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◇ここで習う人名の予習をしましょう。漢字は「読み」「なぞり書き」「書き」をします。 

卑弥呼
ひ み こ

  （      ） 卑弥呼 

聖徳太子
しょうとくたいし

 （      ） 聖徳太子   

蘇我馬子
そ が の う ま こ

 （      ） 蘇我馬子    

小野
お の の

妹子
い も こ

 （      ） 小野妹子    

蘇我入鹿
そ が い る か

 （      ） 蘇我入鹿    

蘇我蝦夷
そ が え み し

 （      ） 蘇我蝦夷    

中大兄皇子
なかのおおえのおうじ

（      ）中大兄皇子  

中臣鎌足
なかとみのかまたり

 （      ） 中臣鎌足  

大友皇子
おおとものおうじ

  （      ） 大友皇子 

大海人
おおあまの

皇子
お う じ

（      ）大海人皇子 

太安万侶
おおのやすまろ

 （      ） 太安万侶  

舎人親王
とねりしんのう

 （      ） 舎人親王  

大伴家持
おおとものやかもち

 （      ） 大伴家持 

聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

 （      ） 聖武天皇 

鑑
がん

真
じん

   （      ） 鑑真 

 

２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

ステップ１ 予習 

よみ なぞり書き 書き 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

◇ 説明文中の重要語句と、説明文にあてはまる人物名をなぞりましょう。 

① 邪馬台国の女王
じょおう

で、当時
と う じ

大陸
たいりく

にあった国
くに

である魏
ぎ

に使
つか

いを 

送
おく

ったとされる人物
じんぶつ

。中国
ちゅうごく

の史料
しりょう

である『魏志倭人伝』 

以外
い が い

に記述
きじゅつ

がないため、謎
なぞ

が多
おお

い。 

 

② ５９３年
ねん

、第三十三代
だいさんじゅうさんだい

推古天皇の摂政
せっしょう

となる。 

冠位十二階や十七条の憲法を定
さだ

めるなど、国内
こくない

政治
せ い じ

 

の改革
かいかく

を推
お

し進
すす

める。また、中国
ちゅうごく

に遣隋使を送
おく

り進
すす

んだ文化
ぶ ん か

や 

制度
せ い ど

を取
と

り入
い

れた。 

 

③ 対立
たいりつ

していた物部氏を滅
ほろ

ぼした後
あと

、聖徳太子
しょうとくたいし

と協 力
きょうりょく

して 

政治
せ い じ

の中心
ちゅうしん

を担
にな

った。 

 

④ ６０７年
ねん

に遣隋使として派遣
は け ん

される。このとき隋
ずい

の皇帝
こうてい

に 

宛
あ

てた国書
こくしょ

に 

「日出
ひ い

づる処
ところ

の天子
て ん し

、書
しょ

を日没
にちぼつ

する処
ところ

の天子
て ん し

に致
いた

す･･････」 

と書
か

かれていたため、皇帝
こうてい

は激怒
げ き ど

した。 

 

 

ステップ 2 なぞり書き 

卑弥呼 

 

聖徳太子 

 

蘇我馬子 
 

小野妹子 
 

や  ま  たいこく 

ぎ  し  わ じん でん 

すいこ てんのう 

かんい じゅうにかい 

け ん ず い し

 

 かんい じゅうにかい 

も の の べ し

 

 かんい じゅうにかい 

け ん ず い し

 

 かんい じゅうにかい 

じゅうななじょう   けんぽう 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

⑤ 聖徳太子
しょうとくたいし

の死後
し ご

、権力
けんりょく

の絶頂
ぜっちょう

を極
きわ

める蘇
そ

我
が

氏
し

であるが、６４５ 

年
ねん

に乙巳の変で中大兄皇子
なかのおおえのおうじ

と中臣鎌足
なかとみのかまたり

に殺
さつ

害
がい

された。 

 

