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【1】2010 関西大学 2/3,学部個別日程(３教科型) 外国語 経済 社会 人間健康 政策創造  

 世界の国々には，いくつかの政治体制が見られるが，その一つに議院内閣制がある。わが国も採用している

とされる議院内閣制とはどのようなものか，以下で詳しく見てみよう。 
 議院内閣制の端緒は，イギリスに見出すことができる。すなわち，1742 年に初代( 1 )の( 2 )が，議会

の信任を失って，その内閣が総辞職したことに始まる。 
 議院内閣制は，議会が選出した( 1 )によって内閣が組織され，議会の信任に基づいて内閣が存立し，内

閣が議会に対して責任を負う制度であると説明される。この場合，選挙の結果により，議会の多数派が内閣を

組織することになる。議会は，内閣の政策や判断が支持できない場合，不信任決議を行うことができる。それ

に対して，内閣は，総辞職するか，または，議会を( 3 )し，国民に信を問うことができる。 
 これをイギリスについて見ていくことにしよう。イギリスにおける議会は，( 4 )と( 5 )で構成され，

予算の議決などについて( 5 )優越の原則が確立している。( 4 )は任期や定数が不定であるのに対し，国

民の普通選挙によって選出される( 5 )は任期が( 6 )年で，定数が 646 名とされている。 
 内閣は，事実上，( 5 )で多数を占める政党の党首が( 1 )となって組織される。政権は，多数を占める

政党が与党となり担当される。イギリスでは，労働党・保守党による二大政党制が展開されており，野党は，

「( 7 )の内閣」を組織し，政権担当に備えることが慣例となっている。 
 ところで，イギリスにおいては，国家元首として( 8 )が存在するが，その( 8 )と政治との関わりにつ

いては，どのように説明されるのか。このことを表す言葉として，一般に「( 8 )は君臨すれども( 9 )せ
ず」ということが言われ，( 9 )に関しては，議院内閣制のもとで内閣が担当する。 
 最後に，議院内閣制という政治体制はどのように評価できるのであろうか。権力分立の考え方の下では，権

力の( 10 )が図られるべきことになるが，実際上，議院内閣制の下では，議会の多数派が政権を担うことで

政権の安定が図られる一方で，内閣(行政)と議会(立法)の双方に大きな影響を与えることになる。とくに単独

政権である場合には，内閣と議会との関係において( 10 )が機能しなくなるおそれがあろう。また，( 1 )
を国民が直接選ぶわけではないので，( 1 )と国民との結びつきが弱いことも指摘されている。 

(ｱ) 3 (ｲ) 4 (ｳ) 5 (ｴ) 裏 (ｵ) 影 (ｶ) 次 (ｷ) 第二 (ｸ) 支配 (ｹ) 召集 (ｺ) 統治 

(ｻ) 閉会 (ｼ) 関与 (ｽ) 停止 (ｾ) 解散 (ｿ) 首相 (ﾀ) 民会 (ﾁ) 上院 (ﾂ) 右院  

(ﾃ) 左院 (ﾄ) 下院 (ﾅ) 国王 (ﾆ) 大統領 (ﾇ) 代議院 (ﾈ) バーク (ﾉ) 書記長 

(ﾊ) 国家主席 (ﾋ) ブライス (ﾌ) ブラウン (ﾍ) ウォルポール(ﾎ) 抑制と均衡 

(ﾏ) 選択と集中 (ﾐ) シビリアンコントロール 

 

【2】2010 関西大学 2/7,全学部日程(３教科型)  

 ( 1 )は，イギリス法史上，最も重要な法律家の 1 人であり，( 2 )の起草者としても知られている。16
世紀後半に庶民院議長，法務総裁などを歴任した彼は，17 世紀( 3 )王朝下では裁判官に転じ，多くの功績

を残した。( 1 )の功績としては，彼が裁判官在任中に担当した 2 つの事件において，コモン・ローの優位

を強く主張し，イギリスにおける①法の支配の確立に決定的な役割を果たしたことが知られている。 
 ( 1 )のいうコモン・ローの優位には，次の 2 つの意味がある。ひとつは，国王に対するコモン・ローの

優位である。( 1 )は，②教会に関する事項の事件を，国王がコモン・ロー裁判所から引き上げ，自ら裁可す

ることができるかどうかが争われた事件において，13 世紀中葉に著された( 4 )の著書の言葉を引用し，国

王による裁判権の行使を否定した。これは，国王に対するコモン・ローの優位を説くばかりでなく，コモン・

ローを運用する裁判所の優位をも含意するものであった。もうひとつは，制定法に対するコモン・ローの優位

である。( 1 )は，王立医師会に一定の処罰権限を認めるヘンリー8 世の開封勅許状と，それを確認する制定

法に違反したとして，ある医師がロンドン市内での不正開業の罪で罰金の支払いを科され，その後，収監され
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た事件において，制定法が正義や条理に反していたり，矛盾していたりする場合には，コモン・ローによって

無効と裁定される，という判決を下した。この判決は，制定法に対するコモン・ローの優位と同時に，人定法

に対する自然法の優位をも含意している。 
 他方で，( 1 )は，裁判官や政治家としての仕事ばかりではなく，『イギリス法提要』や『判例集』など

の著書を通して，いわば法学者としても後世に大きな影響を及ぼした。例えば，( 1 )は，( 5 )に近代的

解釈を施したことでも知られている。すなわち，( 5 )第 29 条(旧第 39 条，第 40 条に相当)は「自由人は，

その同輩によるか，または国法によるのでなければ，逮捕，監禁，差押，法外措置，もしくは追放をうけまた

はその他の方法によって侵害されることはない。朕
ちん

も彼の上に赴かず，また彼の上に派遣しない。」と規定し

ているが，( 1 )は，この規定の「国法によるのでなければ」という文言が「③法の適正な過程によるのでな

ければ」という意味であると解釈し，法に基づかない人身の自由の拘束を禁じた規定である，と主張したので

ある。こうした解釈を通して，( 1 )は，国王の権力が無制限ではないことを歴史的な観点から基礎づけ，

同時に，封建制の崩壊とともに重要度を失いつつあった( 5 )に近代的な意味での自由と人権を保障する役

割を付与したのである。 
 以上の( 1 )の功績に対しては，今日では，様々な批判が加えられている。また彼の死後のイギリスでは，

1688 年の名誉革命後，「男を女にし，女を男にすること以外は何でもできる」という言葉に象徴される( 6
 )の原則が確立され，法の支配も一定の調整を迫られることとなった。しかし，( 1 )の精神は，その後，

アメリカに受け継がれ，④違憲立法審査権として結実していくことになる。 
問(A) 文中の( 1 )～( 6 )に最も適当な語句を下記の語群から一つ選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) 大憲章 (ｲ) 国民主権 (ｳ) 権利章典 (ｴ) 信義誠実 (ｵ) 君主主権 (ｶ) 議会主権 

(ｷ) 三権分立 (ｸ) 権利請願 (ｹ) 法の精神 (ｺ) ノルマン (ｻ) ブルボン  

(ｼ) 独占禁止法 (ｽ) 刑事訴訟法 (ｾ) 民事訴訟法 (ｿ) チューダー (ﾀ) スチュアート 

(ﾁ) トマス・モア (ﾂ) リヴァイアサン (ﾃ) ハノーヴァー (ﾄ) ジョン・ロック  

(ﾅ) トマス・ホッブズ (ﾆ) ジョン・アダムズ (ﾇ) ヘンリー・ブラクトン  

(ﾈ) エドワード・コーク (ﾉ) フランシス・ベーコン (ﾊ) ジョセフ・ストーリー  

(ﾋ) ジャン・ジャック・ルソー 

問(B) 下線部①を，1885 年に著した『憲法研究序説』のなかで，イギリス憲法の特質と位置づけた人物とし

て最も適当なものを，次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) ジョン・スチュアート・ミル (ｲ) ジャン・ボダン (ｳ) アルバート・ヴェン・ダイシー 

(ｴ) ジェレミー・ベンサム 

問(C) 下線部②について，( 1 )がこの事件で対立した国王の説明として，最も適当なものを次の(ｱ)～(ｴ)
から一つ選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) カトリックを擁護し，ピューリタンを弾圧したため，議会が人身保護律を制定して対抗した。 
(ｲ) 王権神授説を信奉し，「朕は国家なり」という言葉を残した。 
(ｳ) 専制政治を行ったため，クロムウェルの率いる議会軍によって処刑された。 
(ｴ) 『自由なる君主国の真の法』を著した。 

問(D) 下線部③と関係の深い日本国憲法の規定として，最も適当なものを次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記

号をマークしなさい。 
(ｱ) 第 16 条 (ｲ) 第 27 条 (ｳ) 第 31 条 (ｴ) 第 40 条 

問(E) 下線部④の権限に関連する説明として，最も適当でないものを次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号を

マークしなさい。 
(ｱ) わが国では，具体的事件の裁判に付随し，事件の解決に必要な範囲においてのみ行使され，日本
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国憲法第 81 条に規定されている。 
(ｲ) アメリカでは，1803 年のマーベリ対マディスン事件の合衆国最高裁判所判決によって確立され，

今日では合衆国憲法が明文をもって規定している。 
(ｳ) ドイツでは，特別に設置された憲法裁判所が，具体的事件の裁判とは独立に，法令の合憲性を審

査している。 
(ｴ) フランスでは，革命期以来の「法律優位の原則」から否認されてきたが，近年では憲法評議会に

よって行使されている。 
 

【3】2010 関西大学 2/7,全学部日程(３教科型)  

 わが国においては，近時，首相の頻繁な交代や首相のリーダーシップの欠如が問題とされることが多いよう

に思われる。これらの原因として何が考えられるのだろうか。また，その原因に対処する方策はあるだろうか。

原因についてはいくつか考えられそうだが，以下では，行政権の長(トップリーダー)の選出方法に焦点を当て

て，他国におけるそれと比較しながら，考えてみることにしよう。 
 まず，諸外国についてみていくと，イギリスでは議院内閣制が採用されており，事実上，議会の多数党の党

首が首相となって内閣を組織し，行政を司る。2007 年にはブレア首相の辞任を受けて，ブラウンが首相に就

いた。( イ )では，連邦会議により選出される国家元首としての大統領が存在するが，名目的な権限しか与

えられていない。行政権に関して大きな権限が与えられている首相が連邦議会によって選出され，2005 年に

は，メルケルが首相に就任した。 
 他方，アメリカでは，行政権の長として大統領に大きな権限を与えている。大統領の選出は，選挙によって

行われ，( a )年ごとに各州で選ばれる大統領選挙人が大統領を選出する。2008 年に行われた大統領選挙は，

共和党の( 1 )と民主党の( 2 )によって争われたが，2009 年に( 2 )が第 44 代大統領に就任した。 
 ロシアにおいても国家元首としての大統領が置かれており，直接選挙によって選出される。任期が( a )
年で( b )選が認められていない点はアメリカと同様であったが，その後の憲法改正で任期が延長された。

