
現代社会と基本的人権　国会 

[1] 私生活を他人に知られない権利を何というか。情報化社会にあっては，個人の尊厳をまもるために保障されねばならない権利となっている。

[2] 新しい人権で，国民が主権者として国政に参加するにあたり，国家や社会の情報に接し，知ることができるという権利を何というか。

[3] 知る権利の保障には，政府や地方自治体のもっている情報を，請求に応じて公開する制度の確立が必要となる。こうした制度のことを何というか。

[4] 良好な環境のもとで生活することを求めて，幸福追求権や生存権を根拠にして主張されている権利を何というか。これまでの判決では，まだ明確に
    認められていない。

[5] 環境にかかわる権利として，太陽の光を浴びる権利が法的に確立している。この新しい権利を何というか。

[6] プライバシーの権利や環境権など，憲法に明記されていない新しい基本的人権を求める際に援用される，憲法13条の権利を何というか。

[7] 人権の保障が，国内政治の枠をこえて世界共通の課題としてとらえられ，人権の確立と拡充が国際的に展開されている現象を何というか。

[8] 人権の国際化をすすめるため，1966年の国連総会で採択された条約を何というか。経済的・社会的な権利に関するＡ規約と，市民的・政治的権利に
    関するＢ規約からなっている。

[9] 結社の自由や団結権を保障したり，社会保障の最低基準を規定することによって，労働者の人権を守ろうとしている国際機関を何というか。

[10] 1989年，子どもの権利保障を各国政府に義務づけるため，国連総会で採択された条約を何というか。子どもを，権利の主体としてとらえる条約。日
     本は1994年に批准した。

[11] 国連総会において，子どもの権利条約が採択されたのは何年か。

[12] パレスチナやインドシナなど，紛争が頻発する地域からのがれて外国にいる人びとに対して，最低限の人権を保障しようとして制定された条約を何
     というか。

[13] 政治犯の釈放運動など，人権を抑圧されている人びとを救援する活動をおこなっている，国際的な民間組織を何というか。

[14] 日本の政治機構（政治の組織的わくぐみ）を構成しているもっとも基本的な原理を二つ答えなさい。

[15] 日本の三権分立は，国会と内閣との関係において，完全分離ではなく，イギリス流の協力融合の形をとっている。こうした制度を何というか。

[16] 日本の三権分立は，制度的にはアメリカ流の司法権優位の考え方がとられている。立法権や行政権に対して司法権の優位がおこるのはなぜか。

[17] 憲法前文は，「国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する」と述べている。このことは，どういう考え方を宣言したものか。

[18] 議会制民主主義の考え方は，国会を政治の中心におくことを意味する。これを何というか。

[19] 日本国憲法は，議会制民主主義にもとづき，国会をどのような機関と定めているか二つ答えなさい。

[20] 国会は唯一の立法機関であり，立法権を独占する。しかし地方自治体には条例の制定権を認め，立法権独占の例外を規定している。憲法上，この他
     どのような例外があるか，二つ答えなさい。

[21] 憲法改正の発議は，国会だけができる権限である。この発議のためには，どのような手続きが必要であるか答えなさい。

[22] 行政権との関係で，国会に認められている権限を二つ答えなさい。

[23] 条約に関して，国会に認められている権限は何か。条約締結は内閣の権限であるが，これがないと条約は成立しない。

[24] 司法権との関係で国会に認められている権限には，裁判官を裁くための裁判所を設置する権限がある。この裁判所のことを何というか。

[25] 裁判官の職務上の違反や，裁判官として信用を失わせるような行為があった場合に，弾劾裁判所に罷免を申し立てる委員会を何というか。衆参両議
     院の議員各10名で構成する。

[26] 新たに税金を課したり，現行の税制を変更するときは，かならず国会で法律を制定しておこなわなければならないと憲法で規定している。この考え
     方を何というか。

[27] 法律で，国会の権限と定められていることを二つ答えなさい。

[28] 国会は，衆議院と参議院の二つの議院によって構成されている。こういう制度を何というか。

[29] 憲法に明文規定はないが，国会が立法機関であることから，当然各議院がもっている権限を答えなさい。

[30] 国会は唯一の立法機関であるが，憲法上，両議院に例外を認めている。両議院がそれぞれもっている立法権を何というか。

[31] 各議院は，国政全般について調査する権限をもっている。この権限を何というか。あらゆる行政の事実を，証人を喚問するなどして調査することが
     できる。

[32] 両議院は，おのおのその議員の議席を失わせる裁判をおこなう権限をもっている。この裁判のことを何というか。

[33] 衆参両議院は，議事を開き議決するためには，一定の出席者数（定足数）がなければならない。憲法上，定足数はどのように定められているか。

[34] 衆議院議員の任期と解散の有無を答えなさい。

[35] 国会の意志決定が円滑におこなわれることを配慮して，両院の議決が異なったときには，一方の議院の決定をもって国会の決定とする場合がある。
     このことを何というか。

[36] 衆議院の優越が認められていることを四つ答えなさい。

[37] 衆議院にのみ認められている権限を二つ答えなさい。



[38] 予算の議決，条約の承認，内閣総理大臣の指名に際し，衆参両議院の意見が一致しないときは，憲法上かならず開かねばならない会議がある。これ
     を何というか。

[39] 両院協議会が任意で開かれる場合がある。これは，何について衆参の意見が一致しないときか答えなさい。

[40] 衆議院で可決し，参議院でこれと異なった議決をした法律案は，どのような手続きで法律となるか。

[41] 予算について，両院協議会を開いても意見が一致しないときは，どのようにして予算を決定するか答えなさい。

[42] 条約の承認について，参議院が，衆議院の承認した条約を受けとったあと，国会休会中の期間をのぞいて何日以内に議決しないと，衆議院の議決を
     国会の議決としてしまうか。

