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近現代 NO4 大日本帝国憲法と初期議会 
 

NO26大日本帝国憲法の発布	 2008 本	 
大日本帝国憲法の発布に関して述べた次の文 X・Y について、その正誤の組合せとして正しいもの

を、下の①～④のうちから一つ選べ。（正か誤を判断） 

 X 憲法の起草作業は、法律顧問ロエスレルの助言も得て進められた。 

 Y 憲法は、国民の代表による会議の議決を経て発布された。 

  ① X 正 Y 正  ② X 正 Y 誤  

  ③ X 誤 Y 正  ④ X 誤 Y 誤 

正解→②。ロエスレル絶対。枢密院で秘密裏に進められた。 

 

NO27 天皇大権	 2005本  
大日本帝国憲法で定められた天皇大権として誤っているものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。

 ① 緊急勅令の制定権   ② 法律・予算の審議権 

 ③ 文武官の任免権    ④ 宣戦・講和・条約締結権   

正解→② 

 

NO28 市制・町村制	 2012 
市制・町村制の制定理由を記した次の史料を参考にしながら、この制度について	 述べた文

として正しいものを、下の①〜④のうちから、下の①〜④のうちから一つ選べ。	 

	 分権の主義に依り行政事務を地方に分任し、	 国民をして公同（注１）の事務を負担せし

め、以って自治の実を全からしめんとするには、地方の人民をして名誉の為め、無給にして

其職を執らしむるを要す。而して之を担任するは其地方人民の義務と為す。力めて多く地方

の名望ある者を挙げて此任に当たらしむ。	 

（注１）公同：公共のこと。	 

①	 アメリカン人の法律学者クラークの助言を得て、制定された。✖ ︎モッセの助言	 
②	 市町村の行政事務を掌る者には、給与を支払うことが原則とされた。✖ ︎無給と記載	 
③	 市町村の行政事務を担うのは、国民の義務であるとされた。◯記載あり。	 

④	 市町村の行政事務は、名望にかかわりなく平等に担うとされた。✖ ︎名望ある者が担う	 
正解→③	 

	 

NO29 明治時代の議会制度	 2010本  
明治時代の議会制度成立の過程に関して述べた次の文Ⅰ〜Ⅲについて、古いものから年代順

に正しく配列したものを、下の①〜⑥のうちから一つ選べ。	 

	 Ⅰ	 西南戦争のさなか、立志社の片岡健吉らが、国会開設を求める建白書を提出した。	 

	 Ⅱ	 選挙人資格を、直接国税 15 円以上を納入する満 25 歳以上の男性とする法律が制定さ	 

	 	 	 れた。	 

	 Ⅲ	 明治十四年政変が起こり、国会開設の勅諭が発せられた。	 

	 	 ①	 Ⅰ—Ⅱ—Ⅲ	 	 ②	 Ⅰ—Ⅲ—Ⅱ	 	 ③	 Ⅱ—Ⅰ—Ⅲ	 

	 	 ④	 Ⅱ—Ⅲ—Ⅰ	 	 ⑤	 Ⅲ—Ⅰ—Ⅱ	 	 ⑥	 Ⅲ—Ⅱ—Ⅰ	 

正解→Ⅰ→1877 年。Ⅱ→1889 年。Ⅲ→1881 年、正解→②	 

NO29 近代の政治と外交	 2005本  
	 1890 年 12 月、第１議会の施政方針演説で、首相【ア】は、「列国ノ間ニ介立シテ一国ノ

独立ヲ維持スルニハ、独主権線ヲ守禦スルノミニテハ、決シテ十分トハ申サレマセヌ。必ズ

亦利益線ヲ保護致サナケレバナラヌ」と述べ、内閣は軍備拡張予算を提出した。「主権線」

とは国土を指し、「利益線」とは「主権線ノ安危ニ密着ノ関係アル区域」を指している。	 

	 衆議院は、立憲自由党、立憲改進党などの民党が多数を占めていた。民党は、「経費（政

費）節減」「【イ】」をスローガンに、軍拡予算に反対した。	 

問	 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の①〜④のうちから一つ

選べ。	 	 

	 ①	 ア	 寺内正毅	 イ	 民力休養	 	 ②	 ア	 寺内正毅	 イ	 大同団結	 

	 ③	 ア	 山県有朋	 イ	 民力休養	 	 ④	 ア	 山県有朋	 イ	 大同団結	 

正解→③	 

問	 第一議会での首相の施政方針演説の中で、「利益線」とみなされていた主な地域として

正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。	 

	 ①	 朝鮮	 	 ②	 台湾	 	 ③	 樺太	 	 ④	 内蒙古	 

正解→①朝鮮	 

	 