大統領は首相を任命し，首相に一定の権限を与えている。2008 年に，( 3 )が大統領に選出され，( 4 )
を首相に任命した。また，( ロ )では，国家元首としての大統領が首相を任命し，首相を長とする内閣が議

会に対して責任を負う形を採る。大統領の下に議院内閣制が存在することから，半大統領制とも言われる。大

統領は，直接選挙によって選出され，現在は任期が( c )年とされている。2007 年に行われた大統領選挙で

は，サルコジが当選した。 
 以上，欧米諸国を中心に，①行政権の長の選出方法および政治体制について簡単に見てきた。 
 ところで，わが国ではどうなっているだろうか。わが国では②議院内閣制が採用されており，首相(内閣総理

大臣)の選出については，日本国憲法第 67 条 1 項で，「内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決で，こ

れを指名する」と規定されている。これは，実際上，国会で多数を占める政党の党首が首相として指名される

ことを意味し，わが国では，長年にわたって国会で多数を占めてきた自由民主党の党首(党総裁)が首相に選出

される場合がほとんどであった。 
 そして，首相の選出が，実際には政党内の派閥争いや政党間のかけひきによって行われてきたことも否めず，

民意を無視したものとして批判されることが多かった。そうであるとすれば，わが国の首相に関わる問題に対

処するには，民意を反映した選出方法，行政権の長に一定の任期と権限を与える制度を構想することが望まし

いように思われる。そういう意味では，アメリカのような制度を採用することが一つの方策として考えられる。 
 こうした問題意識に立ったものとして，わが国においては，いわゆる首相公選制が議論されている。首相公

選制は，国民が首相を選挙によって選出する制度と理解されているが，その選出方法はいくつか提案されてお

り，日本国憲法の改正にも関わる重要な問題を含んでいる。 
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 例えば，2002 年 8 月 7 日に提出された「首相公選制を考える懇談会」報告書は，首相選出方法のあり方を

中心としたいくつかの具体的な提案を行っている。その一つに，③国民が首相指名選挙を直接行う案が示され

ている。具体的には，国民が首相と副首相を直接選挙によって指名すること，行政権は首相に属するもの(立
法権は国会に属するもの)とし首相は国民に直接責任を負うこと，首相に法案提出権および予算案提出権を与

えること，首相の任期を確定させ，衆議院議員総選挙を同時に行うこと，首相・副首相や大臣と国会議員との

兼職が禁止されること，等が提案されている。 
 しかし，そもそも首相公選制に対しては④問題も指摘されており，先に指摘した日本国憲法の改正との関係

も含め，必ずしも簡単に導入できる方策とはいえない。さらには，首相に関わる問題の原因としては，個人の

資質や(世襲などを含めた)選挙事情，政党組織の問題などもあり得ることに鑑みると，他の原因も踏まえた方

策が考慮される必要があろう。 
問(A) 文中の( 1 )～( 4 )に入れるのに最も適当な人名を次の(ｱ)～(ｻ)から選び，その記号をマークしな

さい。 
(ｱ) ゴア (ｲ) エリツィン  (ｳ) ジュリアーニ (ｴ) プーチン (ｵ) マケイン 

(ｶ) メドヴェージェフ (ｷ) ミロシェビッチ (ｸ) ゴルバチョフ (ｹ) ジリノフスキー 

(ｺ) オバマ (ｻ) クリントン 

問(B) 文中の( イ )・( ロ )に入れるのに最も適当な国名を次の(ｱ)～(ｵ)から選び，その記号をマークし

なさい。 
(ｱ) カナダ (ｲ) ドイツ (ｳ) イタリア (ｴ) フランス (ｵ) スイス 

問(C) 文中の( a )～( c )に入れるのに最も適当な数字を次の(ｱ)～(ｵ)から選び，その記号をマークしな

さい。 
(ｱ) 1 (ｲ) 2 (ｳ) 3 (ｴ) 4  (ｵ) 5 

問(D) 下線部①に関連して，アジア諸国の政治体制について述べたものとして，最も適当でないものを次の

(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 中国では，最高権力機関である全国人民代表大会が総理(首相)を選出し，総理(首相)が元首である

国家主席を指名する。 
(ｲ) 韓国は民主的に大統領を選挙で選出する方法が採用されているが，かつては経済開発を名目にし

た軍事政権による強権的独裁政治もみられた。 
(ｳ) 北朝鮮は朝鮮労働党による一党支配が維持されてきた。 
(ｴ) ミャンマーでは，1990 年の選挙で，民主化運動の指導者の率いる国民民主連盟が圧勝したが，軍

事政権は政権を譲らず，その指導者が軟禁される事態も生じた。 
問(E) 下線部②について，次の文はわが国が議院内閣制を採用していることを日本国憲法の規定を使って説

明している。文中の( X )～( Z )に入れるのに最も適当な語句を下記の語群から選び，その記号をマー

クしなさい。 
 まず，日本国憲法は第 65 条で「行政権は，内閣に属する」ことを明らかにし，その内閣の組織について，

第 66 条 1 項が「内閣は，法律の定めるところにより，その( X )たる内閣総理大臣及びその他の( Y )
大臣でこれを組織する」としている。 
 同条 3 項では，「内閣は，行政権の行使について，国会に対し連帯して責任を負ふ」旨を定めており，

しかも第 67 条 1 項で「内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決で，これを指名」し，第 68 条 1 項

が「内閣総理大臣は，( Y )大臣を任命する。但し，その( Z )は，国会議員の中から選ばれなければな

らない」ことなどから，議院内閣制を採っていることが分かる。 
 また，内閣と国会の関係については，第 69 条が「内閣は，衆議院で不信任の決議案を可決し，又は信任
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の決議案を否決したときは，十日以内に衆議院が解散されない限り，総辞職をしなければならない」と規定

している。 
(ｱ) 全て (ｲ) 首長 (ｳ) 3 分の 2以上 (ｴ) 国務 (ｵ) 責任者 (ｶ) 官房 (ｷ) 過半数 

(ｸ) 各省  (ｹ) 主務 (ｺ) 内務 (ｻ) 特命担当 (ｼ) 主任  

問(F) 下線部③について，この案の特徴として指摘できるものとして最も適当でないものを次の(ｱ)～

(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) 統治機構の中に広く国民全体の利益を代表しようとする一部門が一定の独立性を持って存在する

ようになる。 
(ｲ) 国会議員が地元へ利益誘導を行うなど地元利益に密着する弊害が改まる可能性が生じる。 
(ｳ) 首相の政治的基盤と民主的正統性が強化される。 
(ｴ) 官僚制に対する上からの統制の強化が期待できる。 

問(G) 下線部④について，以下の(ⅰ)～(ⅲ)のうち，首相公選制の問題を指摘したものとして適当な見解はい

くつあるか。下記の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ⅰ) 首相の所属する政党と国会の第一党が違う場合に，行政と立法の関係が停滞または膠

こう

着するおそれが

ある。 
(ⅱ) 強烈なカリスマ性を有する人物の出現により，独裁化する危険性がある。 
(ⅲ) 国民にとって耳当たりのよい政策のみを掲げる者による「大衆迎合主義」の政治が行われる危険性が

生じる。 
(ｱ) 0 個 (ｲ) 1 個 (ｳ) 2 個 (ｴ) 3 個 

 

【4】2011 京都産業大学 1/29,前期日程(３科目型) 外国語 経営 経済 文化 法  

 現代の民主主義国家は，その政治制度として①議院内閣制か大統領制を採るのが一般的である。議院内閣制

を採る代表的な国は②イギリスであり，③大統領制を敷く代表例はアメリカである。④日本の政治制度は議院内

閣制である。議院内閣制の中で同じ二院制を採るイギリスと日本の政治制度に共通点は多いが，むろん大きな

違いも存在する。たとえばイギリスの上院は，2009 年 10 月に イ が設置されるまで， イ に相当する

役割も果たしていた。 
 大統領が存在しさえすればアメリカと同じような大統領制の国である，と単純に言えるわけではない。国家

元首として大統領が置かれていても象徴的な存在に過ぎず，実質的な権限をほぼ持たない ロ のような国

も存在する。また， ハ の場合，大統領が強い権限を持つものの，議院内閣制の枠組みも強く残している

ことから，同国の制度は半大統領制と呼ばれている。 
 中国は民主集中制を採用し，国家権力の最高機関として A を置いている。国家元首は B であり，内

閣に当たるのは C である。中国では，憲法に共産党の指導性が明記され，共産党が政治の実権を握ってい

るために，政党政治が育っておらず，言論の自由などが侵されやすい。⑤高い経済成長率を誇る中国だが，国

際社会での地位向上のためには，いっそうの民主化が求められよう。 
問 1 文中の空欄 イ に当てはまる最も適切な語句を次の 1～4 の中から一つ選び，番号で答えよ。 

1．内閣官房 2．検察庁 3．外務省 4．最高裁判所 

問 2 文中の空欄 ロ と ハ には国名が当てはまる。それぞれの国名の組み合わせとして最も適切なも

のを次の 1～4 の中から一つ選び，番号で答えよ。 
1．ﾛ) ロシア ﾊ) 韓 国    2．ﾛ) 韓 国 ﾊ) ロシア 

3．ﾛ) フランス ﾊ) ドイツ   4．ﾛ) ドイツ ﾊ) フランス 

問 3 文中の空欄 A に当てはまる最も適切な語句を漢字で記せ。 
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問 4 文中の空欄 B ・ C に当てはまるものを，それぞれの 1～4 の選択肢の中から一つ選び，番号で

答えよ。 
B：1．国家主席 2．首 相 3．皇 帝 4．大統領 

C：1．中央軍事委員会 2．国務院  3．最高人民法院 4．常務委員会 

問 5 下線部①について，議院内閣制と大統領制の根本的な相違は，通常どこに求められるか。その説明とし

て最も適切なものを，次の 1～4 の中から一つ選び，番号で答えよ。 
1．議院内閣制においては内閣の存立が議会の信任に依存しているのに対し，大統領制においては大統

領の地位は議会の信任には依存しない。 
2．議院内閣制においては内閣は内閣不信任案が可決された場合，総辞職しなくてはならないが，大統

領制では大統領が一方的に議会を解散することができる。 
3．議院内閣制においては立法権と行政権が完全に独立しているのに対し，大統領制においては立法権

と行政権は一部融合している。 
4．議院内閣制においては首相は間接選挙で選ばれるが，大統領制においては大統領は国民の直接選挙

で選ばれる。 
問 6 下線部②に関連して，イギリスでは，2010 年 5 月の総選挙の結果，連立政権が発足した。これは何党

と何党の組み合わせか。次の 1～4 の中から一つ選び，番号で答えよ。 
1．労働党と保守党 2．労働党と自由民主党  3．保守党と自由民主党 4．保守党と社会民主党 

問 7 下線部③に関連して，アメリカの大統領について述べた次の 1～4 の文章のうち，最も適切なものを一

つ選び，番号で答えよ。 
1．大統領は軍務経験の有無にかかわらず，陸海空軍の最高司令官である。 
2．大統領の再選は認められていない。 3．大統領は，所属政党の党首を兼務する。 
4．大統領は議会が可決した法律案については拒否することができない。 

