1560 桶狭間の戦い（織田信長が今川義元を破る） 

1573 室町幕府滅亡（足利義昭[15 代]を追放） 

安 

土 

桃 

山 

1575 長篠の戦い 武田勝頼を破る（騎馬隊 vs 鉄砲隊） 

1582 本能寺の変（明智光秀） →山崎の戦い、三日天下 

1592 文禄の役（小西行長・加藤清正ら出兵） 

1597 慶長の役（秀吉死亡で撤退） 

1600 関ヶ原の戦い 徳川家康（東軍）が石田三成（西軍）を破る 

江 

戸 

1603 徳川家康・征夷大将軍 

1615 武家諸法度 

1635 参勤交代 

1637 島原・天草一揆（益田時貞、オランダは制圧に協力） 

1680 徳川綱吉将軍 

1709 新井白石（正徳の治） 

1716 徳川吉宗将軍（享保の改革、紀伊藩出身） 

1772 田沼意次老中 

1787 松平定信老中（寛政の改革） 

1792 ラクスマン来航 

1804 レザノフ来航 

1837 モリソン号事件 ←異国船打払令[25] →蛮社の獄[39、渡辺崋山・高野長英] 

1837 大塩平八郎の乱 ←天保の大飢饉 

1841 水野忠邦老中（天保の改革） 

1853 ペリー来航 

1854 日米和親条約（下田・函館開港） 

1858 日米修好通商条約（ハリス、横浜・長崎・新潟・兵庫開港） 

1860 桜田門外の変（井伊直弼暗殺、水戸脱藩藩士） ←安政の大獄（吉田松陰死刑 ※松下村塾） 

1866 薩長同盟（西郷隆盛・木戸孝允・坂本龍馬） 

1867 大政奉還（徳川慶喜、二条城） →王政復古の大号令 

明 

治 

1868 五箇条の御誓文、五榜の掲示（キリスト教を厳禁→73 年に撤廃） 

1871 廃藩置県、岩倉使節団[〜７３]、日清修好条規 

1872 学制、太陽暦 

1873 徴兵令、地租改正、征韓論 →大久保利通の独裁政権→暗殺[78] 

1874 民撰議院設立建白書（板垣退助） 

1875 江華島事件 →日朝修好条規[76]（不平等条約） 

1877 西南戦争（西郷隆盛） 

1881 国会開設の詔 

1889 大日本帝国憲法（ドイツ（プロシア）の憲法にならう、欽定憲法） 

1890 第一回帝国議会 

1894 条約改正（治外法権廃止、対英、陸奥宗光） ←ノルマントン号事件[1889] 