NO30 初期議会時の出来事	 2005本  
政府と民党の対立があった第１議会から日清戦争直前の第６議会までの時期に起こった出

来事について述べた文として正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。	 

①	 立憲同志会が結成された。✖ ︎大正時代 1913 年	 
②	 衆議院議員選挙人の納税資格が、直接国税３円以上に引き下げられた。✖ ︎原敬内閣時	 
③	 政府による激しい選挙干渉が行われた。◯品川弥二郎だ。第二議会後。	 

④	 朝鮮で壬午軍乱が起こった。1882 年✖ ︎。	 
正解→③	 

 
NO31 お雇い外国人	 2017本  
お雇い外国人に関して述べた次の文 X・Y について、その正誤の組合せとして正しいものを、下の

①〜④のうちから一つ選べ。 

 X ロエスレルは、大日本帝国憲法の起草にあたり助言した。	 

 Y フェノロサは、日本の伝統美術の復興につとめた。	 

	 ①	 X	 正	 Y	 正	 	 ②	 X	 正	 Y	 誤	 	 	 

	 ③	 X	 誤	 Y	 正	 	 ④	 X	 誤	 Y	 誤	 

正解→①	 

	 

NO32 中央制度の改革	 2015本  
中央の制度改革に関し述べた次の文Ⅰ〜Ⅲについて、古い順に年代順に配列したものを、下

の①〜⑥のうちから一つ選べ。	 

	 Ⅰ	 太政官制が廃され、内閣制度が定められた。	 

	 Ⅱ	 天皇の最高諮問機関として枢密院が設置された。	 

	 Ⅲ	 欽定憲法として大日本帝国憲法が発布された。	 
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	 ①	 Ⅰ—Ⅱ—Ⅲ	 	 ②	 Ⅰ—Ⅲ—Ⅱ	 	 ③	 Ⅱ—Ⅰ—Ⅲ	 	 

	 ④	 Ⅱ—Ⅲ—Ⅰ	 	 ⑤	 Ⅲ—Ⅰ—Ⅱ	 	 ⑥	 Ⅲ—Ⅱ—Ⅰ	 	 

正解→①→8が三つで枢密院 1888、さあ拍手
8 9

1889 大日本帝国憲法 

 

NO33初期議会  2007本   
古い順に年代順に配列しなさい。	 

 Ⅰ 政府は詔勅により，民党の反対を抑え，予算を成立させた。  

 Ⅱ 第１回帝国議会では，自由党の一部が予算成立に協力した。  

 Ⅲ 民権派の再結集に対して，政府は超然主義の立場を声明した。 

 

答➡Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ。Ⅲ→大日本帝国憲法発布(1889 年)の翌日，超然主義演説を行ったのは黒田清

隆首相。Ⅱ→第１帝国議会のときの内閣総理大臣は山県有朋(第 1 次)。Ⅰ→建艦詔勅により軍事

費増に成功したのは第 2 次伊藤博文内閣。 

 

NO34 明治初期の政府の官制	 2006本  
明治初期の官制について述べた文として正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。	 

①	 西南戦争後、士族授産のため内務省が設けられた。✖ ︎西南戦争以前の 1873 年	 
②	 太政官制は、内閣制度が創立されるまで続いた。◯	 

③	 祭政一致を取りやめ、神祇官を設置した。✖ ︎祭政一致の建前から太政官の上位	 
④	 大審院では、外国人判事によって裁判が行われた。✖ ︎大隈が主張したが反対された	 

正解→②	 

	 