問 8 下線部④に関連して，現在の日本の政治制度について述べた次の 1～4 の文章のうち，最も不適切なも

のを一つ選び，番号で答えよ。 
1．国務大臣は国会議員でなくてはならない。 
2．衆議院の解散中，緊急に国会審議が必要な事態が生じた時には，内閣は参議院の緊急集会を求める

ことができる。 
3．内閣の職権の行使は閣議決定による。 4．衆議院と参議院はともに国政調査権を持つ。 

問 9 下線部⑤に関連して，2009 年における中国の GDP は日本と比較してどの程度であったか。次の 1～4
の中から最も近いものを一つ選び，番号で答えよ。 

1．四分の一程度 2．二分の一程度 3．同程度 4．二倍程度 

 

【5】2010 国士舘大学 2/1,前期(Ａ日程) 21 世紀アジア 政経 文 法  

 a ゴルバチョフは冷戦終結に際して大きな役割を果たした。彼は b ペレストロイカと呼ばれる改革を行うと

ともに，西側諸国との対立解消に向けた外交努力を行った。こうしたなかでゴルバチョフと ア 米大統領

が cマルタ会談と呼ばれる会談を行った。 
 ヨーロッパにおいても大きな変化が起こった。d ベルリンの壁が崩壊し，ドイツが再統一を果たし，e パリ

憲章が宣言された。東欧においても民主化が進み，f ワルシャワ条約機構も解体した。その後 g ソ連も解体す

ることになった。 
 しかし冷戦終結は必ずしも平和をもたらさなかった。地域的利害をめぐる対立や民族対立が各地で噴出した。

チェチェンにおける紛争は激化し，かつてはチトーの大きな影響下で統一を保っていた h旧ユーゴスラビアで
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は凄惨な戦闘が繰り広げられた。1991 年の i湾岸戦争もまた多くの被害をもたらした。 
 こうした世界の不安定化に対処するため，アジアでは 1994 年に イ が，ヨーロッパでは欧州安全保障協

力機構が 1995年に発足した。jEUもまた経済的統合のみでなく，安全保障における共通政策をめざしている。

こうしたなかで，アメリカは単独行動主義的傾向を強めてきたと批判されている。アメリカ主導の kイラク戦

争はさまざまな議論を呼び起こした。 
問 1 文中の ア に入る最も適切な人名を，次の①～④の中から 1 つ選び， 1 に答えなさい。 

① カーター ② ブッシュ ③ クリントン ④ ニクソン 

問 2 文中の イ に入る最も適切な語を，次の①～④の中から 1 つ選び， 2 に答えなさい。 
① ASEAN 憲章 ② ASEAN 共同体 ③ ASEAN プラス 3 ④ ASEAN 地域フォーラム 

問 3 下線部 a のゴルバチョフに関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 3 
に答えなさい。 

① ゴルバチョフが政権の座についたのは 1975 年である。 
② ゴルバチョフはロシア連邦共産党第一書記に就任した。 
③ ゴルバチョフはグラスノスチという外交政策を推進した。 
④ ゴルバチョフは大統領制を導入した。 

問 4 下線部 b のペレストロイカが改革しようとしたソ連経済の状況に関する説明として最も適切なものを，

次の①～④の中から 1 つ選び， 4 に答えなさい。 
① 1945 年のロシア革命によって成立した。 
② 民営化が推進され，新興財閥が大きな影響力をもっていた。 
③ 銀行や大企業は国有化されていた。 ④ 経済政策は主に 7 か年計画によって進められた。 

問 5 下線部 c のマルタ会談に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 5 に

答えなさい。 
① マルタ会談は 1979 年に開催された。 
② アメリカが対ソ強硬策を改めたことが，会談成立の一因である。 
③ 会談が行われたマルタ島はカリブ海にある。 ④ マルタ会談では冷戦の継続が確認された。 

問 6 下線部 d のベルリンの壁に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 6 
に答えなさい。 

① ベルリンの壁がつくられたのは 1939 年のことである。 
② ベルリンの壁とは主にベルリン市の外周を取り囲んでいた壁のことをいう。 
③ ベルリンの壁は国連の決定に基づいて建設された。 
④ ベルリンの壁崩壊の翌年に東西ドイツは統一された。 

問 7 下線部 e のパリ憲章に関する説明として最も不適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 7 に

答えなさい。 
① パリ憲章は全欧安保協力会議で宣言された。 
② パリ憲章の宣言にはアメリカとオーストラリアも加わっている。 
③ パリ憲章はヨーロッパの分断と対立の終わりを宣言した。 
④ パリ憲章が宣言されたのは 1990 年である。 

問 8 下線部 f のワルシャワ条約機構に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び，

 8 に答えなさい。 
① ワルシャワ条約機構はコメコンとも呼ばれた。 
② ワルシャワ条約機構は NATO に対抗してつくられた。 
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③ ワルシャワ条約機構はソ連，東欧 8 か国と中国によって結成された。 
④ ワルシャワ条約機構の構成国は結成から解体まで変化しなかった。 

問 9 下線部 g のソ連の解体に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 9 に

答えなさい。 
① ソ連解体は 1991 年のことである。 ② ソ連の解体後，21 の共和国が次々と独立した。 
③ ソ連解体後，バルト三国はロシアに併合された。 
④ ソ連解体後につくられた独立国家共同体は 2005 年に解散した。 

問 10 下線部 h の旧ユーゴスラビアに関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 

10 に答えなさい。 
① ユーゴスラビア連邦人民共和国は 1945 年に成立した。 
② 旧ユーゴスラビアで最初に独立を宣言したのはモンテネグロである。 
③ ボスニア戦争においては国連軍による空爆が行われた。 ④ コソボは 1998 年に独立した。 

問 11 下線部 i の湾岸戦争に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 11 に

答えなさい。 
① イラクがイランへ侵入したことが湾岸戦争の原因である。 
② 湾岸戦争における武力行使は国連の承認を得ないで行われた。 
③ 日本は湾岸戦争には協力しなかった。 ④ アメリカを中心とする多国籍軍が結成された。 

問 12 下線部 j の EU に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 12 に答え

なさい。 
① EU はマーストリヒト条約によって 2003 年に発足した。 
② EU は 2007 年には 27 か国に拡大した。 
③ 単一通貨ユーロはすべての EU 加盟国において導入されている。 
④ トルコは 2005 年以降 EU の加盟国である。 

問 13 下線部 k のイラク戦争に関する説明として最も適切なものを，次の①～④の中から 1 つ選び， 13 
に答えなさい。 

① イラク戦争は 2006 年に始められた。 
② イラク戦争の結果，パーレビ政権が崩壊した。 
③ イラクが大量破壊兵器を保有していることが開戦理由の一つであった。 
④ 日本は自衛隊をイラク国内には派遣しなかった。 

 

【6】2011 大東文化大学 2/5,一般  

 政党は，国民の要求を政府に伝え，社会と国家を結びつける役割をもつ。このように政党には重要な役割が

あるために，①憲法でその位置付けなどを規定している国もある。 
 政党の組織のあり方とその国の選挙制度の間には，一定の関わりがあるといわれる。たとえばヨーロッパの

諸国が制限選挙制から②普通選挙制へ移行すると，19 世紀後半から特に左派政党を中心に，拡大した有権者を

背景として A という新しい形の政党組織が登場してきた。このように政党は，その時期の社会状況や政治

制度に応じて形を変えつつ，今日まで発展してきたのである。 
 また現在のアメリカにみられる B やドイツにみられる C など，国によって政党のあり方にも大きな

違いがある。日本では，いわゆる③55 年体制の下で，④自由民主党が長期政権を担い，⑤日本社会党が野党第

一党として対立するという構図が生まれた。この構図は， D とも言われる。 
 この自由民主党の長期政権の下で，日本は高度経済成長を達成したものの，政治家・官僚・業界団体の間に
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ゆ着が生まれ，数々の政治腐敗の原因にもなった。このため，1990 年代には，金権政治を是正するためのさ

まざまな政治改革が実施された。たとえば政党の企業献金への依存を是正するために政党助成法が制定され，

⑥政党の活動費用に対して国費から政党交付金が支給されるようになった。さらに，この時期には，⑦選挙制

度改革も実施された。従来，日本の衆議院議員総選挙では， E が採用されていた。しかしながら，この

 E の下では，同じ選挙区で同じ政党の候補者同士が競争することになるために，政党の政策以外の要因，

たとえば地元への利益誘導などが有権者の投票基準となってしまい，金権政治の温床になると考えられた。そ

こで F 年に公職選挙法が改正され，衆議院議員総選挙に新たに G が採用された。この改革によって，

政党の政策を中心とした選挙になることが期待された。 
問 1 空欄 A にあてはまる語句として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 

ア 幹部政党 イ 名望家政党 ウ 大衆政党 エ 包括政党 

問 2 空欄 B ・ C にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものはどれか，次のア～エから一つ選

びなさい。 
ア B：二大政党制 C：多党制  イ B：二大政党制 C：一党優位政党制 

ウ B：多党制 C：二大政党制  エ B：多党制 C：一党優位政党制 

問 3 空欄 D にあてはまる語句として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 二大政党制 イ 一党優位政党制  ウ 一党独裁制 エ 分極化した多党制 

問 4 空欄 E ・ G にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものはどれか，次のア～エから一つ選

びなさい。 
ア E：小選挙区制 G：小選挙区比例代表並立制 イ E：中選挙区制 G：小選挙区比例代表併用制 

ウ E：中選挙区制 G：小選挙区比例代表並立制 エ E：小選挙区制 G：小選挙区比例代表併用制 

問 5 空欄 F にあてはまる年を，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 1992 イ 1994 ウ 1996 エ 1998 

問 6 下線部①について，下記の憲法の中で政党に関する規定がないものはどれか，次のア～エから一つ選び

なさい。 
ア フランス第 5共和国憲法 イ ドイツ連邦共和国基本法 ウ スペイン憲法 エ 日本国憲法 

問 7 下線部②について，日本で男子普通選挙制が成立した年として適切なものはどれか，次のア～エから一

つ選びなさい。 
ア 1889 年イ 1919 年ウ 1925 年エ 1945 年 

問 8 下線部③について，いわゆる 55 年体制の展開に関する説明として適切なものはどれか，次のア～エか

ら一つ選びなさい。 
ア 1955 年に，自由党と日本民主党が合同して，日本国憲法の改正などを目指す自由民主党が結成さ

れた。 
イ 1960 年代には，公明党や新自由クラブなどが結成され，野党が多党化した。 
ウ 1970 年代には，ロッキード事件やリクルート事件などの汚職事件が明るみに出て，与党と企業の

ゆ着に対する国民の批判が高まった。 
エ 1993 年には，日本新党党首細川護熙が首班指名され，戦後初めて非自民政権が誕生した。 

問 9 下線部④について，自由民主党に関する説明として不適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びな

