
明 治 時 代 （ 1 ）  

□001
王政復古の大号令から始まる様々な社会変化・改革を総称
して何というか

☆☆☆☆☆ 明治維新

□002 1868年10月まで使用された、江戸時代最後の元号は何か
☆☆☆ 慶応

□003
明治政府が推進した、近代化と新たな産業の育成へのスロ
ーガンは何か

☆☆☆☆☆ 殖産興業

□004
明治政府が推進した、経済力を高め欧米に負けない軍事力
を目指すスローガンは何か

☆☆☆☆☆ 富国強兵

□005
西洋文明の流入により、明治初期に生活が大きく変化した
ことを指す語は何か

☆☆☆☆☆ 文明開化

□006 版籍奉還後に旧来の藩を治めた地方行政組織の長官は何か
☆ 知藩事

□007 廃藩置県後に各県に置かれた地方行政組織の長官は何か
☆☆☆ 県令

□008
1868年（明治元年）、明治政府に設置された最高行政機
関は何か

☆☆ 太政官（だじょうか
ん）

□009
木戸孝允や西郷隆盛が就いた、政府の中心となる官職は何
か

☆ 参議

□010
1869年（明治2年）に北海道に置かれた開発のための官
庁は何か

☆☆☆ 開拓使

□011
明治政府の中心を特定の藩出身者が占めていたことを指す
語は何か

☆☆☆☆ 藩閥政府（藩閥政治）

□012
1871年（明治4年）から1873年まで、アメリカ・ヨーロ
ッパに派遣されたのは何か

☆☆☆☆ 岩倉使節団

□013 1871年（明治4年）に始まった通信事業は何か
☆☆☆☆ 郵便制度

□014
1872年（明治5年）に明治政府が出した、二十歳以上の
男子すべてに兵役を課すという宣言は何か

☆☆ 徴兵告諭

□015 徴兵制度に反対して起きた一揆は何か

☆☆☆ 血税一揆

明治時代（1）



□016
明治初期に徴兵された兵士が配された陸軍の編制単位は何
か

☆ 鎮台

□017
明治初期に国民に職業や移転の自由を認め、苗字を与えた
ことによる封建的身分制の廃止を何というか

☆☆ 四民平等

□018
明治時代に旧大名家や公家などに新たに与えられた身分は
何か

☆☆☆ 華族

□019 明治時代に武士階級に新たに与えられた身分は何か
☆☆☆☆ 士族

□020 明治時代に設置された特定の身分を持たない階級は何か
☆☆☆☆ 平民

□021
1872年（明治5年）に作成された、新たな身分制度によ
る戸籍は何か

☆ 壬申戸籍

□022 1872年（明治5年）に琉球王国に設置されたものは何か
☆☆☆☆ 琉球藩

□023 1873年（明治6年）に渋沢栄一が設立した銀行は何か
☆☆☆ 第一国立銀行

□024
1873年（明治6年）に設置された、地方自治・警察・建
設・厚生など国民生活の多くを統括する省は何か

☆☆ 内務省

□025
1873年（明治6年）に政府内で主張された対外政策は何
か

☆☆☆☆☆ 征韓論

□026 1873年（明治6年）から開始された新たな暦は何か
☆☆☆☆ 太陽暦

□027
1873年（明治6年）に制定された、神武天皇即位を祝う
祝日は何か

☆☆ 紀元節

□028 土地の所有者に対して交付された所有証明書は何か
☆☆☆ 地券

□029 土地の所有者に対し、地価に応じて納めさせる税金は何か
☆☆☆☆☆ 地租

□030
明治政府に雇用された、西洋の技術や知識を持った外国人
を何というか

☆☆☆☆ お雇い外国人

□031
明治政府が新しい産業を興すために開設した工場を総称し
て何というか

☆☆☆☆ 官営模範工場
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□032
1875年（明治8年）から移住が始まった、北海道の開拓
と防衛にあたる兵士は何か