★憲法の制定 

1881【 国会開設の勅諭  】➡1890 年の国会開設を公約 

憲法制定の本格化…ドイツ流・欽定憲法の方針 

※	 私擬憲法…【 東洋大日本国国憲按  】（植木枝盛）【 私擬憲法 】（交詢社）など 

1882～83 伊藤博文の渡欧➜【 グナイスト 】（ベルリン大）、【 シュタイン 】（ウィーン大） 

      ➾君主権の強いドイツ流憲法を学ぶ 

諸
制
度

整
備 

1884 制度取調局設置…局長、伊藤博文 

1884【 華族令 】制定➡公・候・伯・子・男爵位、上院議員の準備 

1885【 内閣制度 】制定➡太政官の廃止、初代内閣総理大臣➾【 伊藤博文 】 

 宮中・府中の別…【 内大臣 】（初代➜【 三条実美 】、宮内大臣は内閣外 

地方制度の整備 

➡【 山県有朋  】内相・【 モッセ 】（独）中心 

1888 市制・町村制 1890 府県制・郡制 

憲法の制定 

1886 から草案作成…【 伊藤博文 】【 井上毅 】 【 伊東巳代治 】【 金子堅太郎 】 

    ➾ドイツ人顧問【 ロエスレル 】助言 

1888【 枢密院 】設置➡初代議長【 伊藤博文 】、天皇の諮問機関➡憲法草案の審議 

1889.2.11【 大日本帝国憲法 】発布（2.11 紀元節）➡【 黒田清隆 】内閣のとき 

 

●大日本帝国憲法の内容 ✐制定に関わった人物と内容が問われる 

【 欽定憲法  】（天皇が制定）、三権分立体制、輔弼内閣制 

 ・臣民…国民のこと。法律の範囲内で義務・権利認める 

 ・天皇大権…統帥大権・国務大権・皇帝大権、【 緊急勅令 】・陸海軍の【 統帥権 】など 

 ・帝国議会…【 衆議院 】と【 貴族院 】、衆議院の予算先議を除いて対等 

 ・内閣…行政機関、各国務大臣が天皇の輔弼 

●諸法典の編纂 

1880【 刑法 】【 治罪法 】…【 ボアソナード 】起草 

➡罪刑法定主義、拷問の禁止、大逆罪など 

1890 刑事訴訟法、民事訴訟法 

 商法…【 ロエスレル 】起草。法典調査会で修正、施行。 

 民法…【 ボアソナード 】（仏）起草。民法典論争で施行は延期 

     民法典論争…反対派【 穂積八束 】ら）と断行派【 梅謙次郎 】ら） 

      ｜    「民法出デテ忠孝亡ブ」（穂積八束） 

      ↓ 

1898 新民法施行➡ドイツ流 

       戸主権の絶対化、家督相続、妻は権利能力を欠く 

 

初期議会  ➾第一議会、第二議会、第 2 回総選挙の内容が問われるぞ！ 

議会 首相 事項 

 

黒田清隆 

衆議院議員選挙法制定 1889 

【 25 歳 】以上男子・直接国税【 15 円 】以上納入者に選挙権 

【 超然主義 】…政府の政策は政党の意向に左右されない 

山県有朋 

第 1 回総選挙 1890…民党（反政府系）が過半数以上 

第一議会 

山県首相は軍事費の拡大を要求 

民党側は「【 民力休養 】・【 政費削減 】主張して反発 

➜政府が民党の一部を買収し、一部予算案を可決 

第二議会 

松方正義 

民党は軍艦建造費の予算削減を主張 

政府は軍艦建造費を含む予算案を主張 

➜対立…【 樺山資紀 】海相の蛮勇演説→予算削減 

→政府が民党の予算削減に同意せず、衆議院解散 

 
【 品川弥二郎 】内相らの選挙干渉→民党勢力は覆せず 

       第三臨時議会も予算案対立、選挙干渉非難で総辞職 

第三議会 松方内閣の退陣 

第四議会 

伊藤博文 

予算削減→【 建造詔勅 】で予算成立 

第五議会 

 

条約改正交渉で対立構図が変わる 

        政府・自由党（条約調印賛成派） 

        改進党・国民協会など（条約調印反対派） 

→【 対外硬派連合 】 

        解散に次ぐ解散 

第六議会 日清戦争勃発により政争中止 
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