さい。 
ア 党所属議員は，それぞれの政策的関心に応じて，政務調査会の各部会に所属する。これが，派閥と

呼ばれる集団である。 
イ 派閥の長は領袖と呼ばれ，派閥に所属する議員たちに選挙資金や役職を配分する。 
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ウ 1993 年には自由民主党からの離党者によって，新党さきがけや新生党が形成された。 
エ 2001 年に誕生した小泉政権は，郵政民営化など自らの党の支持組織の利害に関わる改革にも着手

した。 
問 10 下線部⑤について，日本社会党に関する説明として不適切なものはどれか，次のア～エから一つ選び

なさい。 
ア サンフランシスコ講和条約などへの対応をめぐって左派と右派に分裂していたが，1955 年に合同

して日本社会党が結成された。 
イ 1960 年に日本社会党を離党した議員らによって，民主社会党が結成された。 
ウ 竹下政権が導入した消費税を批判して，1989 年の衆議院議員総選挙で議席を伸ばし，自民党の議

席を過半数割れに追い込んだ。 
エ 1996 年に社会民主党に党名を変更したが，多くの議員は民主党に合流した。 

問 11 下線部⑥について，日本の政党交付金の説明として不適切なものはどれか，次のア～エから一つ選び

なさい。 
ア 政党交付金の総額は，国勢調査人口に 250 円をかけた金額とされる。 
イ 政党交付金の対象となる政党は，所属国会議員を 3 人以上有する政党とされる。 
ウ 政党交付金の対象となる政党は，直近の国政選挙での得票率が 2％以上の政党とされる。 
エ 国は，政党交付金の交付に当たっては，条件を付し，またはその使途について制限してはならない

と定められている。 
問 12 下線部⑦について，現在の日本の選挙制度の説明として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選

びなさい。 
ア 衆議院議員の任期は 4 年であり，2 年ごとに半数が改選される。 
イ 衆議院議員総選挙では，小選挙区の立候補者を同時に比例区の名簿にも載せる重複立候補が認めら

れている。 
ウ 参議院議員の任期は 6 年であり，2 年ごとに 3 分の 1 が改選される。 
エ 参議院議員選挙では，あらかじめ決められている各党候補者の登録名簿順に当選者が決まる拘束名

簿式比例代表制が採用されている。 
 

【7】2011 中京大学 2/1,一般(前期日程(Ｍ２・Ｍ３方式(文系型)) 

 日本とイギリスは，ともに議院内閣制を採用しており，共通する政治制度を持つ国である。①日本では 200
9 年に，イギリスでは 2010 年に政権交代が起こった。 
 日本では，1955 年の左右再統一による( 1 )の発足と保守合同による( 2 )の発足を契機に，二大政党の

対立が軸となり，その後 38 年間にわたる政党の対立構図ができたため，55 年体制と表現された。現実には，

( 3 )の一党支配が続き，( 4 )の獲得議席は伸びず，( 3 )を 1 とすると( 4 )の議席はその半分であっ

たことから「1 と 2 分の 1 政党制」とも呼ばれた。1993 年の総選挙では，その直前に( 5 )が分裂，いくつ

かの新党が発足し，総選挙ではそれら新党が議席を獲得した。総選挙の結果，②細川護熙を首班とする連立政

権が発足し，それ以降，日本では連立政権が主流となった。 
 イギリスは小選挙区制を採用しており，国民は二大政党の間で選択を行うことによって政治に影響を与えて

きた。17 世紀後半，イギリスで王権を擁護する人々が結集して組織した( 6 )は，イギリスの議会政治とと

もに発展し，現在の( 7 )となった。また，17 世紀後半，イギリスで王権を制限し，議会の権利を主張する

人々が結集して成立させた( 8 )は，イギリスの議会政治の発展とともに成長し，( 9 )として( 7 )と交

互に政権を担当したが，( 10 )の台頭に伴い衰退した。現在の( 11 )はその後継である。( 10 )は，20
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世紀初期，イギリスで，漸進的改革により社会主義を実現しようとする人々が結集してつくった政党であり，

現在では，( 7 )と( 10 )が二大政党政治を展開している。 
問 1 空欄( 1 )～( 11 )にあてはまる適切な語句を下記の選択肢から一つ選び，記号をマークせよ。ただ

し，同じ記号を繰り返し使用してもよい。 
ア 改進党 イ 共産党 ウ 共和党 エ 公明党  オ 自由党 カ 新進党 キ 新生党  

ク 保守党 ケ 民社党 コ 民主党 サ 労働党 シ トーリー党  ス ホイッグ党  

セ 社会民主党 ソ 自由民主党 タ 日本社会党 チ 民主社会党 ツ ファシスト党 

問 2 下線部①について，下の表は日本(2009 年)とイギリス(2010 年)の政権交代直前直後の首相および与党

(連立与党)をまとめたものである。空欄にあてはまる適切な人名(1～4)と政党名(A～D)をそれぞれの選択肢

から全て選び，記号をマークせよ。ただし，同じ記号を繰り返し使用してもよい。また，A および D の解

答は 2 つ，C の解答は 3 つある。 

 
ア 麻生太郎 イ 安倍晋三 ウ 菅直人 エ 小泉純一郎 オ 鳩山一郎 カ 鳩山由紀夫 

キ 福田赳夫 ク 福田康夫 ケ デーヴィッド・キャメロン  コ ニック・クレッグ 

サ マーガレット・サッチャー  シ ニコラ・サルコジ  ス ゴードン・ブラウン 

セ トニー・ブレア ソ ジョン・メージャー タ アンゲラ・メルケル 

ア 共産党  イ 共和党 ウ 公明党 エ 自由党 オ 新進党 カ 新生党 キ 保守党  

ク 緑の党 ケ 民社党 コ 民主党 サ 労働党 シ 国民新党 ス 日本新党 セ 社会民主党 

ソ 自由民主党 タ 日本社会党 チ 社会民主連合 ツ 新党さきがけ  

問 3 下線部②について，この連立政権を構成していた政党を下記の選択肢から七つ選び，記号をマーク

せよ。 

ア 共産党  イ 共和党 ウ 公明党 エ 自由党 オ 新進党 カ 新生党 キ 保守党  

ク 緑の党 ケ 民社党 コ 民主党 サ 労働党 シ 国民新党 ス 日本新党 セ 社会民主党 

ソ 自由民主党 タ 日本社会党 チ 社会民主連合 ツ 新党さきがけ  

 

【8】2011 帝京大学  
 民主主義の原理は，「人民の，人民による，人民のための政治」である(リンカーンの言葉)。このように，

政治の担い手は国民であり，国民に決定権があるという考え方が《 A 》である。《 A 》は，国民が政

治に参加する権利が認められなければ成り立たないが，19 世紀には，一定の財産資格をもつ人だけが選挙権

をもつのが一般的であった。しかし，20 世紀に入ると，民主主義が浸透し，すべての成人に選挙権を保証す

る( 1 )がとられるようになった。 
 《 A 》を現実に具体化する方法には，国民が直接政治に携わる制度と，自らが選んだ代表者を通して政

治を行う( 2 )とがある。近代民主政治の大きな特徴は( 2 )をつくりあげたところにあり，議会制民主主

義はその代表的なものであった。イギリスで発達した《 B 》は，国民は議員を選び，議会で選ばれた首相

によって内閣が組織され，内閣が議会の信任にもとづいて存立する制度であり，ドイツ，日本などでも採用さ

れている。この制度では，内閣は議会の多数党(与党)を中心に形成される。《 B 》と対比されるのが，ア

メリカに起源をもつ《 C 》制である。国民によって選ばれた《 C 》が国家元首となり，行政府の長と
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なって政治を行う制度である。この制度の下では，《 C 》は，立法権をもつ議会から独立して行政権を行

使し，また，裁判所も議会や行政府に対し独立性と抑制機能をもっており，( 3 )がより貫かれている。 
 現代の政治は政党政治である。政党とは，政策の実現と政権の獲得をめざして活動する団体をいい，複数政

党制と少数意見の尊重が民主政治にとって極めて重要であるとされている。政党政治は，選挙制度と密接に関

連しており，投票の方法と選挙区制によっていくつかの形態に分かれる。日本では，戦後，衆議院では( 4
 )がとられていたところ，自由民主党による単独政権が長く続いていたが，1994 年に小選挙区比例代表並立

制が導入され，( 5 )が進行してきており，政権交代が現実のものとなった。 
 日本の選挙制度には，一票の格差という問題がある。これは，選挙区における議員定数の不均衡による。衆

議院では格差が( 6 )以上の選挙区がかなりあり，また，参議院ではより深刻で格差が( 7 )近い選挙区も

あることから，投票価値の平等原則の観点から選挙区の定数是正が課題となっている。また，衆参両院の選挙

制度が似ていることから，第二院として参議院の独自性が失われてきているという問題がある。さらに，投票

率の低下という現象がある。その背景には国民の政治不信，政治離れがあり，特に若年層での( 8 )の増加

は，民主政治を危うくする深刻な問題である。 
問 1 文中の空欄( 1 )～( 8 )にあてはまる最も適切な語句を，下の〔語群〕の中から選び，その記号を

解答欄に記入しなさい。 
ア．一党優位政党制 イ．間接民主制 ウ．権力集中制 エ．権力分立制 オ．5倍 カ．3倍 

キ．小選挙区制 ク．制限選挙制 ケ．政治的無関心 コ．大衆民主主義 サ．多党制 

シ．中選挙区制 ス．直接民主制 セ．二大政党制 ソ．2 倍 タ．普通選挙制 チ．平等選挙制

ツ．比例代表制 テ．無党派層 ト．4倍 

問 2 文中の空欄《 A 》～《 C 》にあてはまる最も適切な語句を解答欄に記入しなさい。 
 
【9】2009 同志社大学 2/6,学部個別日程 経済 文  

 現代の民主政治は，主権者たる国民が，代表者たる政治家に統治権をゆだねる間接民主主義の形態をとって

いる。またそれは，( ア )府の首長を選ぶ方法によって，議院内閣制と大統領制という二つの制度に大別で

きる。議院内閣制のもとでは，( ア )府の首長たる首相は，議会の多数派の支持にもとづいて，議員の中か

ら選出される。首相が構成する内閣は，議会の( イ )権を持つが，議会には( ウ )議決権があり，内閣は

議会に対して責任を負う。このような制度のもとでは，( ウ )議決が行われないという意味で，内閣は，議

会多数派の支持を常に受けていることになる。こうしたことから議院内閣制の母国であるイギリスでは，( エ

 )権と( ア )権は，下院における多数派のもとに集中しているといわれる。イギリスでは，下院議員の任期

は( A )年だが，( イ )がありえるために，その任期は確実なものとはいえない。 
 他方，大統領制のもとでは，( ア )府の首長たる大統領は，議会とは別に，国民によって選ばれる。その

結果，( エ )権と( ア )権は，より厳格に分立されている。たとえばアメリカ合衆国では，大統領は( B
 )年，連邦上院議員は( C )年，連邦下院議員は( D )年という固定した任期となっており，大統領は，

