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N016 明治期の文化①思想・教育 
 
NO76 明治文化の展開 早稲田大（教育）2007   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 

	 次の文章を読み、問 1～8 に答えよ。問 1は解答を記入せよ。問 2～8 についてはそれぞれ

の解答を選び、記号でマークせよ。なお設問のない空欄もある。	 

	 明治維新後、文明開化政策が推進された時代の主な思想潮流は、日本の思想史上、啓蒙思

想といわれるが、それをになった代表的な文化団体が明六社である。(1)明六社には、森有

礼、福沢諭吉、中村正直、西周、加藤弘之などの知識人が参加し、西洋近代思想の紹介と普

及につとめた。そしてこの啓蒙思想、とりわけ天賦人権思想は、明治 10 年代に本格化する

自由民権運動に大きな影響を及ぼした。民権運動の理論的指導者には、自由党系の(2)植木

枝盛・中江兆民、立憲改進党の[	 1	 ]などがいた。	 

	 その後、(3)自由民権運動が敗退し、明治国家の骨格ができあがる明治 20 年代には、新し

い世代の指導者が登場した。新しい世代の旗手である〔	 a	 〕は、政府の上からの近代化

政策を批判して、現在の日本は「武備社会」から「生産社会」へ、「貴族社会」から「平民

社会」への転換にあるとして、[	 2	 ]を唱えた。これに対して志賀重昴・三宅雪嶺らは、

雑誌[	 3	 ]において、政府の条約改正のための欧化政策を批判して[	 4	 ]を唱えた。また、

新聞[	 5	 ]を主な言論の場とした[	 6	 ]は、西洋近代のナショナリズムを継承する立場か

ら[	 7	 ]を唱え、政府を批判した。	 

	 しかし日清戦争とその軍事的勝利は、多くの知識人たちを国家主義に傾斜させることにな

った。〔	 a	 〕は日清戦争を機に「膨張的日本」を鼓吹する国家主義者に変身し、高山樗牛

は雑誌[	 8	 ]で[	 9	 ]を説いて、帝国主義的進出を主張した。	 

	 一方、日清戦争後には、資本主義化の進行が貧困などの社会問題を引き起こし、社会運動

が興った。そして明治 30 年代には、その解決のために社会主義を志向する知識人集団が生

まれた。そのうち 1903 年、(4)幸徳秋水と堺利彦によって結成された平民社は、週刊『平民

新聞』を発行して社会主義の普及に努めるとともに、日本とロシアの戦争が迫るなかで非戦

論を唱えた。また、日清戦争を「義戦」として支持した〔	 b	 〕も非戦論を唱えた。	 

問 1	 〔	 a	 〕〔	 b	 〕に該当する人物の氏名を漢字で記せ。	 

➾➾➾解答と解説	 

	 a は、平民社会とあるので平民主義を主張した	 徳富蘇峰	 である。早稲田の定番難し

い漢字を書かせる問題である。bは、内村鑑三	 。ロシアとの戦争に反対する非戦論は，万

朝報社を退社して平民社を組織し，新聞「平民新聞」を発刊した幸徳秋水・堺利彦らの社会

主義者，そして同じく万朝報社を退社したキリスト教徒	 内村鑑三	 ら，少数派にすぎな

かった。	 

	 

問 2	 [	 1	 ]に該当する人物は、次のうち誰か。	 

	 ア	 大井憲太郎	 	 イ	 小野梓	 	 ウ	 西園寺公望	 	 エ	 馬場辰猪	 	 オ	 星亨	 

➾➾➾解答と解説	 

これは教科書には書いてない。明治初期と限定されているので大井×、西園寺×星×、残る

は、馬場か小野梓だ。早稲田志望者は	 小野梓	 は調べているはずだ。早稲田大学には小

野梓賞という成績優秀者に送られる賞がある。	 

問 3	 [	 3	 ]に該当するものは、次のうちどれか。	 

	 ア	 『日本』	 イ	 『国民之友』	 ウ	 『太陽』	 エ	 『文学界』	 オ	 『日本人』	 

➾➾➾解答と解説	 

■明治 20年代  
国家主義思想が台頭してくる。井上馨外相の欧化政策への反発が契機となる。平民的欧化主

義を説き三宅雪嶺ら保守派に反対した徳富蘇峰。 
・	 平民主義	 …	 徳富蘇峰	 （民友社）機関誌「	 国民之友	 」 
・	 国粋主義…民族主義的運動、伝統文化を説く	 三宅雪嶺	 ら	 政教社	 の国粋主義 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➥機関誌＝「	 日本人	 」 