⑥ 蘇我入鹿
そ が い る か

の父
ちち

。入
いる

鹿
か

死亡
し ぼ う

の翌日
よくじつ

、自分
じ ぶ ん

の住
す

む屋敷
や し き

に火
ひ

を放
はな

ち自害
じ が い

。 

 

⑦ ６４５年
ねん

、蘇
そ

我
が

氏
し

を滅
ほろ

ぼすと、さまざまな政治
せ い じ

改革
かいかく

に乗
の

り出
だ

す。 

公地公民制をとり、土地
と ち

制度
せ い ど

では班田収授法を、税制 

では租庸調という仕組
し く

みを定
さだ

めた。これら一連
いちれん

の改革
かいかく

を 

大化の改新という。第三十八代
だいさんじゅうはちだい

天智天皇。 

 

⑧ 中大兄皇子
なかのおおえのおうじ

とともに蘇
そ

我
が

氏
し

を倒
たお

し、後
のち

に藤原姓
せい

を受
う

けた。 

 

⑨ 天智
て ん じ

天皇
てんのう

の皇子
み こ

。天智
て ん じ

天皇
てんのう

の崩御
ほうぎょ

の後
あと

、６７２年
ねん

に皇位
こ う い

継承
けいしょう

を 

めぐり大海人
おおあまの

皇子
お う じ

と争
あらそ

った（壬申の乱）。 

 

⑩ 天智
て ん じ

天皇
てんのう

の 弟
おとうと

。壬申
じんしん

の乱
らん

に勝利
しょうり

し、第四十代
だいよんじゅうだい

天武天皇 

となり律令国家の建設
けんせつ

を目指
め ざ

す。この方針
ほうしん

は、その後
ご

も引
ひ

き継
つ

 

がれ、７０１年
ねん

に大宝律令が完成
かんせい

し、天皇
てんのう

を中心
ちゅうしん

とする中央
ちゅうおう

 

集権
しゅうけん

体制
たいせい

が整備
せ い び

された。 

蘇我入鹿 
 

蘇我蝦夷 
 

中大兄皇子 

 

中臣鎌足 
 

大友皇子 
 

大海人皇子 
 

いっし

 

 かんい じゅうにかい 

へん

 

 かんい じゅうにかい 

こうちこうみんせい

 

 かんい じゅうにかい 

はんでんしゅうじゅのほう

 

 かんい じゅうにかい 
そようちょう

 

 かんい じゅうにかい 
たいか

 

 かんい じゅうにかい 

かいしん

 

 かんい じゅうにかい 

てんじてんのう

 

 かんい じゅうにかい 

ふじわら

 

 かんい じゅうにかい 

じんしん

 

 かんい じゅうにかい 

らん

 

 かんい じゅうにかい 

てんむてんのう

 

 かんい じゅうにかい 
りつりょうこっか

 

 かんい じゅうにかい 
たいほうりつりょう

 

 かんい じゅうにかい 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

⑪ 天武天皇
てんむてんのう

の命
めい

により、稗田阿礼が学
まな

んだ神話
し ん わ

や伝承
でんしょう

の内容
ないよう

 

を文字
も じ

に表
あらわ

した『古事記』を編纂
へんさん

した（７１２）。 

 

⑫ 天武天皇
てんむてんのう

の皇子
み こ

。国外
こくがい

に向
む

けた正史
せ い し

『日本書紀』を編纂
へんさん

 

した（７２０）。 

 

⑬ 天皇
てんのう

から農民
のうみん

まで、さまざまな身分
み ぶ ん

の人
ひと

が詠
よ

んだ４５００首
しゅ

の 

和歌
わ か

を収録
しゅうろく

した、我
わ

が国
くに

最
さい

古
こ

の和歌集
わかしゅう

『万葉集』を編纂
へんさん

した。 

 

⑭ 全国
ぜんこく

に国分寺・国分尼寺を建
た

て、都
みやこ

には東大寺 

を建
た

て大仏を建立
こんりゅう

し、乱
みだ

れた国内
こくない

を仏教
ぶっきょう

の力
ちから

で治
おさ

めようとした。 

 