1894 日清戦争 

1904 日露戦争（日本海海戦の勝利、東郷平八郎） 

1910 韓国併合、朝鮮総督府の設置 

1911 関税自主権の回復（小村） 

大 

正 

1912 第一次護憲運動（大正政変、尾崎行雄、桂太郎内閣総辞職） 

1914 第一次世界大戦[〜18、パリ講和会議、ベルサイユ条約] ドイツ租借地の山東半島に進出、南洋諸島を占領 

1915 二十一か条の要求（山東におけるドイツ権益の継承） 

1918 シベリア出兵、米騒動 →寺内正毅内閣総辞職、原敬内閣成立 

1919 三・一独立運動（朝鮮）、五・四運動（中国） 

1920 国際連盟成立（ウィルソンの提唱、日本は常任理事国） ※新渡戸稲造（「武士道」の著者）が事務局次長となる 

1923 関東大震災（朝鮮人・社会主義者に対するデマ・虐殺） 

1924 第二次護憲運（加藤高明内閣成立、五・一五事件まで政党内閣制が続く） 

1925 治安維持法、普通選挙法、ラジオ放送開始 

昭 

和 

1929 世界恐慌 

1931 満州事変 ←柳条湖事件（奉天近郊、南満州鉄道爆破） 

1932 満洲国成立、五・一五事件（海軍青年将校、犬養毅暗殺、政党政治の終わり） 

1933 国際連盟脱退 ←リットン調査団[1932]、日本に続いてドイツも脱退 

1936 二・二六事件（陸軍青年将校、斎藤実内大臣・高橋是清蔵相ら殺害） →軍部の発言力が強化 →メーデーの禁止 

1937 日中戦争（近衛文麿内閣） ←盧溝橋事件（北京郊外、演習中の日本軍が中国軍を攻撃） 

1938 国家総動員法 

1940 三国同盟（日本・ドイツ・イタリア、近衛内閣）、大政翼賛会結成(近衛を中心)、隣組の結成 

1941 太平洋戦争（東条英機内閣、真珠湾攻撃） 

1945 ポツダム宣言受諾、マッカーサーが GHQ を設置、ヤルタ会議（冷戦の始まり） 

1946 日本国憲法公布（11.3、1947.5.3 施行） 

1950 朝鮮戦争、警察予備隊（1952 に安保隊、1954 に自衛隊）、特需景気 

1951 サンフランシスコ講和会議・平和条約（吉田茂内閣）、日米安全保障条約 

1956 日ソ共同宣言（鳩山一郎内閣）、国際連合加盟 

1960 所得倍増計画（池田勇人内閣） 

1964 東海道新幹線、東京オリンピック（池田内閣） 

1970 大阪万博 

1972 沖縄返還、日中国交回復（田中角栄内閣、日中共同声明） 

1974 オイルショック ←第 4 次中東戦争 

1978 日中平和友好条約（福田赳夫内閣） 

平 

成 

1989 ベルリンの壁崩壊、1989 マルタ会談（冷戦終結）、1991 湾岸戦争、1995 阪神淡路大震災、2001 同時多発テロ、2003 イラク戦争、2011 東日本大震災 

 
2022.10.25 更新 

ヤマト政権の成立 

ワカタケルの鉄剣（稲荷山古墳、埼玉） 蘇我氏と物部氏の対立 

和同開珎（708）←武蔵国の銅 

※最初の貨幣は富本銭 

遣唐使 

630 犬上御田鍬 

654 高向玄理 

※壬申の乱後中断、新羅統一で南路へ 

717 阿倍仲麻呂、吉備真備、玄昉 

804 最澄、空海 

894 中止←菅原道真 

754 鑑真渡来 

759 唐招提寺建立 

古事記 天武天皇、稗田阿礼、太安万侶 

日本書紀 舎人親王 

風土記 

万葉集 大伴家持、山上憶良 

平安仏教 密教 

天台宗 最澄 比叡山延暦寺 

真言宗 空海 高野山金剛峯寺 

国文学 片かな、平がな 

竹取物語 

古今和歌集[905] 勅撰和歌集、紀貫之 

土佐日記 紀貫之 

枕草子 清少納言 

源氏物語 紫式部 

東北地方 源義家の活躍 

1051 前九年合戦[〜64] 

1083 後三年合戦[〜８7] 藤原清衡 

※奥州藤原氏、中尊寺金色堂 

政治体制 執権 将軍の補佐 

公文所（→政所） 一般政務 

問注所 裁判 

侍所 御家人統制 

六波羅探題 ※承久の乱後 

定期市 

借上、土倉（高利貸） 

問丸（運送業） 

鎌倉仏教 

浄土宗 法然、「南無阿弥陀仏」 

浄土真宗 親鸞 

時宗 一遍、踊り念仏 

臨済宗 栄西、禅宗、茶を持ち帰る 

曹洞宗 道元、禅宗 

法華宗 日蓮、「南無妙法蓮華経」 

新古今和歌集 後鳥羽上皇、藤原定家 

平家物語 作者不詳、琵琶法師 

方丈記 鴨長明 

徒然草 吉田兼好 

政治体制 管領、侍所、政所 

問注所、鎌倉公方（鎌倉府） 

守護・地頭 

常設店舗 

土倉・酒屋 

馬借・問丸 

座（同業者組合） 

仏教の普及 

禅宗 一休宗純 

浄土真宗 蓮如 

南 

北 

朝 

戦

国 

群雄割拠 戦国大名 分国法 

北条早雲（相模）、毛利元就（安芸）、斎藤道三（美濃） 

武田信玄（甲斐）、上杉謙信（越後）、伊達政宗（陸奥） 

民衆の文化 

祇園祭、盆踊り、 

茶の湯、御伽草子 

キリシタン大名 

大村純忠、有馬晴信、大友宗麟 →天正遣欧使節派遣[1582] 