・	 国民主義	 …	 陸羯南
くがかつなん

	 	 	  
答えは	 オの日本人	 

	 

問 4	 [	 7	 ]に該当するものは、次のうちどれか。	 

	 ア	 国民主義	 	 イ	 国粋主義	 	 ウ	 日本主義	 	 エ	 国家主義	 	 オ	 平民主義	 

正解→ア	 

問 5	 下線部(1)の明六社とそれに参加した人物などについての説明として、誤っているも

のはどれか。	 

	 ア	 明六社の発起人である森有礼が、同社の社長に就任した。	 

	 イ	 明六社の機関誌『明六雑誌』は、1874 年に創刊され、1879 年に廃刊された。	 

	 ウ	 板垣退助らの民撰議院設立建白書に対して、明六社の同人たちは時期尚早論を唱えた。	 

	 エ	 福沢諭吉は『文明論之概略』を著し、中村正直は J・S・ミル著『自由論』を著した。	 

	 オ	 天賦人権論を紹介した加藤弘之は、のちに天賦人権論は虚妄だとして否定した。	 

正解→イ	 

	 

問 6	 下線部⑵の植木枝盛および中江兆民に関する説明として、誤っているものはどれか。	 

	 ア	 植木枝盛は、板垣退助らとともに民撰議院設立建白書に名をつらねた。	 

	 イ	 植木枝盛は『民権自由論』などの啓蒙書を著すほか、詳細な人権保障の規定とそのた	 

	 	 	 めの抵抗権・革命権を認める憲法草案を作成した。	 

	 ウ	 中江兆民は岩倉使節団派遣の際に留学生に加えてもらい、フランスに留学した。	 

	 エ	 中江兆民は、ルソーの『社会契約論』の一部を漢訳した『民約訳解』や、『三酔人経	 

	 	 	 綸問答』を著した。	 

	 オ	 中江兆民は、旧民権派の再結集をめざす大同団結運動や三大事件建白運動に力を注い	 

	 	 	 だが、保安条例によって東京から追放された。	 

誤文→ア	 

	 

NO77 日露戦争の非戦論	 早稲田（商）2016 
非戦論に関連する記述として正しいものを１つマークせよ。	 

	 １．『万朝報』が開戦論に転じたため、内村鑑三・幸徳秋水らは万朝報社を退社した。	 

	 ２．内村鑑三・幸徳秋水らは『平民新聞』を発行して非戦論を主張した。✖ ︎	 



早慶の日本史研究	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pain is inevitable Suffering is optional	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                              	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	            kenjiishida.jimdo.com 
2 

	 ３．国民協会などの対外硬派対露強硬論と開戦論を主張した。✖ ︎対露同志会の間違い	 
	 ４．日露戦争の開戦によって非戦論は沈黙を余儀なくされた。	 

	 ５．日露戦争に際し非戦論を主張した平民社は、戦後、日本社会党へと発展した。✖ ︎	 
正解→１。	 

	 

NO78 明治時代以降の教育制度	 慶應（経済）2016 
教育制度に関する以下の１〜４の文章の中から、誤りを含むものを１つ選びなさい。	 

	 

１	 文部省が設立された翌年、全国で統一された学校制度からなる学制が公布された。その	 

	 学制は、男子の皆学を理念とするものであったため、就学を希望する女子の学校として、	 

	 女学校や女子師範学校が設けられた。	 

２	 地方三新法が制定された翌年、学制が廃止され教育令が公布され、町村を小学校の設置	 

	 単位とするなどした公布の翌年の改正により、中央政府の権限が強化された。	 

３	 森有礼文部大臣のもとで、小学校令、中学校令、帝国大学令などからなるいわゆる学校	 

	 令が公布され、学校体系が整備された。その後、「教育ニ関スル勅語」が、学校教育の基	 

	 本とされるようになった。	 

４	 帝国大学令の公布後、京都帝国大学が創設されるなど、官立の高等機関が増加していっ	 

	 た。一方、民間の教育機関として、津田梅子の女子英学塾などが設立された。	 

正解→１。	 

	 