⑮ 唐
とう

の僧侶
そうりょ

。６度
ど

の航海
と こ う

の末
すえ

日本
に ほ ん

にたどり着
つ

いた。東大寺
とうだいじ

に住
す

み、 

聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

をはじめ日本
に ほ ん

の僧
そう

や尼
あま

を指導
し ど う

し、唐招提寺を建
た

てた。 

 

 

 

 

 

太安万侶 

 

舎人親王 

 

大伴家持 

 

聖武天皇 

 

鑑真 

 

ひ え だ の あ れ

 

 かんい じゅうにかい 
こ じ き

 

 かんい じゅうにかい 

に ほ ん し ょ き

 

 かんい じゅうにかい 

まんようしゅう

 

 かんい じゅうにかい 

こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

こ く ぶ ん に じ

 

 かんい じゅうにかい 

とうだいじ

 

 こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

 かんい じゅうにかい 

だいぶつ

 

 こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

 かんい じゅうにかい 

とうしょうだいじ

 

 こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

 かんい じゅうにかい 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

◇ 説明文中の重要語句をなぞり、説明文に合う人物名を右の  に書きましょう。 

① 邪馬台国の女王
じょおう

で、当時
と う じ

大陸
たいりく

にあった国
くに

である魏
ぎ

に使
つか

いを 

送
おく

ったとされる人物
じんぶつ

。中国
ちゅうごく

の史料
しりょう

である『魏志倭人伝』 

以外
い が い

に記述
きじゅつ

がないため、謎
なぞ

が多
おお

い。 

 

② ５９３年
ねん

、第三十三代
だいさんじゅうさんだい

推古天皇の摂政
せっしょう

となる。 

冠位十二階や十七条の憲法を定
さだ

めるなど、国内
こくない

政治
せ い じ

 

の改革
かいかく

を推
お

し進
すす

める。また、中国
ちゅうごく

に遣隋使を送
おく

り進
すす

んだ文化
ぶ ん か

や 

制度
せ い ど

を取
と

り入
い

れた。 

 

③ 対立
たいりつ

していた物部氏を滅
ほろ

ぼした後
あと

、聖徳太子
しょうとくたいし

と協 力
きょうりょく

して 

政治
せ い じ

の中心
ちゅうしん

を担
にな

った。 

 

④ ６０７年
ねん

に遣隋使として派遣
は け ん

される。このとき隋
ずい

の皇帝
こうてい

に 

宛
あ

てた国書
こくしょ

に 

「日出
ひ い

づる処
ところ

の天子
て ん し

、書
しょ

を日没
にちぼつ

する処
ところ

の天子
て ん し

に致
いた

す･･････」 

と書
か

かれていたため、皇帝
こうてい

は激怒
げ き ど

した。 

 

 

ステップ３ 人物名を書く 

ぎ  し  わ じん でん 

すいこ てんのう 

かんい じゅうにかい 

け ん ず い し

 

 かんい じゅうにかい 

も の の べ し

 

 かんい じゅうにかい 

け ん ず い し

 

 かんい じゅうにかい 

じゅうななじょう   けんぽう 

や  ま  たいこく 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

⑤ 聖徳太子
しょうとくたいし

の死後
し ご

、権力
けんりょく

の絶頂
ぜっちょう

を極
きわ

める蘇
そ

我
が

氏
し

であるが、６４５ 

年
ねん

に乙巳の変で中大兄皇子
なかのおおえのおうじ

と中臣鎌足
なかとみのかまたり

に殺
さつ

害
がい

された。 

 

⑥ 蘇我入鹿
そ が い る か

の父
ちち

。入
いる

鹿
か

死亡
し ぼ う

の翌日
よくじつ

、自分
じ ぶ ん

の住
す

む屋敷
や し き

に火
ひ

を放
はな

ち自害
じ が い

。 

 