☆☆☆ 屯田兵

□033 福沢諭吉・西周らによって広められた近代西洋哲学は何か
☆☆ 啓蒙思想

□034 明治初期に起こった寺院の破壊運動は何か
☆ 廃仏毀釈

□035
まげを切り落とし、「叩いてみれば文明開化の音がする」
と言われた髪型は何か

☆☆ 散切り頭

□036
明治初期に大阪造幣局や横浜、銀座などで設置された照明
装置は何か

☆☆☆ ガス灯

□037 明治初期に流行した新たな食習慣による料理は何か
☆☆☆ 牛鍋

□038
明治初期に文明開化を象徴する建材として流行したものは
何か

☆☆☆ レンガ

□039 開通当初の鉄道につけられた通称は何か
☆☆ 陸蒸気（おかじょう

き）

□040
藩閥政治を批判し、憲法の制定と国会の開設を目指す運動
は何か

☆☆☆☆☆ 自由民権運動

□041
1874年（明治7年）に板垣退助らが政府に提出した文書
は何か

☆☆☆☆☆ 民撰議院設立建白書

□042
1874年（明治7年）に板垣退助が高知県で組織した政治
団体は何か

☆☆☆ 立志社

□043
1879年（明治12年）に琉球藩を廃して設置されたものは
何か

☆☆ 沖縄県

□044
1880年（明治13年）に愛国社から発展し結成された政治
団体は何か

☆☆☆ 国会期成同盟

□045 1881年（明治14年）に結成された日本初の政党は何か
☆☆☆☆☆ 自由党

□046
1882年（明治15年）に大隈重信を党首として結成された
政党は何か

☆☆☆☆☆ 立憲改進党

□047
東京西部で作られた民間憲法試案の1つで、特に進んだ人
権思想で知られるものは何か

☆☆☆ 五日市憲法
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□048
1885年（明治18年）に太政官制が廃止され成立した、新
たな行政制度は何か

☆☆☆☆ 内閣制度

□049
1888年（明治21年）に憲法審議機関として設置され、憲
法制定後も最高機関として存在したのは何か

☆ 枢密院

□050
大日本帝国憲法のように君主自らが制定した憲法を何とい
うか

☆☆☆ 欽定憲法

□051
大日本帝国憲法で天皇・皇族以外の国民を定義した語は何
か

☆☆☆ 臣民

□052
大日本帝国憲法で天皇にあるとされた陸海軍の指揮権を何
というか

☆☆ 統帥権

□053
1890年（明治23年）に第一回議会が開かれた日本の国会
は何か

☆☆☆☆ 帝国議会

□054
大日本帝国憲法下の議会で、現在の参議院にあたる議院は
何か

☆☆☆ 貴族院

□055
大日本帝国憲法下の議会で、選挙により議員を選出したも
のは何か

☆☆☆ 衆議院

□056
1868年（明治元年）に明治天皇が行幸し、東の皇居と定
めた場所はどこか

☆☆☆☆☆ 東京

□057 明治政府の中核を占めた藩閥4藩はどこか
☆☆☆☆ 薩長土肥（薩摩・長

州・土佐・肥前）

□058
1872年（明治5年）に建設された日本初の機械製糸工場
はどこか

☆☆☆☆☆ 富岡製糸場

□059
1872年（明治5年）に開業した日本初の鉄道の結んだ区
間はどこか

☆☆☆☆☆ 新橋（汐留）から横浜
（桜木町）間

□060
1876年（明治9年）に日本が領有を宣言した場所はどこ
か

☆☆ 小笠原諸島

□061
1876年（明治9年）に、初代教頭にクラークを迎え開校
した学校はどこか

☆☆ 札幌農学校

□062 大隈重信、江藤新平、副島種臣らを輩出した雄藩はどこか
☆☆☆ 肥前藩

□063
板垣退助、後藤象二郎、岩崎弥太郎らを輩出した雄藩はど
こか

☆☆☆ 土佐藩
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□064 伊藤博文が大日本帝国憲法の手本とした国はどこか
☆☆☆☆☆ ドイツ（プロイセン）