教育の普及 

1872 年 学制 公布、フランス式で自由だった。教育費は国民の自己負担。だから学制反対

一揆が起こった。そこでアメリカの教育制度を参考に、1879 年学制を改正して➡ 教育令 

が公布。しかし自由主義的だとして翌年改正され中央

集権化された。	 

1886 年、第 1 次伊藤博文内閣の文部大臣（ 森有礼 ）

の時➡ 学校令 公布。	 

学校令➡①小学校令②中学校令③ 師範学校令 ④ 

帝国大学令 からなる。	 

その他 1894 年に高等学校令が 1899 年に高等女学校

令・実業学校令が、1903 年には専門学校令が出てい

る。	 

参考までに埼玉の高校の創設年➡1886不動岡1895浦

和 1899 川越 1895 熊谷 1899 春日部である。	 

その後、1900 年には義務教育期間の授業料廃止、1902 年には就学率が 90 ％を超え、1905

年には女子の就学率も 90％を超えた。1907 年に義務教育期間は 6 年に延長された。就学

率は頻度高し。明治末期には	 

 98 ％を超えた。	 

	 

NO79 教育勅語 早稲田（法）2008 

誤っているものはどれか１つ選びなさい。	 

	 あ	 教育勅語は井上毅、元田永孚らによって起草された。	 

	 い	 教育勅語は、忠孝の道徳を教育の基本とすることを強調した。	 

	 う	 教育勅語は、各学校の奉安殿に安置され、奉読されることはなかった。	 

	 え	 教育勅語は、国憲を重んじ国法にしたがうことを求めていた。	 

	 お	 教育勅語は、1948（昭和 23）年に、衆参両院でその失効が確認された。	 

	 

誤文→う。教育勅語は奉読された。	 

 
 
NO80 近代の教育制度	 慶應（経済）2004 
	 維新政府は、1872（明治 5）年に、（	 a	 ）を目指すとして A 学制を発布した。 
1879年には、学制にかえて教育令が公布され、B1886（明治 19）年には、学校令が定めら
れた。この学校令のうち、小学校令により C 義務教育の実施が明確化された。1890（明治
23）年には、小学校は尋常・高等小学校に明確に二分され、尋常小学校の課程が義務教育
とされた。 
	 一方、初等教育への国家的統制も強まり、1890（明治 23）年には、「教育に関する勅語」
（教育勅語）によって（ b ）という国民教育の理念が示された。その教育勅語と御真影は
全国の小学校に下賜され、翌年からは、D 三大節の日には教育勅語の奉読と御真影の拝礼

が義務づけられることになった。 
	 義務教育の導入以降、E 就学率の上昇は続いた。そして、1907（明治 40）年には F 義務

教育年限が延長された。 
	 なお、小学校という名称は、戦前において一時変更された。1941（昭和 16）年に、（ c ）
に基づく錬成を目指すとして、小学校は国民学校に改称された。 
問１	 上の文中の(a)〜(c)にあてはまる言葉を次の１〜８から選びなさい。 
	 １．国民皆学	 	 ２．大教宣布	 	 ３．国体明徴	 	 ４．忠君愛国 
	 ５．八紘一宇	 	 ６．皇国の道	 	 ７．国体の本義	 ８．和魂洋才 
正解→ 
問 2	 下線部 A に関連して、学制に関する説明として誤っているものを次の１〜４から１
つ選べ。 
	 １．学制の発布に先立ち、1871（明治 4）年には文部省が設立されていた。◯ 
	 ２．フランスの制度に倣い、全国を大学区・中学区・小学区に区分して、学校の設立を目 
	 	 	 指すものだった。 
	 ３．６歳以上の男子の小学校教育が目指されたが、女子の小学校教育については触れられ 
	 	 	 ていなかった。 
	 ４．学校の建設費や教員の給与が住民の負担とされたため、学制反対の一揆が起きた地方 
	 	 	 もあった。◯ 
誤文→ 
問３	 下線部 B に関連して、学校令が定められた 1886（明治 19）年当時の文部大臣は誰
であったか、正しい人名を次から選べ。 
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	 １．加藤弘之	 	 ２．西周	 	 ３．西村茂樹	 	 ４．森有礼	 正解→４森有礼 
問４	 下線部 C・Fに述べられた義務教育の年限は、1907（明治 40）年においてどのよう
に延長されたか、正しいものを１つ選べ。 
	 １．２年以内から３年へ	 	 ２．３年以内から４年へ 
	 ３．４年以内から６年へ	 	 ４．５年以内から７年へ 
正解→３ 
問５	 下線部 Dに関連し、この三大節に含まれないものを次の１〜４から選べ。 
	 １．地久節	 	 ２．天長節	 	 ３．紀元節	 	 ４．元旦 
正解→１。地久節は皇后誕生日。元旦は四方拝といって元旦に行われる皇室の祭儀である。