議会を( イ )することができないのである。また大統領は，法案提出権を持たない。大統領が議会に対して

行えることは，議会が可決した法案に署名をしない，いわゆる( オ )を行使したり，議会に対して，国政全

般について報告し，法案や予算の審議を勧告するための( カ )を送ったりすることだけである。また( オ )
を行使しても，議会が( E )以上の多数で再議決した場合には，法律となってしまう。このように大統領制

では権力分立がより厳格に制度化されているために，大統領と議会多数派の政党が異なる場合には，政策遂行

の上で，さまざまな困難に直面することもある。 
 (a)日本国憲法は，66 条～68 条の規定で，日本が議院内閣制をとることを示している。また 69 条では，衆

議院による( ウ )決議が行われた場合には，内閣は，「( F )日以内に衆議院が( イ )されない限り，( 
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キ )をしなければならない」として，(b)内閣の責任を明確にしている。内閣はこの 69 条以外にも，通常，天

皇の( ク )を規定した 7 条にもとづいて，( イ )権を行使することができると考えられている。 
〔設問１〕 文中の( ア )～( ク )に最も適切な語句を，解答欄Ⅳ－甲のア～クに漢字で記入せよ。 
〔設問２〕 文中の( A )～( F )に最も適切な数字または語句を，下の語群から１つ選び，その番号を解

答欄Ⅳ－乙の A～F に記入せよ。 
１．3分の 2 ２．4分の 3 ３．5分の 4 ４．1 ５．2 ６．3 ７．4 ８．5 ９．6 10．7 

11．10 12．14 13．15 14．21 15．30 

〔設問３〕 下線部(a)に関連して，以下のａ～ｅの文を読み，日本国憲法の規定内容として，正しいものには

数字の１を，正しくないものには数字の２を解答欄Ⅳ－乙の a～e に記入せよ。 
ａ．内閣総理大臣は，衆議院議員の中から国会の議決で，これを指名する。 
ｂ．内閣総理大臣は，国務大臣を任命する。但し，その過半数は，国会議員の中から選ばれなければならない。 
ｃ．内閣総理大臣は，国会の同意にもとづいて，国務大臣を罷免することができる。 
ｄ．内閣総理大臣の指名は，参議院よりも，衆議院がさきに行わなければならない。 
ｅ．内閣総理大臣について，衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に，衆議院で出席議員の 3
分の 2 以上の多数で再び議決したときは，衆議院の議決を国会の議決とする。 

〔設問４〕 下線部(b)に関連して，日本国憲法の定める内閣の職務として適当でないものを以下の１～６のう

ちから 2 つ選び，その番号を解答欄Ⅳ－乙に記入せよ。 
１．条約を締結すること。 ２．予算を作成すること。 ３．地方公共団体の長を指名すること。 
４．法律の範囲内で政令を制定すること。 ５．下級裁判所の裁判官を任命すること。 
６．両議院の規則を制定すること。 

 
【10】2011 法政大学 2/12,Ａ方式・Ａ方式(Ⅱ日程) スポーツ健康 経済 社会  

 1936 年，イギリス王室を揺るがす一大スキャンダルが発生した。このスキャンダルは，国王エドワード 8
世がウォリス・シンプソンというアメリカ人女性と結婚しようとしたことに端を発する。ウォリスには過去に

離婚歴があり，しかもエドワード 8 世と結婚するためにはさらにもう一度離婚する必要があった。しかし，

当時のイギリス国教会は，元の配偶者が生きている場合には離婚者の結婚を認めていなかった。そのため，当

時の内閣や有力者は，国教会の擁護者である国王がそうした女性と結婚することに真っ向から反対した。そし

て，スタンリー・ボールドウィン首相は，エドワード 8 世に対し，結婚を強行した場合には内閣は総辞職し，

後継となる内閣の組閣は困難であるとの通告を行った。 
 今日と同様，当時においてもイギリスでは議会で選出された首相が内閣を組織し，内閣は議会からの信任に

依拠するという(1)議院内閣制がとられていた。形式的には国王が首相を任命することにはなっていたものの，

実際には 1 の多数派の党首が首相になることが慣例化していた。当時，イギリスでは(2)1929 年の世界恐慌

を乗り切るために，保守党，挙国派自由党，挙国派労働党から構成される挙国一致内閣が組織されていたが，

実質的な主導権を有していたのは保守党であった。その保守党のなかでも，後に首相となる(3)ウィンストン・

チャーチルはエドワード 8 世に同情的だったものの，ボールドウィン首相やその他の閣僚が強く反対してい

る以上，国王は退位するか，それともウォリスとの結婚を諦めるかを選択せざるをえなくなった。結局，193
6 年の暮れにエドワード 8 世は退位してウォリスと結婚することを決意し，ラジオを通じてその旨を国民に伝

えた。これが，いわゆる「王冠を賭けた恋」の顛
てん

末である。 
 なお，エドワード 8 世が退位せざるをえなかった理由として，彼と(4)ファシズム諸国の密接な関係があった

との声もある。当時，第一次世界大戦の講和条約であるヴェルサイユ条約を破棄して軍拡を進めるナチスや，

エチオピアへ侵攻したイタリアと，イギリスおよびフランスとの対立が深刻化しつつあった。しかし，エドワ
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ード 8 世はドイツやイタリアの外交関係者と密接な関係にあるばかりか，皇太子時代にはドイツとの宥
ゆう

和を

訴える演説を行っている。そのため，エドワード 8 世の退位は，彼とファシズム諸国とのつながりを嫌った

イギリスの支配層の「陰謀」によるものではないかというのである。ただし，当時の挙国一致内閣においては

(5)ファシズム諸国との宥和政策を支持する声が多数派であったことを考えるならば，この陰謀説にそれほど説

得力があるとは言えない。 
 ところで，この挙国一致内閣は第二次世界大戦が終結する 1945 年まで存続したものの，同年 7 月の選挙に

おいて保守党が破れた結果，労働党政権が誕生している。労働党は 1924 年に初めて政権の座に就いて以降，

それまでの自由党に代わって二大政党制の一角を担うようになっていた。労働党が躍進する要因の一つとなっ

たのが，1918 年に行われた(6)選挙権の拡大であった。それまでは選挙権をもたなかった多くの人びとが選挙

に参加するようになった結果，労働者からの支持を基盤とする労働党はその勢力を大きく拡大させることにな

った。以降，挙国一致内閣の時期を除いて，イギリスでは保守党と労働党とが(7)政権交代を繰り返してきた。 
 しかし，近年ではこうしたイギリスの二大政党制が大きく動揺していると言われる。2010 年 5 月の選挙で

はいずれの党も過半数の議席を確保することができず，結果として自由党の流れを汲
く

む自由民主党と保守党と

の連立政権が誕生することになった。イギリスで採用されている 2 という選挙制度のもとでは，選挙区内

で最も多くの票を獲得した候補者以外に向けられた票はそれがどれだけ多くとも 3 として処理される。そ

のため，各政党とも世論の多数派の支持を獲得するために似たような政策を掲げるようになり，政党間の違い

が有権者からは見えにくくなるという問題が生じる。結果，政党政治そのものに対する不信感が高まるととも

に，場合によっては(8)外国人排斥などの過激な主張を掲げる少数政党へと票が流れるといった事態も危惧
ぐ

され

ている。 
 国民統合の象徴としての王室と，実質的に国家を統治している議会政治。そのいずれもが民主主義国家のモ

デルの一つとして多くの国々の政治体制に影響を与えてきたのであり，日本もまた例外ではない。とりわけ(9)

日本の選挙制度改革において，イギリス流の二大政党制は議会政治のあるべき姿としてしばしば論じられてき

た。しかし，上述のようにイギリスにおいてすら議会政治は変化のさなかにあると言ってよい。また，イギリ

ス王室についても，「王冠を賭けた恋」以降，様々なスキャンダルに苦しめられてきた。その意味で，イギリ

ス的な政治体制の実現は決してゴールではなく，あるべき政治体制を更に模索していくための第一歩でしかな

いのである。 
問 1 空欄 1 に入る適切な語句を，次の a～d の中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 

a 参議院 b 貴族院 c 上 院 d 庶民院 

問 2 空欄 2 に入る適切な語句を，次の a～d の中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
a 比例代表制 b 大選挙区制 c 小選挙区制 d 小選挙区比例代表並立制 

問 3 空欄 3 に入る適切な語句を，次の a～d の中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
a 無効票 b 死 票 c 組織票 d 有効票 

問 4 下線部(1)の議院内閣制に関連して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号を解

答欄にマークせよ。 
a 議院内閣制を採用している国家としては，イギリスのほかに日本やドイツなどがある。 
b 大統領制と議院内閣制とが並立することは不可能である。 
c 大統領制と比較して，議院内閣制は権力分立の原理をより徹底したものであると言える。 
d 議会において内閣への不信任案が可決された場合，内閣は内閣改造を行うか，議会を解散して選挙

を行う必要がある。 
問 5 下線部(2)の世界恐慌に関連して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号を解答

欄にマークせよ。 
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a 世界恐慌はアメリカの株価暴落に端を発し，工業生産が半減した結果としてアメリカの失業者は 1
000 万人以上に達した。 

b 世界恐慌に対処するため，イギリスやフランスは自国およびその植民地によるブロック経済圏の形

成を推進した。 
c 世界恐慌によって各国の経済が疲弊し，その通貨に対しても信頼が失われるようになったため，通

貨の価値を維持するために金本位制の導入が進められた。 
d 国家による市場への介入が各国の競争力を失墜させ，結果として世界恐慌を招いたとの認識から，

1930 年代には自由競争の導入が求められるようになった。 
問 6 下線部(3)のウィンストン・チャーチルが「鉄のカーテン」として論じた事態の説明として正しいものを

次の a～d の中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
a 第二次世界大戦の勃発により，ヨーロッパの大部分を制圧したドイツとイギリスが英仏海峡を交え

て対峙するようになったこと。 
b 第二次世界大戦後，イギリスで福祉国家が後退し，国内で貧富の格差が拡大していったこと。 
c 第二次世界大戦後に勃発した植民地解放闘争によって，イギリスと旧植民地との関係が悪化したこ

と。 
d 第二次世界大戦後，東西両陣営の間に対決の境界線があるとしたこと。 

問 7 下線部(4)のファシズム諸国に関連して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号

を解答欄にマークせよ。 
a ファシズム体制下においては，独裁体制を維持するため，国民には徹底して政治に関心を持たない

ことが求められ，いかなる政治集会への参加も厳しく制限された。 
b ナチスが政権を掌握したのちには，自由主義者や社会主義者に対して厳しい弾圧が加えられた。 
c イタリアではムッソリーニに率いられたファシスト党が独裁政権を樹立した。 
d ファシズム体制下では，諸外国からの批判をかわすために表面上は言論や集会の自由は保証され，

政党の結成も奨励されていたものの，独裁者の意向に反対することは実質的には不可能であった。 
問 8 下線部(5)の背景としては，ソ連の勢力拡大を食い止める防波堤としての役割をファシズム諸国が果たす