□065 五箇条の御誓文を発布した天皇は誰か
☆☆☆☆☆ 明治天皇

□066
倒幕に活躍し、五箇条の御誓文の起草や岩倉使節団副使な
どを務めた長州藩出身者は誰か

☆☆☆ 木戸孝允

□067
倒幕に活躍し、初代内務卿として中央集権国家を築いた薩
摩藩出身者は誰か

☆☆☆ 大久保利通

□068
下級貴族の出身で倒幕に活躍し、海外視察団団長や政府副
総裁を務めたのは誰か

☆☆☆ 岩倉具視

□069
6歳で留学し、帰国後に女子英学塾を開き女子教育の先駆
者となったのは誰か

☆☆☆☆ 津田梅子

□070
倒幕に活躍したが征韓論争で政府を去り、佐賀の乱で敗死
したのは誰か

☆ 江藤新平

□071
倒幕に活躍したが征韓論争で政府を去り、西南戦争で敗死
したのは誰か

☆☆☆☆☆ 西郷隆盛

□072 郵便制度の父と呼ばれる人物は誰か
☆☆☆☆ 前島密

□073 三菱財閥を創始した人物は誰か
☆☆ 岩崎弥太郎

□074
第一国立銀行の他、500を超える企業を設立し、日本資本
主義の父と呼ばれるのは誰か

☆☆☆ 渋沢栄一

□075 「学問のすゝめ」を著し、慶應義塾を創始した人物は誰か
☆☆☆☆ 福澤諭吉

□076
土佐藩出身の政治家で、自由民権運動の主導者となったの
は誰か

☆☆☆☆☆ 板垣退助

□077 肥前藩出身の政治家で、内閣総理大臣になったのは誰か
☆☆☆☆ 大隈重信

□078
ルソーの社会契約論を翻訳し、自由民権運動の理論的指導
者となったのは誰か

☆☆ 中江兆民

□079
土佐藩出身の思想家で、立志社に参加し自由民権運動の指
導者となったのは誰か

☆ 植木枝盛
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□080
長州藩出身の政治家で、ドイツに渡り大日本帝国憲法制定
の中心となったのは誰か

☆☆☆☆☆ 伊藤博文

□081
薩摩藩出身の政治家で、大日本帝国憲法発布時に内閣総理
大臣だったのは誰か

☆ 黒田清隆

□082
長州藩出身の軍人・政治家で、第一回帝国議会時に内閣総
理大臣だったのは誰か

☆ 山県有朋

□083 札幌農学校の初代教頭を務めたお雇い外国人は誰か
☆☆☆ クラーク

□084 大森貝塚を発見したお雇い外国人は誰か
☆☆☆☆☆ モース

□085
日本列島の地質調査を行い、フォッサマグナを発見したお
雇い外国人は誰か

☆☆☆☆☆ ナウマン

□086
1873年（明治6年）に西郷・板垣らが政府を去った事件
は何か

☆☆☆ 征韓論政変（明治6年
政変）

□087
1874年（明治7年）に日本が海外出兵を行った事件は何
か

☆ 台湾出兵

□088 1874年（明治7年）に起きた不平士族の反乱は何か
☆ 佐賀の乱

□089
1875年（明治8年）に朝鮮が日本の軍艦を砲撃した事件
は何か

☆☆ 江華島事件

□090
1877年（明治10年）に起きた最大・最後の不平士族の反
乱は何か

☆☆☆☆☆ 西南戦争

□091
1878年（明治11年）に大久保利通が暗殺された事件は何
か

☆☆ 紀尾井坂の辺

□092
1884年（明治17年）に自由民権運動と地租の軽減要求が
結びつき起きた事件は何か

☆☆☆ 秩父事件

□093 明治天皇が神に誓う形で示された政府の基本方針は何か
☆☆☆☆☆ 五箇条の御誓文

□094
1868年（明治元年）、キリスト教の禁令や転居の禁止な
どを示した太政官の布告は何か

☆☆☆☆ 五榜の掲示

□095
1868年（明治元年）に定められた、天皇一代につき元号
を一つとする制度は何か

☆☆☆☆ 一世一元の制
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□096
1869年（明治2年）に施行された、全国の藩が所有する
土地と人民を朝廷に返還した改革は何か