三大節の一つである。 
問６	 下線部 Eに関連し、1907（明治 40）年の小学校への就学率の説明として正しいもの
を１つ選べ。 
	 １．男子も女子も 90％台であった。 
	 ２．男子は 90％台であったが、女子は 60％台であった。 
	 ３．男子は 60％台であったが、女子は 30％台であった。 
	 ４．男子も女子も 30％台であった。 
正解→１ 
 
NO81 国体思想に反する言説 早稲田（法）2008 
 
広く国民に国体観念を植え付け、天皇を中心とした国家体制を内心から支える役割を果たし

た教育勅語について、こうした思想に反する考え方の持ち主として非難を浴びた人物は誰か。

正しい記述を２つ選びなさい。	 

	 あ	 「神道は祭天の古俗」を発表した久米邦武	 

	 い	 「教育と宗教の衝突」を発表した井上哲次郎	 

	 う	 教育勅語への拝礼を拒否した内村鑑三	 

	 え	 南朝を正統とする説を日本史教科書に執筆した喜田貞吉	 

	 お	 政教社を設立した三宅雪嶺	 

	 

正文→あ・う。まず、授業テキストで確認する。久米邦武事件	 

帝国大学教授（ 久米邦武 ）が、国学者の研究を「 神道は祭天の古俗 」と論じて職を

追われた。久米邦武は、佐賀藩主鍋島直正に仕えた儒学者で、岩倉使節団に同行し、『 特

命全権大使米欧回覧実記 』を書いている。また、教育勅語への拝礼を拒否した内村鑑三

も正文。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

NO82 高等教育機関の充実	 早稲田（法）2008 
明治政府は初等教育の充実をはかるとともに、政府は高等教育の整備にも熱心に取り組んだ。

幕府の【	 C	 】などを受け継いで、1869（明治 2）年、大学南校を設置したが、同校はその

後東京医学校を合併し、1877（明治 10）年には日本最初の総合大学である東京大学となっ

たほか、f 各種の専門学校を設け、多くの外国人教師を招くとともに、g 多数の留学生を欧

米へ遣わして、近代学術の移植につとめた。	 

	 また、東京大学で教授していた【	 D	 】は日本の伝統美術を高く評価して、その復興を訴

え、これにこたえて【	 E	 】らは、1887（明治 20）年の東京美術学校の開設に尽力した。	 

問１	 空欄【C】に該当する研究教育機関を何というか。正解→蛮書和解御用	 

問２	 下線 f について。近代法の知識をもった法律専門家を養成するために政府が設立した

専門学校を何というか。その学校の名称を漢字６文字で記せ。	 

正解→司法省法学校	 

問３	 下線 g について。ハーバート大学へ留学し、法律学を学んで帰国した人物は誰か。正

しい人物名を１つ選べ。	 

	 あ	 金子堅太郎	 	 い	 中江兆民	 	 ３	 小野梓	 	 ４	 井上毅	 	 ５	 穂積陳重	 

正解→あ。金子堅太郎	 

問４	 空欄 D・E に該当する人物は誰か。該当する人物の組合せで正しいものを１つ選びな

さい。	 

	 あ	 キヨソネ・横山大観	 	 い	 フォンタネージ・狩野芳崖	 	 う	 ビゴー・橋本雅邦	 

	 え	 フェノロサ・岡倉天心	 お	 ワーグマン・黒田清輝	 

正解→え。	 

	 