という期待があった。このソ連に関して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号を

解答欄にマークせよ。 
a 1950 年代には経済的停滞を打破するために重要産業の民営化が進められたものの，1960 年代以降

の経済の停滞や混乱を防ぐことはできなかった。 
b 世界に先駆けて教育や医療の無償化や 8 時間労働制などが導入された。 
c スターリンの統治下では共産党による一党独裁のもと，少数派への厳しい弾圧が行われた。 
d 1985 年に書記長に就任したレオニード・ブレジネフは民主化を目指した改革を進めたが，1991 年

のクーデター失敗をきっかけとしてソ連は消滅した。 
問 9 下線部(6)の選挙権拡大に関連して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号を解

答欄にマークせよ。 
a イギリスでは選挙権の拡大が行われる以前には，一定の資格要件を満たす人びとのみが選挙権を有

するという制限選挙が行われていた。 
b 選挙権の拡大を要求してイギリスでは社会運動が発生したが，それに対しては「政治を堕落させる」

との観点からチャーティスト運動のような反対運動が教会を中心として生まれた。 
c イギリスでの選挙権拡大の結果，男子と女子に対して普通選挙権が同時に付与されることになった。 
d 選挙権の拡大によって普通選挙が実現したほか，投票者の票を平等に扱うという平等選挙や，投票
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の秘密を守るという秘密投票が今日における選挙の原則となっている。 
問 10 下線部(7)の政権交代に関連して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号を解

答欄にマークせよ。 
a 選挙結果によって野党となった政党は，「影の内閣」を組織して次期の政権を獲得するための準備

を行う。 
b 1979 年の選挙によって政権を獲得したマーガレット・サッチャーは，新保守主義の観点から福祉国

家の拡充を訴えた。 
c 1997 年の選挙において労働党のトニー・ブレアは，従来型の大きな政府を改めつつも市場一辺倒で

もないという「第三の道」を掲げ，政権交代を実現した。 
d 2003 年のイラク戦争においてアメリカを支持せず，その結果として両国の関係が冷え込んだこと

で労働党政権は大きく国民の支持を失うことになり，2009 年の政権交代の遠因となった。 
問 11 下線部(8)の外国人排斥が発生する一因として難民問題が挙げられることがある。この難民問題に関連

して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
a 国連は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を設置し，難民の国際的保護と救援活動を推進してい

る。 
b 難民条約においては，たとえ帰国後に迫害の恐れがある場合でも，受け入れ国の経済状態が逼迫し

ているならば難民を送還してよいことになっている。 
c 近年では内戦などにより，国内にいながらにして難民と同様の生活を送っている国内避難民を救済

する必要性が論じられるようになっている。 
d 難民条約を補充するために作成された難民議定書において，経済的理由によって祖国を離れた人々

も保護の対象とされることになった。 
問 12 下線部(9)の日本の選挙制度改革に関連して，次の a～d の説明のうち誤っているものを全て選び，そ

の記号を解答欄にマークせよ。 
a かつての中選挙区制では，同じ党から複数の候補者が一つの選挙区に立候補することができるため，

政策よりも個人本位の選挙となり，利益誘導型の政治になりやすいことが問題視された。 
b 1994 年の選挙制度改革以前には 1 票の価値に大きな格差があることが問題視されていたが，現在

ではその格差はほぼ解消されている。 
c 1994 年の選挙制度改革によって連座制が強化され，選挙運動の総括主宰者や出納責任者などが選挙

違反によって有罪となった場合，候補者の当選が無効になるのみならず，5 年間はその選挙区で立候

補できなくなった。 
d 1994 年の選挙制度改革によって参議院選挙で導入された非拘束名簿式比例代表制では，候補者名

と政党名記載の合計によって都道府県ごとに得票率が算出され，各都道府県の議席が割り振られるこ

とになっている。 
 

【11】2010 北海学園大学 2/9,一般 経営１部 経営２部 経済１部 経済２部  

 イギリスの統治形態は，国王を元首としつつも国王は「君臨すれども統治せず」の原則を守っており，実権

は議会にある。また，内閣はその議会の信任に基づいて成り立ち，議会に対して責任を負う 1 を採用して

いる。イギリスは二大政党制の国といわれ，特に第二次世界大戦後は主に A と B の二大政党が交替で

政権の座を担ってきた。 A の政権としては，第二次世界大戦期のチャーチル政権や 1980 年代を中心に新

自由主義的な政策を展開したサッチャー政権などが有名である。 B の政権としては，「第三の道」を掲げ

るブレアが 1997 年から 2007 年まで長期の政権を担ったことが記憶に新しい。しかし，2009 年の統一地方選
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挙では C が B を超える議席を獲得し，同年の欧州議会議員選挙でも英国独立党が B を超す得票率

を獲得するなど，ここ数年で二大政党以外の政党の躍進も顕著である。 
 (1)アメリカは厳格な三権分立に基づく統治構造を有している。選挙人を通じ国民から選ばれる大統領が行政

府の首長を担う一方，立法府としては連邦議会が存在し，上院と下院の二院制を採用している。また，アメリ

カも二大政党制の国であるといわれており，二大政党である D と E が交互に連邦議会内の多数派を形

成し，大統領選挙も両党の候補者が中心となって熱戦を演じている。2009 年には， D のブッシュ(ジュニ

ア)の後任として， E の 2 が大統領に就任した。 
 フランスは， 1 と大統領制を組み合わせた統治形態を採用している。その結果，大統領と首相で所属勢

力の異なる「コアビタシオン」と呼ばれる状態がしばしば発生している。(2)イタリアも 1 を採用しつつ，

国家元首として大統領を置いているが，フランスの大統領に比べて象徴的な存在であると考えられている。 
問 1 空欄 A ～ E に当てはまる政党名を以下の選択肢ア～スの中から 1 つ選び，記号で答えよ。 

ア．自由民主党 イ．民主党 ウ．社会民主党 エ．社会民主労働党 オ．労働党 カ．共和党 

キ．共産党 ク．再建共産党 ケ．キリスト教民主同盟 コ．保守党 サ．民衆運動連合 

シ．自由の家 ス．緑の党 

問 2 文中の空欄 1 に当てはまる政治制度を漢字 5 文字で答えよ。 
問 3 文中の空欄 2 に当てはまる第 44 代アメリカ大統領の姓をカタカナで答えよ。 
問 4 下線部(1)に関して，アメリカ大統領に認められている権限として正しいものを以下の選択肢ア～オの中

から 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア．上院を解散する イ．下院を解散する ウ．上院に法案を提出する  

エ．下院に法案を提出する オ．議会の可決した法案を拒否する 

問 5 下線部(2)に関して，イタリアのように空欄 1 の政治制度を採用しつつも，国家元首として象徴的な

大統領を置いている国を以下の選択肢ア～オの中から 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア．オランダ イ．ドイツ ウ．スペイン エ．デンマーク オ．タイ 

問 6 イギリス，アメリカ，フランス，イタリアは   歳以上の国民に国政選挙の選挙権(投票権)を与えて

いる。上記の空欄を埋める適切な数字を答えよ。 
 
【12】2011 北海道医療大学 1/30,一般(前期) 看護福祉 心理科  

 各国の政治制度に関する次の文章を読み，以下の設問に答えよ。解答はすべて解答用紙の該当欄に書け。 
 政治制度は国によってさまざまである。①イギリスや( 1 )などは議院内閣制を採用している。議院内閣

制では，議会の多数派の信任を得て内閣を組織し，これが政治を担当し，行政に責任を負う。そして，②政権

を担当しない政党がこれをチェックする。 
 大統領制を採用しているのは③アメリカや( 2 )などである。大統領制では，一般的に国民は大統領と議

会の議員を別々に選び，大統領が( 3 )を，議会が( 4 )を行使する。大統領と議会は④相互に抑制し均衡

しあうことで権力の集中や腐敗を避ける仕組みである。 
 中国などの( 5 )では権力集中制が採用されている。多くの場合，共産主義政党による( 6 )が行われて

いる。権力の集中が顕著なために，⑤権力闘争や政治路線の争いなどが激しくなる傾向にある。また，発展途

上国では，経済発展を最優先させるために強権的独裁政治を行う( 7 )がとられたり，イスラム教の国々で

は⑥イスラム原理主義に基づく政治制度が採用されることもある。 
問 1 空欄( 1 )～( 7 )にあてはまる語句を次の語群から選び，記号で記せ。 

あ．日本 い．軍事独裁 う．立法権え．一党独裁 お．行政権 か．絶対君主国 き．欧州連合

く．フランス け．社会主義国 こ．大衆独裁 さ．司法権 し．ファシズム す．ソビエト連邦
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せ．立憲君主国 そ．開発独裁 

問 2 下線部①に関して，イギリス議会の説明として適切でないものを 2 つ選び，記号で記せ。 
(a) 議会は，国民が選んだ議員からなる上院と貴族などの終身議員からなる下院によって構成されて

いる。 
(b) 上院よりも下院に優越した権限を与える「下院優越の原則」が確立している。 
(c) これまで保守党と労働党の二大政党制であったが，近年は第三勢力である自由民主党も台頭して

きている。 
(d) 議員の選挙は比例代表制によって行われる。 
(e) 「君臨すれども統治せず」の言葉どおり，国王は議会に対する実権をほとんど持っていない。 
(f) 政権を担当しない党が「影の内閣」を組織することが慣例になっている。 

問 3 下線部②に関して，「政権を担当しない政党」を一般になんというか，漢字二字で記せ。 
問 4 下線部③に関して，アメリカの大統領の説明として適切なものを 1 つ選び，記号で記せ。 

(a) 大統領は，議会が議決した法案に対する拒否権を有している。 
(b) 2009 年に初のアフリカ系アメリカ人の大統領として共和党のバラク・オバマ大統領が就任した。 
(c) 大統領選挙は国民による直接投票で 4 年に 1 度開催される。 
(d) 大統領は下院を解散することができるが，上院を解散することができない。 

問 5 下線部④に関して，国家の各機関が権力の行使に際して相互に抑制し均衡することで権力の濫用を防止

する仕組みを英語で一般的になんというか，カタカナで記せ。 
問 6 下線部⑤に関して，権力闘争や政治路線の争いの事例としてもっとも適切でないものを 1 つ選び，記号

で記せ。 
(a) 天安門事件 (b) 文化大革命 (c) スターリンの大粛清 (d) キューバ危機 

問 7 下線部⑥に関して，イスラム原理主義とは何か。簡潔に説明せよ。 
 
【13】2011 明治大学 2/14,一般 法  

 アメリカの政治制度は，連邦政府の権限を限定した連邦制と，専制を防止するための厳格な(1)三権分立制を

採用している点に特徴がある。 
 アメリカでは，州政府の固有の権限を確立するため，連邦憲法に列記されている外交問題の処理，州際問題

の処理等の事項に連邦政府の権限が限定されている。その一方，各州は独自の憲法，法律，政府，議会，裁判

所，警察，軍隊等を有しており，国民の諸活動は，主に州によって保障・規制されている。 
 連邦の行政権は，(2)大統領に全面的に委ねられている。大統領は，国家元首であり，かつ行政府の最高責任