☆☆☆☆☆ 版籍奉還

□097
1871年（明治4年）に施行された、中央集権化を図る改
革は何か

☆☆☆☆☆ 廃藩置県

□098
1871年（明治4年）に施行された、差別されていた身分
を廃止する法令は何か

☆☆☆ 解放令

□099
1871年（明治4年）に日本が結んだ、初の対等な対外条
約は何か

☆☆☆ 日清修好条規

□100
1872年（明治5年）に発布された、教育に関する布告は
何か

☆☆☆☆ 学制

□101 1873年（明治6年）に施行された、国民皆兵制度は何か
☆☆☆☆☆ 徴兵令

□102
1873年（明治6年）に施行された、土地制度・税制改革
は何か

☆☆☆☆☆ 地租改正

□103
1875年（明治8年）に日本が結んだ、国境を画定するた
めの条約は何か

☆☆ 樺太千島交換条約

□104
1876年（明治9年）に日本が結んだ、日本にとって有利
な不平等条約は何か

☆☆☆ 日朝修好条規

□105
1880年（明治13年）に施行された、自由民権運動を取り
締まる法令は何か

☆ 集会条例・新聞紙条例

□106
1881年（明治14年）、自由民権運動を抑えるために出さ
れた文書は何か

☆☆☆☆☆ 国会開設の勅諭（国会
開設の詔）

□107 1889年（明治22年）2月11日に公布された憲法は何か
☆☆☆☆☆ 大日本帝国憲法

□108
近代の西欧思想と民主主義の理念を教えた福澤諭吉の著書
は何か

☆☆☆ 学問のすゝめ

□109 ルソーの社会契約論を翻訳した中江兆民の著書は何か
☆ 民約訳解

□110 地租改正にによって定められた納税のしくみを説明せよ
☆☆☆☆☆

土地の所有者に地券を
発行し、地価の3％を

地租として納める

□111 伊藤博文がプロイセンの憲法を手本としたのはなぜか
☆☆☆☆☆ プロイセンの憲法は君

主権が強かったから
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□112
第1回帝国議会衆議院総選挙で選挙権が与えられた者につ
いて説明せよ

☆☆☆☆☆ 直接国税15円以上を納
める満25歳以上の男子

□113 明治元年とされたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1868年

□114 五箇条の御誓文が出されたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1868年

□115 五榜の掲示が出されたのは何年か
☆☆☆ 1868年

□116 版籍奉還が行われたのは何年か
☆☆ 1869年

□117 岩倉使節団が派遣されたのは何年か
☆ 1871年

□118 郵便制度が開始されたのは何年か
☆☆ 1871年

□119 廃藩置県が行われたのは何年か
☆☆ 1871年

□120 新橋〜横浜間に鉄道が開通したのは何年か
☆☆☆☆ 1872年

□121 学制が発布されたのは何年か
☆☆☆ 1872年

□122 徴兵令が施行されたのは何年か
☆☆☆☆ 1873年

□123 地租改正が行われたのは何年か
☆☆☆☆ 1873年

□124 民選議院設立建白書が出されたのは何年か
☆ 1874年

□125 西南戦争が起こったのは何年か
☆☆ 1877年

□126 国会開設の勅諭が出されたのは何年か
☆☆☆ 1881年

□127 初代内閣総理大臣が就任したのは何年か
☆☆☆ 1885年
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□128 大日本帝国憲法が公布されたのは何年か
☆☆☆☆☆ 1889年