⑦ ６４５年
ねん

、蘇
そ

我
が

氏
し

を滅
ほろ

ぼすと、さまざまな政治
せ い じ

改革
かいかく

に乗
の

り出
だ

す。 

公地公民制をとり、土地
と ち

制度
せ い ど

では班田収授法を、税制 

では租庸調という仕組
し く

みを定
さだ

めた。これら一連
いちれん

の改革
かいかく

を 

大化の改新という。第三十八代
だいさんじゅうはちだい

天智天皇。 

 

⑧ 中大兄皇子
なかのおおえのおうじ

とともに蘇
そ

我
が

氏
し

を倒
たお

し、後
のち

に藤原姓
せい

を受
う

けた。 

 

⑨ 天智
て ん じ

天皇
てんのう

の皇子
み こ

。天智
て ん じ

天皇
てんのう

の崩御
ほうぎょ

の後
あと

、６７２年
ねん

に皇位
こ う い

継承
けいしょう

を 

めぐり大海人
おおあまの

皇子
お う じ

と争
あらそ

った（壬申の乱）。 

 

⑩ 天智
て ん じ

天皇
てんのう

の 弟
おとうと

。壬申
じんしん

の乱
らん

に勝利
しょうり

し、第四十代
だいよんじゅうだい

天武天皇 

となり律令国家の建設
けんせつ

を目指
め ざ

す。この方針
ほうしん

は、その後
ご

も引
ひ

き継
つ

 

がれ、７０１年
ねん

に大宝律令が完成
かんせい

し、天皇
てんのう

を中心
ちゅうしん

とする中央
ちゅうおう

 

集権
しゅうけん

体制
たいせい

が整備
せ い び

された。 

いっし

 

 かんい じゅうにかい 

へん

 

 かんい じゅうにかい 

こうちこうみんせい

 

 かんい じゅうにかい 

はんでんしゅうじゅのほう

 

 かんい じゅうにかい 
そようちょう

 

 かんい じゅうにかい 
たいか

 

 かんい じゅうにかい 

かいしん

 

 かんい じゅうにかい 

てんじてんのう

 

 かんい じゅうにかい 

ふじわら

 

 かんい じゅうにかい 

じんしん

 

 かんい じゅうにかい 

らん

 

 かんい じゅうにかい 

てんむてんのう

 

 かんい じゅうにかい 
りつりょうこっか

 

 かんい じゅうにかい 
たいほうりつりょう

 

 かんい じゅうにかい 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

⑪ 天武天皇
てんむてんのう

の命
めい

により、稗田阿礼が学
まな

んだ神話
し ん わ

や伝承
でんしょう

の内容
ないよう

 

を文字
も じ

に表
あらわ

した『古事記』を編纂
へんさん

した（７１２）。 

 

⑫ 天武天皇
てんむてんのう

の皇子
み こ

。国外
こくがい

に向
む

けた正史
せ い し

『日本書紀』を編纂
へんさん

 

した（７２０）。 

 

⑬ 天皇
てんのう

から農民
のうみん

まで、さまざまな身分
み ぶ ん

の人
ひと

が詠
よ

んだ４５００首
しゅ

の 

和歌
わ か

を収録
しゅうろく

した、我
わ

が国
くに

最
さい

古
こ

の和歌集
わかしゅう

『万葉集』を編纂
へんさん

した。 

 

⑭ 全国
ぜんこく

に国分寺・国分尼寺を建
た

て、都
みやこ

には東大寺 

を建
た

て大仏を建立
こんりゅう

し、乱
みだ

れた国内
こくない

を仏教
ぶっきょう

の力
ちから

で治
おさ

めようとした。 

 

⑮ 唐
とう

の僧侶
そうりょ

。６度
ど

の航海
と こ う

の末
すえ

日本
に ほ ん

にたどり着
つ

いた。東大寺
とうだいじ

に住
す

み、 

聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

をはじめ日本
に ほ ん

の僧
そう

や尼
あま

を指導
し ど う

し、唐招提寺を建
た

てた。 

 

 

 

 

 

