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日本史授業プリント古代３(010) 律令国家の成立 

 

国際情勢の緊迫化と改新の展開 

   １663．２白村江  の戦…３日本・百済軍、４唐・新羅連合軍に大敗 

    影響 ①日本、５朝鮮半島から完全に撤退 

            ☆その後、６高句麗が滅亡[668]→７新羅、唐の勢力を追い出して朝鮮半島統一[676] 

②防衛強化 ・北九州(大宰府)に８水城  、各地に９防人
さきもり

・飛火
とびひ

 (烽)の設置 

                      ・10朝鮮式山城  <例>11大野城[福岡]、基肄
き い

城[佐賀]、高安城[奈良] 

           ・12近江大津宮   へ遷都[13667]…要害の地 交通の便 人心の一新  

③豪族への懐柔策  <例> 部曲の一部承認(復活？)  

       668～671  中大兄皇子、近江大津宮で即位 

  ・15近江令  制定[668]…現存せず (存在に疑問あり） 

  ・16庚午年籍   [670]…初の全国的戸籍 氏姓の根本台帳  永久保存が義務 

   鎌足没[669]…直前に17大織冠
たいしょくかん

(最高の冠位)と18藤原姓を与えられる 

  天智没[671]→後継者問題→19壬申の乱   [20672] 

   21大友  皇子…天智の皇子・太政大臣
だいじょうだいじん

 畿内の大豪族中心 即位？(弘文天皇)  
 

   22大海人  皇子…天智の弟 23東国の豪族・大伴氏 吉野宮へ脱出→さらに東国(美濃)へ  

         勝利 

       673～686 25飛鳥浄御原宮   へ遷都 

・26部曲の廃止[675] …公地公民の徹底 

   ・27飛鳥浄御原令
りょう

の編纂(681～) …現存せず  律なし 

・貨幣の鋳造…28富本銭   (1999年に明日香村で発見) 

・29八色の姓   [684] …身分秩序の再編 

   30真人
ま ひ と

  (皇族近親の豪族) 、 31朝臣
あ そ み

  (もと臣姓のうちの有力豪族)、 

32宿祢
すくね

(もと連姓のうちの有力豪族)、33忌寸
いみき

(もと直姓の豪族)、道師
みちのし

、臣、連、稲置 

  ・神社祭祀の重視 ※壬申の乱が契機 

    <例> 34伊勢神宮の整備…20年式年
しきねん

遷宮
せんぐう

、未婚の皇女を伊勢斎王に 

      35大嘗祭
だいじょうさい

…新天皇即位直後の新嘗祭 

・36国史(歴史書)編纂の開始…｢帝紀｣｢旧辞｣の整理 →古事記・日本書紀へ 

・37皇親政治…政治は天皇・皇后・皇子主導  →天皇権威の高まり（38「天皇」の使用開始？） 

   ※天皇没[686] →後継者争い…39大津皇子 VS 40草壁皇子 

３年   組   番            . 
[   月   日] 

24天武   

14天智   

(天武) 

(天智) 



      686～697  天武の皇后  

当初(686-689)は42称制→ 草壁皇太子没→即位 

 ・43飛鳥浄御原令
きよみはらりょう

の施行 [689:称制期間中]  

・45庚寅年籍   の作成[690]…以後恒常的に(６年毎)   

→全国的な班田収授の実現 

  ・46藤原京  へ遷都[47694] 

…中国風の48都城制を採用(北魏の洛陽がモデル) 

        大和三山を含む広大な京域  49大和の古道を利用 

     畝傍
うねび

・耳成
みみなし

・天香久山
あまのかぐやま

  

 ・50皇親政治の継続  <例> 高市皇子(天武の皇子)を太政大臣  

      697～707  草壁皇太子の子、持統の孫 

                       譲位して52太上天皇(53上皇   ) 

☆天武以降、天皇の神格化が進む…当時の歌に｢54大君は神にしませば｣の常套句 

 <例> 大君は神にしませば赤駒のはらばふ田井を都になしつ＜大伴御行＞ 

    大君は神にしませば水鳥の巣だく水沼を都となしつ ＜よみ人知らず＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代順問題練習 <センター2010年度Ｂ本追試験より>   

Ⅰ①唐の高句麗遠征による緊張のなかで，蘇我蝦夷・入鹿父子が滅ぼされた。孝徳朝 

Ⅱ②唐・新羅により滅ぼされた百済を復興するため，朝鮮半島に出兵した。斉明朝 

Ⅲ③中国の都城にならった宮都として，藤原京が造営された。持統朝 

41持統   

51文武   

作業 宮都の変遷① 
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時代順問題練習 <センター2010年度Ｂ本追試験より>   

Ⅰ 唐の高句麗遠征による緊張のなかで，蘇我蝦夷・入鹿父子が滅ぼされた。 

Ⅱ 唐・新羅により滅ぼされた百済を復興するため，朝鮮半島に出兵した。 

正誤問題練習 <大学入試センター1990年本試験、1992年本試験より>   
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