□129 第1回帝国議会が開かれたのは何年か
☆☆☆ 1890年

□　130 富岡製糸場がある都道府県はどこか
☆☆☆☆☆ 群馬県

□131 五日市がある都道府県はどこか
☆☆☆ 東京都

□132 秩父がある都道府県はどこか
☆☆☆ 埼玉県

□133
「広く会議を興し万機公論に決すべし」から始まる文書は
何か

☆☆☆☆☆ 五箇条の御誓文

□134
「切支丹邪宗門の儀は固くご禁制」の一節がある文書は何
か

☆☆☆ 五榜の掲示

□135
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」から始ま
る文書は何か

☆☆☆☆ 学問のすゝめ

□136
岐阜での演説中に襲われ、「我死するとも自由は死せん」
と叫んだとされるのは誰か

☆☆ 板垣退助

□137 自由党を設立したのは誰か
☆☆☆ 板垣退助

□138 立憲改進党を設立したのは誰か
☆☆☆ 大隈重信

□139 初代内閣総理大臣は誰か
☆☆☆ 伊藤博文

□140 琉球藩の設置から沖縄県の設置までを総称して何というか
☆☆ 琉球処分

□141 地租改正当初、地租は地価の何％と定められたか
☆☆☆☆☆ 3%

□142
第1回帝国議会選挙で選挙権が与えられたのは、納税額何
円以上の者か

☆☆☆☆☆ 15円

□143
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：版籍奉還　イ：五箇条の御誓文　ウ：廃藩置県　
エ：琉球藩設置】 ☆☆☆☆☆ イ→ア→ウ→エ
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□144
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：西南戦争　イ：徴兵令　ウ：民選議院設立建白書　
エ：国会開設の勅諭】 ☆☆☆☆☆ イ→ウ→ア→エ

