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近現代 9 近代の文化	 	 	 	 	 
 
NO66 近代の教育	 2004 本試	 年代整序	 古い順に並び替えよ 
	 ①	 大学令が公布され，公立・私立大学の設立が認められた。原敬の時代	 1920 年	 

	 ②	 宇垣一成陸相の下で，中等学校以上に軍事教練が導入された。	 宇垣軍縮の時代	 

	 ③	 義務教育の年限が４年から６年に延長された。1907 年	 

答➡③—①—②宇垣陸相の人名で昭和だと認識したい。大学令が大正時代の原敬だと想起し

たい。	 

NO67  明治期思想界の動向	 2010 本試	 
「近代化のための欧化政策が進められると、それに対する批判がおこる」に関連して、明

治時代の思想界の動向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	 陸羯南は新聞『日本』を刊行し、欧化主義を批判した。	 

	 Y	 高山樗牛は雑誌『太陽』で、日本主義を唱えた。	 

	 ①	 X	 正	 	 Y	 正	 	 	 	 ②	 X	 正	 	 	 Y	 誤	 

	 ③	 X	 誤	 	 Y	 正	 	 	 	 ④	 X	 誤	 	 	 Y	 誤	 

答➡陸羯南はナショナリズムの立場から欧化主義 

	 

NO68 学問への弾圧	 2013本試 
問5	 思想統制や言論弾圧に関し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	 キリスト教徒の内村鑑三が，神社参拝を拒否して大学教授の職を追われた。 
	 ②	 人民戦線の結成をはかったとして，経済学者の滝川幸辰らが検挙された。 
	 ③	 社会主義者の北村透谷が，弾圧や投獄の結果，国家主義者に転向した。 
	 ④	 実証的な古代史研究を進めた津田左右吉の著作が，発禁処分をうけた。 

正解→④ 

 
NO69 日清戦争以前の新聞・雑誌  2005 本試 
日清戦争開戦以前に創刊された新聞・雑誌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 『国民新聞』  ②『日本』  ③『日本人』  ④『キング』 

正解→④大正時代だ！ 

 

NO70  19 世紀後半の教育・思想  2004 本試 
19 世紀後半の教育・思想について述べた文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	 中江兆民は、『民約訳解』でヘボンの思想を紹介した。ルソーだよ！✖ ︎ 
②	 福沢諭吉は、慶應義塾を創立した。 

③	 人間の自由・平等を説いた天賦人権思想が導入された。 

④	 新島襄は、同志社英学校を創立した。 

正解→① 

 

NO71 明治新政府の宗教政策	 	 
明治新政府の宗教政策について述べた文として誤っているものを、次の①〜④から一つ選べ。 

①	 政府が神仏分離を命じた結果、仏教を排撃する動きが強まった。 

②	 政府は神祇官の再興を布告し、祭政一致の立場を鮮明にした。神祇官を太政官の上位に 

③	 政府はキリスト教を積極的に保護し、欧米諸国と協調する姿勢を示した。 

④	 政府は神道による国民教化をめざして大教宣布の詔を発した。 

正解→五榜の掲示で禁止したキリスト教を浦上信徒弾圧事件をきっかけに欧米の批判がありキリ

スト教を解禁した。積極的に導入したわけだはないので③が正解。 

	 

NO72	 1890 年代の思想	 2001 追試	 
1890 年代には（	 ア	 ）を創立した徳富蘇峰が『国民之友』などで「平民主義」を主張し、

独立自治の平民こそが、近代化を推進するうえで重要な役割を果たすと主張した。日本と

ロシアとの戦争の危機が高まると、（	 イ	 ）や幸徳秋水が平民社を組織、『平民新聞』を

発行し、戦争反対の声を上げた。	 

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	 民友社	 イ	 堺利彦	 	 	 ②	 ア	 政教社	 イ	 堺利彦	 	 	 

	 ③	 ア	 政教社	 イ	 中江兆民	 	 ④	 ア	 民友社	 イ	 中江兆民	 

正解→①	 

	 

NO73  明治期の出版や文化  2017 本  
明治期の出版や文化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	 『中央公論』に掲載された民撰議院設立建白書は、自由民権運動が広がるきっかけ	 

	 	 	 となった。	 

	 ②	 新聞紙条例にもとづき、横浜毎日新聞が創刊された。	 

	 ③	 北村透谷は『文学界』の誌上で、人間の感情を重視するロマン主義を説いた。	 

	 ④	 大衆娯楽雑誌として『キング』が創刊され、多くの読者を獲得した。	 

正解→③	 

	 

NO74 来日した外国人	 2010追試  
明治期に来日した外国人について述べた文として誤っているものを次から一つ選べ。	 

①	 フェノロサは、日本における伝統美術復興に貢献した。	 

②	 ロエスレルは、法律顧問として明治憲法の制定に協力した。	 

③	 ベルツは鹿鳴館などの西洋建築を設計した。	 

④	 クラークは、札幌農学校で教鞭をとった。	 

誤文→③	 
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NO75 明治時代の知識人・文化人	 2004追試  
明治時代の知識人・文化人に関連して述べた文として正しいものを一つ選べ。	 