者として，強大な権限を持ち，また陸・海・空軍の最高司令官として軍の指揮権を掌握し，各省長官・連邦最

高裁裁判官・高級官吏の任命権(ただし上院の同意が必要)を持つ。さらに，条約締結権(ただし上院の同意が必

要)等の外交権も掌握している。次に，議会との関係をみると，大統領には，議会への A 権が与えられて

いないが，その一方で，大統領は，議会に対し B を送付し立法や予算の審議を勧告する権限を持つ。また，

議会が可決した法案に対する C 権(ただし，上下両院による再可決もあり得る)，臨時議会の招集権・議会

の停会権を持つ。このように，大統領の権限は強大であるが，その任期に関しては，1951 年に追加されたア

メリカ合衆国憲法修正第 22 条によって D が禁止されている。 
 アメリカの大統領選挙は，選挙権を持つ 18 歳以上の州民が E を選出して， E が大統領を選出する

という間接選挙であるが，各州で最も多くの票を得た候補者が，その州の E をすべて獲得する「ウィナー・

テーク・オール(勝者総取り)」方式を特徴としている。 E は州の投票結果に拘束されるため，事実上直接

選挙に近い制度となっている。 
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 連邦議会は，上院と下院とから成る。上院議員は，2010 年現在，各州から 2 名ずつ選出され，定数 100 名，

任期 6 年で，2 年ごとに 3 分の 1 ずつ改選される。また，上院は，下院の F の訴追を受けての F 裁判

権を持つ。この場合，上院の 3 分の 2 以上の賛成があれば大統領は解任される。 
 下院議員は，2010 年現在，各州ごとに人口比例で選出され，定数 435 名，任期 2 年である。改選は全員に

ついて行われ，小選挙区制で各選挙区から 1 名選出される。選挙は，上院の 2 年ごとの改選と重なって行わ

れる。 
 アメリカの政治制度においては，(3)裁判所に違憲立法(法令)審査権が付与されている。裁判所は，憲法の最

終的解釈権を持ち，法令や行政処分の内容の違憲性を審査することができる。違憲立法(法令)審査権は，三権

相互の抑制と均衡に重要な役割を果たしている。この制度は，アメリカ合衆国憲法に明確に規定されているも

のではないが，1803 年のマーベリー対マディソン事件以来，数多くの判例によって確立されたものである。 
問 1 空欄 A～F に最も適当と思われる語句を，解答欄に記入しなさい。 
問 2 下線部(1)に関して，三権分立制を唱え，アメリカの政治制度に影響を与えた 18 世紀のフランスの政治

思想家は誰か。最も適当と思われる語句を解答欄に記入しなさい。 
問 3 下線部(2)に関して，1930 年代の不況に対して，ニューディール政策といわれる積極的な政策を実施し

た人物はだれか。最も適当と思われる語句を解答欄に記入しなさい。 
問 4 下線部(3)に関して，アメリカの違憲立法(法令)審査制度がドイツの違憲立法(法令)審査制度と異なる点

について，70 字以内で説明しなさい。 
 
【14】2011 明治大学 2/16,一般 商  

 次の文を読んで，下の問に答えなさい。 
 近年，日本政治における論点の 1 つは，「脱官僚」という言葉に象徴されるように，政治家と官僚の関係

である。この言葉は，官僚支配に対抗して民主主義をどのように実質化するかという問題意識の下に議論され

てきた。この統治制度に関わる問題は，そもそも権力分立制度と深く関わっている。この制度の思想は，ロッ

クの政府契約理論を基礎に，18 世紀の現実からモンテスキューの著書『( A )』によって完成された。権力

分立論では常備軍と官僚制によって支えられた絶対君主の行政権を制限し，国民に基礎をおく議会に(a)立法権

を与え，(b)市民の自由と権利を確保するために司法権を確立し，これら三権の間での力の抑制と均衡がとなえ

られた。 
 官僚と政治家の関係は民主主義体制における(c)議院内閣制度のあり方を考える際にきわめて重要な問題で

ある。官僚は，政策立案とその実施過程において，彼らの専門能力に力の源泉をおいているのに対し，政治家

は，主権者である国民から直接選出された点に力の源をおいているからである。このため，民主主義体制下で

は，主権者である国民から付託を受けた政治家が，第一義的には，議員立法などにより，政策課題に対する解

決策を作り出すほか，(d)官僚機構を駆使して，政策立案し，同時に彼らに対する政治的指導を貫徹させるべき

である。 
 こうした議論の背景には，国家の役割の変容やそれに伴う官僚機構の肥大化が挙げられる。19 世紀におい

ては，国家の役割はラッサールが呼んだ「( B )国家」という言葉の通り，警察や軍隊や裁判所などの機構

により，治安の維持と私有財産の保護などに限定されていた。しかし，20 世紀にはいり，資本主義経済の発

展や都市化に伴い，社会資本の整備，公衆衛生及び教育の普及などが求められたことに加え，世界で初めて生

存権が規定された( C )憲法が制定されるなど，人権の内容が拡大し，政府の役割が著しく大きくなった。

これらの結果，いわゆる「( D )国家」が生まれた。また，第 2 次世界大戦後，福祉政策や所得再分配政策

において国家の役割はさらに肥大化し，そのような国家は「福祉国家」とも呼ばれる状況となった。 
 しかし，1980 年代にはいると，政府財政の悪化や行政機構の非効率性などの理由から，(e)大きな政府から
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小さな政府を目指す動きが，日本をはじめ，先進国でも活発化した。 
 さらに，1990 年代にはいり，日本ではバブル経済崩壊以降の様々な政策の失敗や少子高齢化，グローバリ

ゼーションといった新しい社会経済環境に対する政策の展開が急務となり，特に(f)自民党政権が倒れて生じた

政権交代の下では，内閣をはじめとする政治家主導による意志決定や政策運営が注目を集めた。 
問 1 ( A )～( D )にもっとも適する語句を入れなさい。 
問 2 下線部(a)に関連して，立法権の説明としてもっとも適切な記述を 1 つ選びマークしなさい。 

① 日本国憲法において，国会と地方議会がそれぞれ立法機関と規定されている。 
② 日本では，予算の議決，条約の締結，内閣総理大臣指名において衆議院と参議院の意見の一致を見

ない場合，両院議員総会の開催が義務づけられている。 
③ 明治憲法下では，天皇の裁可を得て，法律案は効力を発することになった。 
④ 日本では，衆議院にのみ国政調査権が認められ，立法に関して正しい情報の獲得が保証されている。 
⑤ アメリカでは，議員立法に加えて，大統領に法案の提出権が認められている。 

問 3 下線部(b)に関連して，基本的人権の説明としてもっとも適切な記述を 1 つ選びマークしなさい。 
① 1941 年に発表された大西洋憲章では，「欠乏からの自由」，「ファシズムからの自由」など「4
つの自由」が提唱された。 

② 1945 年の国連総会において「世界人権宣言」が採択された。 
③ 日本政府は，1979 年に「国際人権規約」のうち，B 規約を除いて批准した。 
④ 日本政府が女性差別撤廃条約を批准したことに伴い，学習指導要領が改訂され，家庭科が男女共修

になった。 
⑤ 定住外国人の国政選挙ならびに地方選挙での参政権は日本国憲法では否定されている。 

問 4 下線部(c)に関連して，議院内閣制度の説明としてもっとも適切な記述を 1 つ選びマークしなさい。 
① 内閣が議会に対して責任を負う議院内閣制度は，フランスでその原型が作られた。 
② 日本の閣議は内閣総理大臣が主宰し，非公開による秘密会議の形でおこなわれる。 
③ 日本の内閣制度は明治憲法の発布と同時に導入された。 
④ 日本国憲法では，閣議は全会一致の原則で決議することが規定されている。 
⑤ イギリスでは，野党はシャドー・キャビネット(「影の内閣」)を作り，選挙を行うことが義務づけ

られている。 
問 5 下線部(d)に関連して，官僚機構の説明として適切でないものを 1 つ選びマークしなさい。 

① 公職の任命を政治党派的な利害関係から決定する政治慣習を猟官制度と呼ぶ。 
② マックス＝ウェーバーは規則による配分，専門的資格に基づく任用などが近代的な官僚制の要件で

あると指摘した。 
③ 官僚機構を中心とする行政権を主権者が監視する制度として設けられるのがオンブズマン制度で

ある。 
④ 戦後の日本では，地方行政において政治的要素を強めるために，副知事(助役)や出納長(収入役)の
任命が政治的任用によって行われた。 

⑤ 現在，日本の公務員のうち警察・消防には団体交渉権，団結権，争議権という労働三権が認められ

ていない。 
問 6 下線部(e)に関連して，1980 年代以降の行政改革の説明として，もっとも適切なものを 1 つ選びマーク

しなさい。 
① 公企業の民営化政策の具体的手段としては，政府持株の株式市場への上場の他，経営者への売却(B

OT)などがある。 
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② 中曽根康弘政権の下では，第 2 次臨時行政調査会によって 5 公社の民営化を中心とする行政改革

が進められた。 
③ 第 2 次橋本龍太郎政権は，行政改革会議を発足させ，中央省庁等改革関連法案を成立させた。 
④ 小泉純一郎政権は，郵政事業を民営化し，持株，郵便，郵便局，郵貯の 4 社に分割した。 
⑤ 行政改革の柱として，規制緩和，民間への事業委託，高等教育の民間委託，第 4 セクターの活用

などが挙げられる。 
問 7 下線部(f)に関連して，この政権交代前後の歴代政権の説明としてもっとも適切なものを 1 つ選びマーク

しなさい。 
① 村山富市は，戦後 2 人目の社会党党首として首班を務め，自衛隊を合憲とする政策転換を行った。 
② 海部俊樹は，公職選挙法の改正に着手し，小選挙区比例代表並立制度という選挙制度の改革を実現

した。 
③ 宮沢喜一は，消費税の導入を試みたために，自民党が分裂し，内閣不信任案が決議され，内閣総辞

職を余儀なくされた。 
④ 細川護煕は自民党，社会党，さきがけなど 5 政党の連立政権を組織した。 
⑤ 橋本龍太郎は，1996 年の総選挙において日本新党と政権をかけて争った。 
 

【15】2011 立命館大学 2/4,特定科目重視３教科方式・文系Ａ方式 
 イギリスの政治学者 A は「地方自治は民主主義の学校である」と述べている。①明治時代における日本