□145
次の出来事を時代が古い順に並べよ 
【ア：内閣制度開始　イ：第1回帝国議会　ウ：大日本帝
国憲法発布　エ：秩父事件】 ☆☆☆☆☆ エ→ア→ウ→イ

明治時代（1）



明治時代（1）解答  

001 明治維新
天皇を中心とした近代国家への転換とそれに伴う社会変化を明治維新という

002 慶応
慶応4年10月23日に明治元年へと元号が変わり、一世一元の制が定められた

003 殖産興業
工部省が設置され、お雇い外国人が鉄道や鉱山、工場を整備し殖産興業が進んだ

004 富国強兵
明治政府により地租改正や徴兵令などの富国強兵政策が実施された

005 文明開化
「文明開化」という語を初めて使ったのは福沢諭吉である

006 知藩事
版籍奉還後も旧来の藩主が知藩事として地方を治めたが、中央集権化を図り廃藩置
県が行われた

007 県令
県令は政府によって任命され、中央集権化が進んだ

008
太政官（だじょうか
ん）

内閣制度の制定までは太政官が行政組織の頂点にあった

009 参議
内閣制度の制定までは、参議と各省の長官によって太政官が運営された

010 開拓使
北海道開拓使により札幌の市街が建設され、北海道の中心となった

011 藩閥政府（藩閥政治）
明治政府の中心は薩摩・長州出身者が占め、藩閥政府と批判された

012 岩倉使節団
団長の岩倉具視以下、大久保利通・伊藤博文らが欧米を視察し、日本の近代化に貢
献した

013 郵便制度
東京・大阪間の官営郵便が開始され、前島密によって郵便制度が整備された

014 徴兵告諭
徴兵告諭によって国民皆兵の理念が出され、士族階級の解体が始まった

015 血税一揆

徴兵告諭にあった「血税」の表現を生き血を取られると勘違いし、一揆となった説
がある



016 鎮台
徴兵された兵士は各地の鎮台に配置され、訓練を受けた

017 四民平等
「士農工商」とよばれた江戸時代の身分制度をなくしたことを四民平等という

018 華族
華族は世襲制で、特権が与えられた

019 士族
武士が持っていた特権は段階的に消滅し、士族は戸籍に書かれるだけのものとなっ
た

020 平民
華族・士族以外は平民とされたが、士族との権利上の違いはなかった

021 壬申戸籍
壬申戸籍には華族・士族・平民の別が記載された

022 琉球藩
1872年の琉球藩の設置から1879年の沖縄県の設置を琉球処分という

023 第一国立銀行
第一国立銀行は現在のみずほ銀行につながる

024 内務省
初代内務卿は大久保利通が務め、国政を主導する中央官庁となった

025 征韓論
武力をもって朝鮮を開国させようという征韓論で政府内は二分された

026 太陽暦
太陽暦導入に伴い、明治5年12月2日の翌日が明治6年1月1日とされた

027 紀元節
紀元節とされた2月11日は、現在建国記念日とされている

028 地券
田畑永代売買禁止が廃止され、土地の売買が許可されるとともに地券が発行された

029 地租
1873年の地租改正により、物納から金納へと税制が変わった

030 お雇い外国人
モースやフェノロサ、クラークなど多くのお雇い外国人が日本の近代化に貢献した

031 官営模範工場
富岡製糸場、八幡製鉄所、造幣局（大阪）の3つが三大官営工場とされる



032 屯田兵
初期の屯田兵には貧窮した東北地方の士族が多かった

033 啓蒙思想
個人の理性を重んじる啓蒙思想により思想の近代化が進んだ

034 廃仏毀釈
明治政府の出した祭政一致の方針を曲解し、寺院を破壊する廃仏毀釈が起こった

035 散切り頭
近代化の象徴として、まげを切り落とした散切り頭がもてはやされた

036 ガス灯
ガス灯は文明開化の象徴であった

037 牛鍋
それまで食用とされなかった牛肉が、牛鍋として食べられた

038 レンガ
地震の多い日本にレンガ造りの建物は不適で、関東大震災後は減少した

039
陸蒸気（おかじょう
き）

蒸気船に対する語として、鉄道は陸蒸気と呼ばれた

040 自由民権運動
征韓論で敗れた板垣退助らが起こした自由民権運動は国民的な運動になった

041 民撰議院設立建白書
民撰議院設立建白書は薩長の専制を批判し、選挙によって選ばれた議会の設立を要
求した

042 立志社
立志社は民撰議院設立建白書を提出し、初期の自由民権運動の中心となった

043 沖縄県
沖縄県の設置により、琉球王国は滅亡した

044 国会期成同盟
自由民権運動が全国的な運動となり、国会期成同盟が結成された

045 自由党
板垣退助を党首として結成された自由党は、立憲自由党として帝国議会選挙で第一
党となる

046 立憲改進党
立憲改進党はイギリス流の君主制を目指していた

047 五日市憲法
五日市憲法の人権に関する内容は日本国憲法と差のないものだった



048 内閣制度
1885年、伊藤博文を初代内閣総理大臣として内閣制度が始まった

049 枢密院
枢密院は天皇の最高諮問機関として藩閥政治の中核をなした

050 欽定憲法
大日本帝国憲法は手本としたドイツ（プロイセン）と同じ欽定憲法であった