ひ え だ の あ れ

 

 かんい じゅうにかい 
こ じ き

 

 かんい じゅうにかい 

に ほ ん し ょ き

 

 かんい じゅうにかい 

まんようしゅう

 

 かんい じゅうにかい 

こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

こ く ぶ ん に じ

 

 かんい じゅうにかい 

とうだいじ

 

 こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

 かんい じゅうにかい 

だいぶつ

 

 こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

 かんい じゅうにかい 

とうしょうだいじ

 

 こくぶんじ

 

 かんい じゅうにかい 

 かんい じゅうにかい 
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２．日本の起こりと飛鳥・奈良時代 

◇ 歴史人物についての説明文について、（  ）にあてはまる語句を、 

下の  から選んで書きましょう。 

① （     ）の女王卑弥呼は、当時大陸にあった国である魏に使いを送った。中

国の史料である『（     ）』以外に記述がないため、謎が多い。 

 

② ５９３年、第三十三代（     ）の摂政となった聖徳太子は、 

（     ）や（     ）を定めるなど、国内政治の改革を推し進めた。 

また、中国に遣隋使を送り進んだ文化や制度を取り入れた。 

 

③ 蘇我馬子は、対立していた（     ）を滅ぼした後、聖徳太子と協力して 

政治の中心を担った。 

 

④ ６０７年に小野妹子が（     ）として派遣される。 

 

⑤ 聖徳太子の死後、蘇我氏は権力の絶頂を極めた。しかし、６４５年に蘇我入鹿が 

（     ）で中大兄皇子と中臣鎌足に殺害された。 

 

   遣隋使   十七条の憲法   物部氏   推古天皇  

魏志倭人伝   邪馬台国   冠位十二階  乙巳の変  

ステップ４ 重要語句の確認 
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⑥ 蘇我入鹿の父蘇我蝦夷は、入鹿死亡の翌日、自分の住む屋敷に火を放ち自害した。 

 

⑦ ６４５年、中大兄皇子が蘇我氏を滅ぼすと、さまざまな政治改革に乗り出す。 

（     ）をとり、土地制度では（     ）を、税制では（     ） 

という仕組みを定めた。これら一連の改革を（     ）という。 

第三十八代（     ）。 

 

⑧ 中臣鎌足は、中大兄皇子とともに蘇我氏を倒し、後に（     ）姓を受ける。 

 

⑨ 天智天皇の皇子であった大友皇子は、天智天皇の崩御の後、６７２年に皇位継承をめぐ

り大海人皇子と争った（     ）。 

 

⑩ 天智天皇の弟である大海人皇子は、壬申の乱に勝利し、第四十代（     ）と

なり（     ）の建設を目指す。この方針は、その後も引き継がれ、７０１年に

（     ）が完成し、天皇を中心とする中央集権体制が整備される。 

 

 大宝律令   租庸調   大化の改新  壬申の乱   

律令国家  班田収授法  天智天皇   藤原  公地公民制  
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⑪ 太安万侶は、天武天皇の命により、（     ）が学んだ神話や伝承の内容を文字

に表した『（     ）』を編纂した（７１２）。 

 

⑫ 天武天皇の皇子であった舎人親王は、国外に向けた正史『（     ）』を編纂し

た（７２０）。 

 

⑬ 大伴家持は、天皇から農民まで、さまざまな身分の人が詠んだ４５００首の 

和歌を収録した、我が国最古の和歌集『（     ）』を編纂した。 

 

⑭ 聖武天皇は、全国に（        ）を建て、都には（     ）を

建て（     ）を建立し、乱れた国内を仏教の力で治めようとした。 

 

⑮ 唐の僧侶であった鑑真は、６度の航海の末日本にたどり着いた。東大寺に住んで、 

聖武天皇をはじめ日本の僧や尼を指導し、（     ）を建てた。 

 

 

  国分寺・国分尼寺   古事記   大仏    万葉集  

唐招提寺    日本書紀   東大寺   稗田阿礼   

 


