
西暦 元号

1639年 寛永16年

1853年 嘉永6年

1854年 嘉永7年 開港　日米和親条約締結 幕府直轄地、奉行所所在地として先行 堺北台場築造開始（堺奉行国威誇示）

大阪湾内その他台場は1860年代築造 堺南台場築造完成（堺奉行国威誇示）

日米修好通商条約締結(井伊直弼) 13代将軍家定継承問題幕府混乱

1859年 安政6年 安政の大獄 大老・井伊直弼反幕府派処刑

1860年 万延元年 桜田門外の変 水戸藩士等大老・井伊直弼暗殺

1861年 文久元年 公武合体（皇女和宮と将軍徳川家茂結婚） 政略結婚、将軍・家茂に攘夷迫る

寺田屋事件(第1回目) 薩摩藩、藩内尊王攘夷派鎮撫 堺県初代県知事・小河一敏(豊後)参加

生麦事件(現・横浜市鶴見区生麦) 薩摩藩士、イギリス兵士殺傷

将軍・家茂上洛、政治の主体京都へ 京都守護強化〔守護職：会津藩、海防台場：和田岬、天保山、楠葉(淀川)〕

八一八政変（攘夷派・長州京都追放） 孝明天皇大和行幸直訴を目指し上陸 天誅組(尊王攘夷派)堺上陸大和へ

薩英戦争 生麦事件が政治問題化

文久4年 禁門の変(蛤御門の変) 長州志士が会津藩主を逆襲

元治元年 四国艦隊下関砲撃事件(馬関戦争) 長州藩、下関海峡で外国船砲撃

2月20日～ (イギリス、フランス、アメリカ、ロシア) (薩・長、攘夷困難を予知する)

1865年 慶応元年 長州征伐 フランス、幕府を戦術支援

薩長軍事同盟(坂本龍馬：1866年寺田屋で暗殺) 薩・長和議と倒幕提案

長州征伐失敗 薩摩裏切り、イギリス武器輸出

大政奉還(15代徳川慶喜） 朝廷に政権返上

王政復興大号令(岩倉具視、薩摩、長州) 天皇の下有力藩新政府樹立宣言 堺奉行廃止

慶応4年 戊辰戦争（新政府対奥羽越列藩同盟国） 神戸事件(1月備前藩士フランス兵銃撃） 堺事件(土佐藩士の仏兵11名殺傷）

堺県誕生・小河一敏知事（豊後岡藩）

明治元年 江戸城無血開城 徳川慶喜、水戸に退去

東京遷都 江戸を東京として都と決定

版籍奉還(藩主「知藩事」に任命） 領土や領民の戸籍を天皇に返還

1871年 明治4年 廃藩置県 中央集権化、税収や土地管理 堺県・2代目税所　篤（薩摩藩)

1873年 明治6年 浜寺公園開園(日本最古の公立公園)

1876年 明治9年 堺県に奈良県域を併合

1877年 明治10年 緊急御前会議、翌朝帰京 明治天皇行幸、洋式木製灯台築造

1879年 明治12年 南台場跡に大浜公園開園

1881年 明治14年 堺県、大阪府に編入、堺県廃止

1882年 明治20年

1889年 明治22年 堺市誕生・任命市長 一樋作兵衛

1896年 明治29年 大阪窯業(株)煉瓦生産(関西最古)

1903年 明治36年 大浜公園で第5回内国勧業博覧会開催

年 歴史的な出来事　朱書き：外国事項

幕末・明治維新における日本の歴史的な背景と「堺の出来事」

1869年 明治2年

1867年 慶応3年

1868年

1862年

1864年

1866年

文久2年

慶応2年

日本の出来事 堺の出来事

鎖国　ポルトガル船入港禁止　貿易港：長崎(オランダ、清)、対馬(李氏朝鮮）、薩摩(琉球)、蝦夷(アイヌ)

ペリー浦賀に来航　開港迫る　砲撃台場造営命令、大船建造解禁

新政府財源確保(領地知行)のため幕府直轄地「堺」を先行して「堺県」設置

税所知事が大久保、西郷を図って直轄地・奈良県域を堺県に併合

大阪府の財源基盤強化のため堺県を大阪府に編入

文責：前田秀一(堺ユネスコ協会)

1888年制定市制に準じ2月2日内務省告示第1号（36都市）で大阪とともに指定

東洋一水族館、乙姫象、公会堂、潮湯温泉、海水浴場、料理旅館、土産物屋

堺の良質原料粘土でドイツ式燃焼窯により生産。土木工事、特に鉄道建設向け等

大久保利通「音に聴く高師浜のはま松も世のあだ波はのがれざりき」伐採保護を命ず

西郷隆盛挙兵、西南の役勃発

堺県が陸軍から借用して堺公立最古の公園

堺産業産（千円）清酒：549、緞通：111、醤油：60、刃物：37、菜種油：33、ハカリ：10、線香：9、煉瓦：7、綿織物：3、酢：1

1858年 安政5年
ロシア軍艦ディアナ号大阪湾来航

1863年 文久3年