051 臣民
大日本帝国憲法では国民は臣民として、権利は法によって規制された

052 統帥権
統帥権の存在が、軍と政党政治の対立する原因となった

053 帝国議会
大日本帝国憲法下で開かれた議会を帝国議会という

054 貴族院
貴族院では華族・皇族議員や、天皇の任命による議員が議論した

055 衆議院
帝国議会衆議院は選挙によって議員を選出した

056 東京
江戸城を東京城と改名し、明治2年からは東京城を皇城とした

057
薩長土肥（薩摩・長
州・土佐・肥前）

明治十四年の政変以降は薩長が政府中枢を占めた

058 富岡製糸場
富岡製糸場で技術を学んだ女工により、全国に近代的な製紙技術が広まった

059
新橋（汐留）から横浜
（桜木町）間

1874年には大阪から神戸間でも鉄道が開通する

060 小笠原諸島
小笠原諸島は第2次世界大戦後にアメリカ領となるが、1968年に返還された

061 札幌農学校
札幌農学校の初代教頭クラーク博士は「青年よ大志を抱け」の言葉で知られる

062 肥前藩
肥前藩出身の政治家には大隈重信らがいる

063 土佐藩
土佐藩出身の政治家には板垣退助らがいる



064 ドイツ（プロイセン）
君主権の強いドイツ憲法を手本に大日本帝国憲法が作られた

065 明治天皇
五箇条の御誓文は明治天皇が神に誓う形で出された

066 木戸孝允
木戸孝允（桂小五郎）は明治維新に大きく貢献したが、若くして病死した

067 大久保利通
大久保利通は征韓論争で勝利後は独裁体制を敷いたが、紀尾井坂で暗殺された

068 岩倉具視
岩倉具視は海外視察中に鉄道の重要性を知り、日本鉄道会社（山手線・東北本線）
の設立に参加した

069 津田梅子
津田梅子の女子英学塾は津田塾大学となり、2024年には五千円札の肖像となる

070 江藤新平
肥前藩出身の江藤新平は急進的な民権論者で、征韓論で敗れた後に佐賀の乱を起こ
した

071 西郷隆盛
西南戦争で西郷が敗れたことにより、反政府運動は自由民権運動へ変わっていく

072 前島密
東京・大阪間の官営郵便が開始され、前島密によって郵便制度が整備された

073 岩崎弥太郎
土佐藩出身の岩崎弥太郎は政府と近く、政府の軍事輸送などを担い三菱が成長した

074 渋沢栄一
渋沢栄一は2023年の大河ドラマ主人公であり、2024年には一万円札の肖像とな
る

075 福澤諭吉
福澤諭吉は多数の著作を残し、明治以降の教育界に大きな影響を残した

076 板垣退助
板垣は自由民権運動の先頭に立ちつつ、政府の要職も歴任した

077 大隈重信
大隈は自由民権運動の先頭に立ちつつ、政府の要職も歴任した

078 中江兆民
中江兆民は「民約訳解」で人民主権を主張し、衆議院議員も務めた

079 植木枝盛
植木枝盛の大日本国国憲按（憲法草案）は革命権を認める急進的な物だった



080 伊藤博文
倒幕に活躍した伊藤博文は、政治家として憲法制定の中心となった

081 黒田清隆
黒田清隆は倒幕で活躍し、開拓使長官なども務めたのち第2代内閣総理大臣となっ
た

082 山県有朋
山県有朋は倒幕・西南戦争で活躍した軍人で、政治家としても内閣総理大臣となっ
た

083 クラーク
札幌農学校の初代教頭クラーク博士は「青年よ大志を抱け」の言葉で知られる

084 モース
動物学者エドワード・モースは明治政府のお雇い外国人として来日し、文部省を訪
れる途中の汽車中から大森貝塚を発見した

085 ナウマン
ナウマン博士は横須賀で発見されたナウマンゾウの研究でも知られる

086
征韓論政変（明治6年
政変）

征韓論を主張した西郷・板垣らが大久保利通と対立し、政府を去った

087 台湾出兵
琉球の島民が台湾で殺害された報復として日本は台湾に出兵した

088 佐賀の乱
江藤新平による佐賀の乱から不平士族の反乱が始まった

089 江華島事件
江華島事件の結果、朝鮮側に不平等な日朝修好条規が結ばれた

090 西南戦争
西南戦争で西郷が敗れたことにより、反政府運動は自由民権運動へ変わっていく

091 紀尾井坂の辺
大久保利通は征韓論争で勝利後は独裁体制を敷いたが、紀尾井坂で暗殺された

092 秩父事件
過激化する自由民権運動の最大の暴動が秩父事件であった

093 五箇条の御誓文
五箇条の御誓文に示された「万機公論に決す」は自由民権運動の根拠となった

094 五榜の掲示
五榜の掲示は五箇条の御誓文と同日に出されたが、その内容は数年ですべて取り消
された

095 一世一元の制
慶応4年10月23日に明治元年へと元号が変わり、一世一元の制が定められた



096 版籍奉還
土地（版）と人民（籍）を朝廷に返還し、藩主は知藩事となった

097 廃藩置県
旧大名による藩を廃止し、県令による統治を行うことで中央集権体制を確立した

098 解放令
解放令によって被差別身分を抜けた者は壬申戸籍に「新平民」と書かれ、差別はな
くならなかった

099 日清修好条規
日清修好条規は日本にとっても清にとっても、開国後に初めて結んだ平等条約であ