織田信長の政策 

関所の撤廃、城下町、 

楽市・楽座、仏教弾圧 

豊臣秀吉の政策 

刀狩、太閤検地 

バテレン追放令、朝鮮出兵 

鎖国 

1612 キリスト教禁止令 

1616 就航を平戸と長崎に限定 

1624 スペイン船の禁止 

1639 ポルトガル船の禁止 

1641 オランダ商館を平戸から出島へ 

※中国人は唐人屋敷（長崎） 

江戸幕府の政治 幕藩体制（親藩・譜代・外様） ※御三家（尾張・紀伊・水戸） 

徳川綱吉 儒教 生類憐みの令 

新井白石 貨幣の改鋳（質の向上） 貿易制限 生類憐みの令廃止 

享保の改革 上げ米令 足高の制 株仲間公認 公事方御定書 目安箱 

田沼意次 賄賂が流行 株仲間奨励 

寛政の改革 倹約 風俗の粛清 帰農令 囲米 寛政異学の禁（朱子学） 

天保の改革 倹約 風俗の粛清 株仲間解散 上知令 人返し 

農業の発達 

備中くわ、千歯こき、唐箕 

干鰯、油かす、商品作物 

工業・商業の発達 

木綿（三河、河内）、酒、醤油 

有田焼（肥前）、輪島塗 

蔵屋敷（年貢の販売換金）、両替商 

元禄文学 

俳諧 松尾芭蕉「奥の細道」 

浮世草子 井原西鶴「好色一代男」 

浄瑠璃 近松門左衛門「曽根崎心中」 

化政時代の文芸 

十返舎一九「東海道中膝栗毛」 

滝沢馬琴「南総里見八犬伝」 

俳諧 小林一茶、与謝蕪村 

浮世絵 （元禄〜化政） 

見返り美人 菱川師宣 

美人画 喜多川歌麿 

役者絵 東洲斎写楽 

富嶽三十六景 葛飾北斎 

東海道五十三次 歌川(安藤)広重 

学問 国学／蘭学 

本居宣長「古事記伝」 

青木昆陽（甘薯先生、享保の改革） 

前野良沢、杉田玄白「解体新書」 

平賀源内 エレキテル 

1862 生麦事件（神奈川） 

1863 薩英戦争→英と関係強化 

1684 四国連合艦隊下関砲撃 

戊辰戦争 

1868.1 鳥羽・伏見の戦い 

1868.4 江戸城無血開城 勝海舟 

1869.5 五稜郭の戦い終結 榎本武揚 

殖産興業 大隈重信の主導 

富岡製糸場[1872] 

新橋横浜間開通[1872] 

国立銀行条例制定[1872]（渋沢栄一） 

郵便制度（前島密） 

文学 

二葉亭四迷「浮雲」 

樋口一葉「たけくらべ」 

森鴎外「舞姫」 

与謝野晶子「みだれ髪」 

夏目漱石「吾輩は猫である」 

医学 

北里柴三郎 伝染病研究所 

志賀潔 赤痢菌 

野口英世 狂犬病・黄熱病 

明治前期の文化 

クラーク 札幌農学校 ※お雇い外国人 

福沢諭吉 慶應義塾、「学問のすすめ」 

大隈重信 東京専門学校（早稲田大学） 

津田梅子 女子英学塾 ※岩倉使節団 

 

社会運動 

最初のメーデー[1920] 