[43] 内閣総理大臣の指名について，衆議院の指名議決後，何日以内に参議院が指名の議決をしないと，衆議院の議決を国会の議決としてしまうか。

[44] 参議院議員の任期と改選の方法について答えなさい。

[45] 参議院でおこなわれている比例代表制の選挙は，どのような方式で当選者個人を決定するのか答えなさい。

[46] 衆議院の解散中に緊急の必要がある場合，参議院のみの議決を臨時に国会の議決とすることができる。こうした参議院の集会を何というか。

[47] 参議院の緊急集会で決まったことは臨時のものなので，次の国会が開かれた後10日以内に，特別の措置が必要である。この特別の措置を何というか。

[48] 憲法は，国会の形態（種類）を三つに区別している。その三つの形態を，それぞれ何というか。

[49] 毎年かならず１回，１月中に召集される会期 150日の国会を何というか。

[50] 通常国会の中心議題は何か。

[51] 衆議院の任期満了にともなう総選挙のあとに開かれる国会を何というか。

[52] 臨時会は，内閣が必要に応じて召集するだけでなく，議院の要求があれば，内閣はその召集を決定しなければならない。要求数がどれだけあれば臨
     時会が召集されるか。

[53] 衆議院の解散にともなう総選挙のあとに開かれる国会を何というか。選挙の日から30日以内に召集される国会。

[54] 特別会の中心議題は何か。

[55] 衆議院・参議院において，それぞれ総議員で構成する会議を何というか。総議員の３分の１以上の出席で成立し，議決は原則過半数。議事は公開を
     原則とする。

[56] 本会議の議決の際，出席議員の３分の２以上の特別多数決を必要とするものの一つに，法律案の衆議院における再議決がある。その他どのような議
     決があるか二つ答えなさい。

[57] 衆参両院に設置される常設の委員会を何というか。予算・文教・外務などの委員会があり，議案の実質的審議がおこなわれる。すべての議員はいず
     れかの委員会に属する。

[58] 特定の問題を審議するために設置される委員会を何というか。特定の問題がその議院で議決されるまで，存続する。

[59] 国会の委員会制は，議員の専門的知識や経験が生かされる点ですぐれているが，一方で欠点もある。最大の欠点は何か。

[60] 常任委員会および特別委員会で，利害関係者や学識経験者等から意見を聴取する会を何というか。総予算と重要な歳入法案については，かならずこ
     の会を開かなければならない。

[61] 国会の召集，会期，委員会および会議の方法などについて，具体的にくわしく定めている法律を何というか。

[62] 国会議員の提案による立法を何というか。国会中心主義の立場からすると，法律はすべて議員の提案でなされるべきであるが，現実には内閣提案の
     立法が多い。

[63] 国会議員は国会の会期中は逮捕されない，という権限を何というか。国会議員の地位を保護するためで，会期前の逮捕であっても，議院の要求があ
     れば会期中は釈放される。

[64] 言論の自由は国会制度に不可欠である。そのため両議院の議員は，本会議や委員会でおこなった演説・討論・表決について，議院外で責任を問われ
     ない。このことを何というか。



現代社会と基本的人権     [模 範 解 答]
[1] プライバシーの権利    
[2] 知る権利    
[3] 情報公開制度    
[4] 環境権    
[5] 日照権    
[6] 幸福追求権    
[7] 人権の国際化    
[8] 国際人権規約    
[9] 国際労働機関（ＩＬＯ）    
[10] 子どもの権利条約    
[11] 1989年    
[12] 難民条約    
[13] アムネスティ＝インターナショナル    
[14] 三権分立    議会制民主主義（代議制）    
[15] 議院内閣制    
[16] 裁判所に違憲立法審査権があるから    
[17] 議会制民主主義    
[18] 国会中心主義    
[19] 国権の最高機関    唯一の立法機関    
[20] 衆議院，参議院の規則制定権    最高裁判所の規則制定権    
[21] 各議院の総議員の３分の２以上の賛成    
[22] 内閣総理大臣の指名    予算の議決    
[23] 条約の承認    
[24] 弾劾裁判所    
[25] 訴追委員会    
[26] 租税法律主義    
[27] 自衛隊出動の承認    中央選挙管理会委員の指名    
[28] 二院制    
[29] 法律案の提出権    
[30] 規則制定権    
[31] 国政調査権    
[32] 議員の資格争訟の裁判    
[33] おのおの総議員の３分の１以上の出席    
[34] ４年，解散あり    
[35] 衆議院の優越    
[36] 法律案の議決    予算の議決    内閣総理大臣の指名    条約の承認    
[37] 予算の先議権    内閣不信任決議    
[38] 両院協議会    
[39] 法律案    
[40] 衆議院で，出席議員の３分の２以上の賛成で再可決    
[41] 衆議院の議決を国会の議決とする    
[42] 30日以内    
[43] 10日以内    
[44] ６年，半数改選    
[45] 拘束名簿式    
[46] 緊急集会    
[47] 衆議院の同意    
[48] 常会，臨時会，特別会    
[49] 常会（通常国会）    
[50] 予算審議    
[51] 臨時会（臨時国会）    
[52] いずれかの議院の総議員の４分の１以上の要求    
[53] 特別会（特別国会）    
[54] 内閣総理大臣の指名    
[55] 本会議    
[56] 議員の議席を失わせる議決    秘密会開催の議決    
[57] 常任委員会    
[58] 特別委員会    
[59] 本会議の形式化    
[60] 公聴会    
[61] 国会法    
[62] 議員立法    
[63] 不逮捕特権    
[64] 免責特権    