った

100 学制
学制により8年の小学校義務教育が開始され、2万校の小学校が整備された

101 徴兵令
徴兵令の施行により武士の特権は奪われ、江戸時代の身分制度が解体した

102 地租改正
地租改正により、土地の私有が認められ物納から金納へと税制が変わった

103 樺太千島交換条約
日本が樺太の領有権を放棄し、千島列島の北部を日本領とした

104 日朝修好条規
江華島事件の結果、朝鮮側に不平等な日朝修好条規が結ばれた

105 集会条例・新聞紙条例
集会の自由や言論・表現の自由を取り締まることで自由民権運動の激化を抑えた

106
国会開設の勅諭（国会
開設の詔）

10年後の国会開設を約束することで、激化する自由民権運動を抑えようとした

107 大日本帝国憲法
大日本帝国憲法は翌1890年11月29日の第1回帝国議会開会と同時に施行された

108 学問のすゝめ
日本の総人口が3000万人だった当時に、学問のすゝめは300万部のベストセラー
となった

109 民約訳解
中江兆民は「民約訳解」で人民主権を主張し、衆議院議員も務めた

110
土地の所有者に地券を
発行し、地価の3％を
地租として納める

地租改正により、土地の私有が認められ物納から金納へと税制が変わった

111
プロイセンの憲法は君
主権が強かったから

イギリス流の議会主義を目指した大隈重信は明治14年の政変で追放され、伊藤の
目指す憲法が作られた



112
直接国税15円以上を
納める満25歳以上の
男子

第1回帝国議会選挙で選挙権が与えられのは全人口のわずか1.1％にすぎなかった

113 1868年
慶応4年10月23日に明治元年へと元号が変わり、一世一元の制が定められた

114 1868年
明治天皇が神に誓う形で、施政方針が五箇条の御誓文として出された

115 1868年
五箇条の御誓文と同日に、民衆に向けて五榜の掲示が出された

116 1869年
土地（版）と人民（籍）を朝廷に返還し、藩主は知藩事となった

117 1871年
団長の岩倉具視以下、大久保利通・伊藤博文らが欧米を視察し、日本の近代化に貢
献した

118 1871年
東京・大阪間の官営郵便が開始され、前島密によって郵便制度が整備された

119 1871年
旧大名による藩を廃止し、県令による統治を行うことで中央集権体制を確立した

120 1872年
1874年には大阪から神戸間でも鉄道が開通する

121 1872年
学制により8年の小学校義務教育が開始され、2万校の小学校が整備された

122 1873年
徴兵令の施行により武士の特権は奪われ、江戸時代の身分制度が解体した

123 1873年
地租改正により、土地の私有が認められ物納から金納へと税制が変わった

124 1874年
民撰議院設立建白書は薩長の専制を批判し、選挙によって選ばれた議会の設立を要
求した

125 1877年
西南戦争で西郷が敗れたことにより、反政府運動は自由民権運動へ変わっていく

126 1881年
10年後の国会開設を約束することで、激化する自由民権運動を抑えようとした

127 1885年
1885年、伊藤博文を初代内閣総理大臣として内閣制度が始まった



128 1889年
君主権の強いドイツ憲法を手本に大日本帝国憲法が作られた

129 1890年
第1回帝国議会選挙で選挙権が与えられのは全人口のわずか1.1％にすぎなかった

　
130 群馬県

群馬県富岡町に現存する富岡製糸場は世界遺産に登録されている

131 東京都
五日市は養蚕の町で、横浜と街道で結ばれていたため進歩的な思想が根付いた

132 埼玉県
埼玉県の秩父で自由党員が秩父困民党を結成し、武装蜂起した

133 五箇条の御誓文
五箇条の御誓文第五条は「智識を世界に求め大いに皇基を振起すべし」である

134 五榜の掲示
五榜の掲示の内容は江戸時代の民衆統制策と変わらないものだった

135 学問のすゝめ
福澤諭吉は生まれながらに平等な人間に差ができるのは学問をしたかどうかによ
る、とした

136 板垣退助
「板垣死すとも自由は死せず」ではなく、「痛い、医者を呼んでくれ」と言った説
もある

137 板垣退助
板垣の設立した自由党はフランス流の民主主義を目指したが過激化し解散した

138 大隈重信
大隈の設立した立憲改進党はイギリス流の議会民主主義を目指した

139 伊藤博文
伊藤博文は4度にわたって総理大臣を務めた

140 琉球処分
1872年の琉球藩の設置から1879年の沖縄県の設置を琉球処分という

141 3%
地租改正反対一揆が多発し、1877年には地価の2.5％に引き下げられた

142 15円
1925年の普通選挙法制定で納税額による制限が撤廃される

143 イ→ア→ウ→エ
イ（1868年）→ア（1869年）→ウ（1871年）→エ（1872年）



144 イ→ウ→ア→エ
イ（1873年）→ウ（1874年）→ア（1877年）→エ（1881年）

145 エ→ア→ウ→イ
エ（1884年）→ア（1885年）→ウ（1889年）→イ（1890年）