全国水平社（1922、京都） 

婦人運動 平塚らいてう、市川房枝 

選挙資格 

1889 15 円 25 歳 男子 1.1％ （議会開設） 

1900 10 円 25 歳 男子 2.2％ （山県内閣） 

1919 3 円 25 歳 男子 5.4％ （原内閣、普選運動） 

1925 制限なし 25 歳 男子 20.1％ （普通選挙） 

1945 制限なし 20 歳 男女 48.7％ （婦人参政権） 

 ※初の女性議員 1946 の衆議院議員選挙 

2016 制限なし 18 歳 男女 83.3％ 

日本の敗戦 

1942 ミッドウェー海戦敗北 

1944 サイパン陥落、空爆の拠点となる 

1944〜 主要都市に空襲、学童疎開 

1944 末〜 特攻隊採用 

1945.2 月 硫黄島陥落 

1945.3 月 東京大空襲 

1945.6 月 沖縄陥落 

1945.7.26 ポツダム宣言発表（英米中） 

1945.8.6 広島原爆投下 

1945.8.9 長崎原爆投下 

1945.8.9 ソ連が日本に宣戦布告 

1945.8.15 ポツダム宣言受諾、降伏 

1945.9.2 東京湾、戦艦ミズーリ上で調印 

城の建築 

信長 安土城 

秀吉 大坂城、伏見城（京都）、 

名護屋城（佐賀） 

武家諸法度 秀忠が発布 

文武両道の奨励 

城の新築禁止、修築届出 

勝手に婚姻の禁止 

参勤交代（家光が追加） 

大型船の禁止（家光が追加） 

五街道・航路の整備 

東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道 

関所（入鉄砲に出女）、宿場町（本陣、旅籠）、飛脚 

西廻り航路（北前船）、東廻り航路、菱垣廻船、樽廻船 

文学 

芥川龍之介「羅生門」 

川端康成「伊豆の踊子」 

小林多喜二「蟹工船」 

1915-20 大戦景気 

1950-52 特需景気 

1955-57 神武景気 

1958-61 岩戸景気 

1965-70 いざなぎ景気 

夏季オリンピック 

1964 東京 

2004 アテネ 

2008 北京 

2012 ロンドン 

2016 リオデジャネイロ 

2021 東京 

2024 パリ（予定） 

 
冬季オリンピック 

1972 札幌 

1998 長野 

2014 ソチ 

2018 平昌 

2022 北京 

サミット 

2000 九州・沖縄 

2008 洞爺湖 

2016 伊勢志摩 

2023 広島（予定） 

消費税 

1989 3% （竹下登内閣） 

1997 5% （橋本龍太郎内閣） 

2014 8% （安倍晋三内閣） 

2019 10% （安倍晋三内閣） 

鎌倉街道 

切り通し 

飛

鳥 

自由民権運動 

民選議員設立建白書[74] 

国会開設の詔[81]→政党結成 

・自由党[81]（板垣退助） 

・立憲改進党[82]（大隈重信） 

激化事件 秩父事件[84]など 

改新の詔[646] 

公地公民、国司・郡司の設置、班田収授法、租税の制定 

大宝律令[701] 

班田収授法の本格成立（6 年毎に作成の戸籍、6 歳以上の男女に口分田） 

租（米）・庸（労役）・調（布、特産品）・雑徭の制定 

日清戦争[1894] ←甲午農民戦争（朝鮮） 

→下関条約[95] 伊藤博文・陸奥宗光 

 賠償金 2 億両、台湾・遼東半島割譲 

→三国干渉（仏・独・露） 遼東半島返還 

→八幡製鐵所[01] 

日露戦争[1904] ←日英同盟[02]、義和団事件[00] 

→ポーツマス条約[05] 小村寿太郎 

 セオドア・ルーズベルト（米大統領）の仲介 

 南満州鉄道・南樺太・遼東半島利権、賠償金なし 

→日比谷焼打事件 

戦後の改革 

治安維持法廃止[45]、婦人参政権[45] 

財閥解体[45-] 

農地改革[46]（大半が自作農へ） 

労働三法[45-47]（メーデー復活[46]） 

教育基本法[47] 

琉球王国（首里） 

氏姓制度 仏教伝来 渡来人 

古墳文化 

大仙古墳（堺、前方後円墳、埴輪） 

須恵器（ろくろ、のぼりがまの使用） 

 

飛鳥文化（仏教文化） 

法隆寺、釈迦三尊像、玉虫厨子 

白鳳文化（唐の影響） 

庚午年籍[670] 

藤原京[694]、持統天皇 

天平文化（唐の影響） 
光明皇后の貧民救済（悲田院、施薬院） 

道鏡の権勢 

荘園の発展 

不輸・不入の権 

武士の発生 

摂関政治 

浄土信仰 

空也、源信（往生要集）、平等院 

日宋貿易 

大輪田泊、宋銭 

厳島神社の崇敬 

やぶさめ・笠がけ・犬追物 

国風文化（貴族文化） 

寝殿造 宇治平等院 

かな、十二単 

封建制度 「いざ鎌倉」 

（将軍）御恩→（御家人）奉公 

草木灰 二毛作、牛馬耕 

西日本で始まる 

倭寇 
日明貿易（義満） 

勘合符、朝貢 

荘園崩壊 

惣村成立（寄合、掟） 自由都市（堺） 
下剋上 

南蛮貿易 

入）生糸、絹織物 

出）銀、海産物 

北山文化（武家文化） 

花の御所、金閣、水墨画 

能（観阿弥・世阿弥）、狂言 

東山文化（わび・さび） 

書院造、銀閣（足利義政） 

水墨画（雪舟） 

桃山文化（雄大・絢爛） 

狩野永徳「唐獅子図屏風」 

茶道 千利休（堺の豪商） 

出雲の阿国 

歌舞伎の始まり 

元禄文化  

町人・上方中心 

化政文化 

町人・江戸中心 

朱印船貿易 朝鮮通信使 士農工商 旗本、御家人 日本人町 山田長政 

五人組、村八分 シャクシャイン反乱[1669] 

アイヌと松前藩の対立 
隠れキリシタン 

明暦の大火（1657） 

伊能忠敬 

地図作成 

百姓一揆 打ちこわし 

尊王攘夷 倒幕 公武合体 

四民平等 
文明開化 

富国強兵 

鹿鳴館時代[83-] 

欧化政策 井上馨 
足尾銅山鉱毒事件 

渡良瀬川 田中正造 

大正デモクラシー 

吉野作造 民本主義 

杉原千畝 

「命のビザ」発給[1940] 

湯川秀樹 日本初 

ノーベル賞[1949] 

第五福龍丸 

「死の灰」[1954] 

非核三原則[1970] 

佐藤栄作 