①	 田口卯吉は、文明史観を叙述する立場から『日本開化小史』を著した。	 

②	 加藤弘之は、論文「神道は祭天の古俗」を書いて神道家から攻撃を受けた。	 

③	 井上哲次郎は、民間伝承を調査・収集して日本の民俗学を確立させた。	 

④	 白鳥庫吉は、『国体の本義』を編纂して忠君愛国を説いた。	 

正解→①	 

	 

NO76 明治後期の日本の科学	 2005追試  
明治後期の日本の科学に関して、この時期のできごととして正しいものを一つ選べ。	 

①	 田中舘愛橘は、赤痢菌を発見した。	 

②	 高峰譲吉は、アドレナリンを発見した。	 

③	 湯川秀樹が、ノーベル賞を受賞した。	 

④	 志賀潔は、地磁気の測定で成果をあげた。	 

正解→②	 

	 

2018 本—27	 18 世紀の西洋医学	 

18 世紀の西洋医学	 

文明開化期の思想	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

   特徴 

明
治 

初
期 

啓蒙主義 

思想 

1873【 明六社 】 

○社長：森有礼・【 福沢諭吉  】・中村正直・加藤弘之

らが設立 

➡【 明六雑誌 】を発行して近代思想の啓蒙に努め

た。明治７年創刊に注意。 

○イギリス流啓蒙思想 

『人権新説』は 加藤弘之 で天賦人権論を否定し国家の利益を優

先する国家論 

『 文明論之概略 』＝福沢諭吉 

『 西国立志編 』＝中村正直 

前

期 

天賦人権 

思想 

中江兆民・植木枝盛が主張➡自由民権運動に影響 

『 民約訳解 』（著者：中江兆民） 

➡ルソーの社会契約論を漢文訳する 

中村正直『自由の理』 

頻出事項の整理 

岩倉使節団に同行した 久米邦武 が見聞録として『米欧回覧実記』を著した。	 

鉛製活字の量産技術導入に成功→ 本木昌造  

日本最初の日刊紙→ 横浜毎日新聞 1870 

 大教宣布の詔 1870 は天皇の名によって神祇官から発布された。 

 神仏分離令 を機に廃仏毀釈の嵐が吹き荒れた→ 島地黙雷 が仏教再建に尽力	 

同志社英学校を創設→ 新島襄 	 	 	 

昭和 20 年代の思想界（欧化主義政策批判） 

①P1 平民主義 （ 平民的欧化主義を主張）…P2 徳富蘇峰  

 ・P3 民友社 、雑誌『P4 国民之友  』（1887 創刊）『 国民新聞 』（1890 創刊） 

 ・キーワード…P5 平民主義・貴族的欧化主義 批判→日清戦争が近づいている時期 

②近代的民族主義（欧化主義を否定し、日本の固有性・国民性の統一を主張） 

 ・ 国粋主義 …三宅雪嶺『真善美日本人』・志賀重昴・杉浦重剛ら 

 → 政教社 、雑誌『 日本人 』（1888 創刊）キーワード… 日本の伝統   

 ・  国民主義   … 陸羯南    

 →新聞「 日本 」1889 創刊 キーワード… 国民性の統一 、 国家の独立  

 ・ 日本主義 …高山樗牛・井上哲次郎ら 

 →雑誌「 太陽  」1895 創刊・キーワード… キリスト教排撃 、 大陸進出   

②教育	 
明治後期の教育では、国家主義的傾向に関連する事項がポイントとなる。教育勅語がねら

われ国定教科書制度も出題される。	 

 法令・制度 内閣 内容 

 【 学制 】公布   文部省設置 1871：初代文部卿【 大木喬任 】 

【 フランス  】の教育制度を模倣 

国民皆学 国民に負担大きく、学制反対一揆 

明
治 

1879 教育令  アメリカの教育制度を参考  自由主義教育 

1886【 学校令 】 
第 1 次 

伊藤博文 

【 森有礼 】初代文相の時 

帝国大学令、師範学校令、中学校令、小学校令

の総称、義務教育４年→ ６  年に（1907） 

明
治 

1890 

【 教育勅語  】 

第 1 次 

山県有朋 

元田永孚、井上毅らが起草 

忠君愛国を国民道徳に、修身で具体化 

キリスト教徒の内村鑑三が【 教育勅語 】に最敬

礼しなかったため教壇を追われる（1891、内村鑑

三不敬事件） 

1900 

小学校令改正 

第 2 次 

山県有朋 

義務教育無償制確立 

小学校義務教育 4 年制確立 

1903 

国定教科書制度 

第 1 次 

桂太郎 
小学校教科書を検定制から国定制へ 

1907 

小学校令改正 

第 1 次 

西園寺公望 

小学校義務教育 6 年制へ 

義務教育就学率 98.1％ 

 【 戊申詔書  】 

★難関レベル 
第２次 

桂太郎 

勤倹節約・皇室の尊重を求めて発布 

日露戦争後の社会主義、個人主義の台頭に対し

て、国民教化をはかった。 

大

正 

1918 

【 大学令 】 
【 原敬 】 

高等教育の拡充 

私立大学等の設置を認める 

日本史→ 田口卯吉 ＝「日本開化小史」	 
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