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文治政治への転換			

※１武断政治	…多くの大名を改易・減封	→２牢人
ろうにん

増加(約40万人)、３かぶき者の横行など社会問題	

		→1651.	４由井正雪	 	 	 の乱(５慶安の変・慶安事件)…将軍家光没の直後→失敗	

													 駿河出身の兵学者。６丸橋忠弥
ちゅうや

ら牢人を組織し幕府転覆を計画	 	

				1652.	戸次
へ つ ぎ

(別木
べ つ ぎ

)庄左衛門(牢人で兵学者)らの老中暗殺未遂	

将軍	７家綱	 	 	 ４代	1651～80	補佐：８保科
ほ し な

正之・９松平信綱・10酒井忠清ら	「11寛文の治」	

		→幕府、12文治政治	 	 	 へ転換…13儒教による政治		法律・制度・教育の充実	

	 	 ・14末期養子	 	 (死の直前の養子縁組)を許可…無嗣による改易を緩和			

	 	 ・15人質(証人)廃止・16殉死禁止…戦国の遺風を払拭
ふっしょく

		「寛文の二大美事」	

	 	 ・その他…17分地制限令、18定火消の設置(1658:旗本で組織)、玉川上水の完成	

		※1657.19明暦の大火	 	 	 (20振袖
ふりそで

火事)…江戸の６割焼失	(江戸城天守閣も焼失→再建せず)	

	 21綱吉	 	 	 ５代	 1680～1709	 もと上野国館林藩主	 全盛期を「22元禄	 	 時代」という	

初期…「天和
て ん な

の治」	 大老23堀田正俊
とし

					が補佐→江戸城中で暗殺	

	 	 	 	 	 	 	 →実権は24柳沢吉保	 	 	 	 (25側用人→老中格→大老格)へ	

(ａ)学問の奨励	 ☆武家諸法度の第一条を「文武忠孝を励まし礼儀を正すべき事」に変更(26天和令)	

			 27朱子学を正式に官学に	 28林信
のぶ

篤
あつ

(鳳岡)を29大学頭
だいがくのかみ

	 	 に→以後世襲(｢林家｣)	

										 	 	 	 	 	 	 			30湯島聖堂	 	 	 …上野忍ヶ岡の孔子廟を移転	 →31聖堂学問所	

			 32天文方設置[1685]…天体観測・測量・正確な暦の作成	

初代33安井算哲	 	 	 (34渋川春海
は る み

	 	 	 )→「35貞享暦	 	 」作成		

			 36歌学方設置[1689]…	 初代37北村季吟
き ぎ ん

	 	 	 (古典研究者)	 歌書の研究など	

(ｂ)宗教的政策	 …戦国の殺伐とした風俗の払拭	 	

	 38服忌令
ぶっきりょう

[1684]…近親者の死後の死穢を忌む期間（服喪）を規定	 	

			寺院の修築	 <例>	寛永寺・増上寺の改築		39東大寺の再建		江戸護国寺の建立など	

	 40生類
しょうるい

憐
あわれ

みの令	 	 	 	[1685～1709]…(母)桂昌院の影響	 極端な動物愛護(特に犬)	 →不評	 "犬公方
いぬくぼう

"	

(ｃ)財政難問題		←	 鎖国による貿易収入減、鉱山の産出減、明暦の大火の復興、	

将軍綱吉の浪費、寺社の修築費用、商品経済の浸透など	

				41荻原重秀	 	 	 (42勘定吟味
ぎ ん み

役→43勘定奉行)の登用	 	 	 	 	 	

					 	貨幣改鋳(44慶長金銀から45元禄金銀)[1695]…46金銀の含有量を減らし出目
で め

(差益)を収入に	

	 	 	 	 	 →47通貨量の急増→48物価高騰	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約５００万両	

					 	ほかにも、十文の大銭(宝永通宝)鋳造計画		など	 	 	 →経済の混乱																													 	 	 	 	 	 	 	 	

※1701～02．49赤穂
あ こ う

事件…50浅野長炬
ながのり

・51吉良義
よし

央
なか

の騒動→大石良雄ら浪士の討入	 世相に影響	

３年	 	 	 組	 	 	 番	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .	

[	 		 月	 		 日]	



正徳の治		☆52正徳	 	 の治	 [1709～16]…53新井白石	 	 	 と54間部
ま な べ

詮房
あきふさ

	 	 	 中心の政治	

55侍講	 	 	 	 	 	 	 56側用人	

57家宣	 	 	 ６代	 1709～12	 もと甲府藩主	 綱吉の甥	

(ａ)58閑院宮家	 	 	 創設[1710]…従来の３宮家に追加	 皇子女の出家を救済→朝幕関係改善	

伏見宮家・桂宮家・有栖
ありす

川
がわ

宮家		

(ｂ)59朝鮮使節の待遇の簡素化[1711]…経費節減(１００万両→６０万両)	

	 	 	将軍の呼称を｢60大君	 	 ｣から｢61国王	 	 ｣へ変更	→外交問題へ	 62雨森
あめのもり

芳
ほう

洲
しゅう

らも反対	

	 ※朝鮮では王子を｢大君｣という、日本は将軍の上に天皇がいる等々	 	 	 	 	 対馬藩に仕えた儒者	

63家継	 	 	 ７代	 1712～16	 家宣の子	 ４歳で就任	

(ｃ)貨幣改鋳(64正徳金銀)[1714]…金銀の含有量を元禄の改鋳前(慶長金銀と同じ)に戻す	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 →65通貨量の急減→66物価下落	 →経済混乱	

(ｄ)67海舶互市新例	 	 	 	 	 	 (68長崎新令，69正徳新令)[1715]	

										70長崎貿易の制限→71金銀流出の抑制	 <例>72清船は銀6,000貫、73オランダ船は銀3,000貫	

	 ※家継８歳で没(将軍家男系途絶)→紀州徳川吉宗が８代将軍に→白石・詮房ともに失脚	

諸藩の文治政治		１８世紀前半		儒学者の登用・教育の振興(学校設置)・藩政の刷新	

	 74保科
ほしな

正之	 	 	 (会津)…家光の弟	 将軍家綱を補佐	 保科家(信州高遠藩)養子→会津藩へ		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	75山崎闇
あん

斎
さい

(儒学者)を招く		 藩校76稽古堂→のち77日新館	

		78水戸光圀	 	 	 (水戸)…79朱舜水
しゅしゅんすい

	 	 (明の儒学者・亡命)を招く	 「水戸黄門」として伝説化	

																							 	 80江戸に81彰考館	 82『大日本史』の編纂開始	

		83池田光政	 	 	 (岡山)…治水事業・新田開発	 	 郷学84閑谷
しずたに

学校	 	 	 [1668]	

	85熊沢蕃山(儒学者：86花 畠 教場
はなばたけきょうじょう

	 	 	 [1641]開校)を招く	

		87前田綱紀
つなのり

	 	 	 (加賀)…88木下順庵・89室鳩巣
むろきゅうそう

(儒学者)を招く	 改作法(農政中心の改革)	

																											和漢書籍の収集・保存	 <例>東寺百合文書	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

【正誤問題に挑戦】<センター1997Ａ追試験より>	

①５代将軍綱吉は，儒学の振興をめざして江戸の湯島に聖堂を建て，林羅山を大学頭に任命した。	

②６代将軍家宣は，儒学者新井白石を登用し，朝鮮通信使を従来よりも手厚くもてなした。	