の地方自治は非常に不十分なものであった。日本国憲法 92 条は，「地方公共団体の組織及び運営に関する事

項は，地方自治の本旨に基いて，法律でこれを定める」と規定した。この規定を受けて， B が制定された。

地方自治の本旨には住民自らの意思と責任で行政を行うとする C と，地方公共団体が国から独立した機関

として自主的に地方行政を行なうとする D が含まれる。現在でも地方公共団体は，②市民生活水準を実現

する任務を担っている。教育・選挙などに関する事務については各種の E が担っている。 E には，教

育委員会，選挙管理委員会，人事委員会などが含まれる。 
 戦後の地方自治制度は③1999 年の地方分権一括法の成立により大きく変化した。同法は国から地方公共団

体の長に委任されていた機関委任事務を廃止し再編成した。自治体の本来の事務である F と，戸籍事務や

旅券の交付などの G に分類されるようになり，残りは直接執行事務とし，もしくは事務そのものを廃止し

た。私たちは，今後も④日本の地方自治を守り育てていかなければならない。 
〔1〕  A にあてはまる適切な人名をカタカナで記入せよ。 
〔2〕  B ～ G にあてはまる適切な語句を漢字で記入せよ。 
〔3〕 下線部①に関して，下記の記述は，明治時代の日本の地方自治について説明した文章である。 イ ～

 ハ にあてはまる適切な用語を以下の語群の中からそれぞれ一つ選び，記号で答えよ。 
 明治憲法には，地方自治の規定が置かれていなかった。明治憲法の下では知事は イ の任命による ロ

 であった。市町村長は ハ の監督の下におかれた。両者とも住民には選挙権が与えられていなかった。 
(あ) 知事 (い) 国民 (う) 公務員 (え) 官吏 (お) 公僕 (か) 宮内庁  

(き) 内務省 (く) 天皇 (け) 内閣総理大臣 

〔4〕 下線部②に関して，以下はその説明である。 ニ ， ホ にあてはまる正しい語句をカタカナでそ

れぞれ記入せよ。 
 市民生活水準は， ニ ・ミニマムとも呼ばれる。これは，市民の立場で人間らしい生活をおくるため

に地方自治体が定めた最低水準のことを意味する。市民生活の水準として中央政府が定めた基準である 

ホ ・ミニマムとの対比でよく使用される概念である。 
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〔5〕 下線部③に関して，地方分権一括法による制度改正について説明した文章として正しいものを，以下

の中から一つ選び，記号で答えよ。 
(あ) 地方分権一括法が成立したことにより，自治体は，教育やまちづくりなどで政策の選択の自由を

もてなくなった。 
(い) 地方分権一括法が成立したことにより，機関委任事務が廃止され，地域住民のニーズがくみ取り

にくくなり，住民生活は不便になった。 
(う) 地方分権一括法が成立しても地方債の発行は国の許可が必要であり，「三割自治」の実態は実質

的に改善していない。 
(え) 地方分権一括法は地方公共団体の主体性を発揮できる範囲を広げ，国と地方公共団体の関係を対

等にすることを目的とした。 
〔6〕 下線部④に関して，以下の中から，日本の地方自治に関係がないものを一つ選び，記号で答えよ。 

(あ) 情報公開制度 (い) プレビッシュ報告 (う) オンブズマン 

(え) 環境アセスメント制度 

 

【16】2009 立命館大学 2/1,Ａ・ＳＡ方式 
 『統治二論』の著者 A は，人間が生まれながらに有する権利を守るため，人々は契約を結び，国家，政

府を作るのである，とする B 説を唱えた。そして，政府が人民のこのような権利を侵害した場合には，人

民に C 権，革命権があると説いた。国家といえども人間が生まれながらに有する権利を侵すことができな

いという考えは，近代憲法の原理として諸国家の憲法にとり入れられ，民主主義に欠かすことの出来ない国民

の自由や権利の保障に大きな役割を果たした。 
 20 世紀前半のヨーロッパを席捲した①ある政治体制は，一党独裁，思想・言論・政治活動の自由の否定など，

国民の自由や権利を否定した。ドイツではヒトラーの率いるナチスすなわち D 党，イタリアではムッソリ

ーニの率いる E 党がこの政治体制を推進した。 
 「民意による政治」としての民主政治においては， イ が政治を左右する。②新聞やテレビの イ 調査

が政治を動かすこともある。しかし，権力者がマスメディアを利用して イ 操作を行うこともある。③第二

次世界大戦中にはしばしば国家による報道統制， イ 操作が行われた。つくられた イ のもとで戦争へ

の道を進んでいった歴史は，言論の自由や，政治的批判勢力の存在を認めることが，民主政治にとって極めて

重要な意味を持っていることを我々に教えている。 
 一党独裁は社会主義政治体制のもとでもとられた。しかし，1980 年代末以降，少なからぬ国で，④社会主

義体制の瓦解とともに一党独裁制が崩壊していった。 
 民主政治は，人民による自己統治の政治であるともいわれる。1863 年，ゲティスバーグの演説で F が

述べた，「人民の人民による人民のための政治」という言葉は，そのことをよく表している。その具体的あり

方として，現在多くの国でとられているのは，国民が直接政治に参加する直接民主制ではなく，⑤国民が選挙

による投票を通じて政治に参加する間接民主制である。これについては，人民が自由であるのは議員を選挙す

るあいだだけのことで，議員が選ばれるやいなや，人民は奴隷となってしまう，という 18 世紀フランスの思

想家 G の警告がある。議会政治に対する警鐘として現在もその価値を失わないであろう。 
〔1〕  A ～ G にあてはまるもっとも適切な語句を解答欄に記入せよ。 
〔2〕  A の考えが影響を及ぼしたといわれるのは次の中のどれか。もっとも適切なものを一つ選び記号で

答えよ。 
(あ) ヤルタ協定 (い) アメリカ独立宣言 (う) マグナ・カルタ (え) SDI構想 

〔3〕 下線部①に関して，この政治体制は何と呼ばれているか。カタカナで答えよ。 
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〔4〕  イ にあてはまるもっとも適切な語句を次の中から選び，記号で答えよ。 
(あ) 意識 (い) 政治家 (う) 国民 (え) 世論 

〔5〕 下線部②に関して，マスメディアは政治に大きな影響力を持つことから，「 ロ の権力」ともいわ

れている。 
  ロ にあてはまるもっとも適切な語句を答えよ。 

〔6〕 下線部③に関して，日本では戦時最高統帥機関による「 ハ 発表」として，虚偽の戦果を伝える報

道がなされた。 
  ハ にあてはまるもっとも適切な語句を答えよ。 

〔7〕 下線部④に関して，1980 年代後半，ペレストロイカ(再建)とグラスノスチ(情報公開)を打ち出し複数政

党制を認めた国の名を，当時の国名で答えよ。 
〔8〕 下線部⑤に関して，現在の日本でも間接民主制がとられているが，地方自治において， ニ の制定・

改廃や，首長・ ホ ならびに地方自治法で定める役員の解職を住民が直接請求する権利を認めるなど，

直接民主制的なしくみもみられる。 
  ニ   ホ にあてはまるもっとも適切な語句を答えよ。 
 

【17】2009 早稲田大学 2/20 政治経済  

 次の文を読んで，下記の問いに答えよ。 
 地方分権制と連邦制は似ているようで，原理的に異なっている。中央政府から地方政府に責任と権限が分散

されるものを地方分権制と呼び，権限が中央政府と構成単位の間で譲渡不可能な形で分割されるものを連邦制

という。前者の反対語は中央集権制であるが，後者の反対語は 1 である。 
 地方分権制や連邦制は 2 の名残と考えるべき点が少なからずあるが，近年見なおされる傾向にある。ヨ

ーロッパ大陸では A市民革命を成功させ中央集権制を樹立した国と，B市民革命に失敗して連邦制を導入した

国とが覇を争ってきた。今日では，後者も前者に劣らず安定した民主制を実現し，中央と地方のバランスのと

れた発展を遂げたということもできる。日本では C明治維新のころは諸外国の圧力に対抗するために国家の統

一が叫ばれたが，今日ではむしろ江戸時代の智恵に学ぶべきだとか，強い自治権をもつ大きな行政単位をつく

って 3 にするべきだといった意見も出ている。 
 D 連邦制はたしかに人口が多くて広大な国家に成立しやすいが，E 小さな国家でも少なからず例がある。ま

た，多民族的な構成との間に関係があると思われやすいが，必ずしもそうではない。F民族を構成原理にする

と単位を自由に設定することが難しく，大きな構成単位が中央政府にたいして圧力集団行動をとって国家を崩

壊に至らしめるおそれがある。しかし，Gアジアの大規模連邦制国家が厳密な民族連邦制をとっているにもか

かわらず安定しているのを見れば，体制原理そのものには問題がないように思える。H民族連邦制をとって不

安定だったアフリカの連邦制国家が，構成単位をほぼ均等に小さくして安定したという例もある。 
問１ 文中の 1 ～ 3 について，それぞれ最も適合する用語を下記の選択肢から選び，その記号を解答

欄に記入せよ。 
ア 資本主義 イ 社会主義 ウ 全体主義 エ 自由主義 オ 封建制 カ 郡県制 

キ 道州制 ク 単一制 ケ 統一制 コ 国家連合 サ 名望家支配 シ 独裁制 

問２ 下線部分 A および B について，それぞれ該当する国名を解答欄に記入せよ。 
問３ 下線部分 C について，その結果，明治政府が採用した政策を解答欄に記入せよ。 
問４ 下線部分 D に関連して，近代史上はじめて連邦制を採用した例(正式国名)を解答欄に記入せよ。 
問５ 下線部分 E に関連して，2008 年現在，人口 1000 万以下で連邦制をとっている例を下記の選択肢から

2 つ選び，その記号を解答欄に記入せよ。 
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ア キルギスタン イ アルメニア ウ チリ エ ベネズエラ オ マレーシア 

カ スリランカ キ オーストリア ク スイス ケ デンマーク コ スウェーデン 

問６ 下線部分 F について，そのような原理によって歴史上はじめて構成されたと考えられる例(正式国名)
を解答欄に記入せよ。 

問７ 下線部分 G について，具体的にどこの国を指しているか。その国名を解答欄に記入せよ。 
問８ 下線部分 H について，そのような国を下記の選択肢から 1 つ選び，その記号を解答欄に記入せよ。 

ア 南アフリカ イ アンゴラ ウ ソマリア エ ケニア オ コンゴ民主共和国 

カ ナイジェリア キ セネガル ク ガーナ ケ エジプト コ アルジェリア 
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【1】2010 関西大学 2/3,学部個別日程(３教科型) 外国語 経済 社会 人間健康 政策創造  

1 (ｿ) 2 (ﾍ) 3 (ｾ) 4 (ﾁ) 5 (ﾄ) 6 (ｳ) 7 (ｵ) 8 (ﾅ) 9 (ｺ) 10 (ﾎ) 

【2】2010 関西大学 2/7,全学部日程(３教科型)  

問(A) 1 (ﾈ) 2 (ｸ) 3 (ﾀ) 4 (ﾇ) 5 (ｱ) 6 (ｶ) 

問(B) (ｳ) 問(C) (ｴ) 問(D) (ｳ) 問(E) (ｲ) 

【3】2010 関西大学 2/7,全学部日程(３教科型)  

問(A) 1 (ｵ) 2 (ｺ) 3 (ｶ) 4 (ｴ) 問(B) イ (ｲ) ロ (ｴ) 問(C) a (ｴ) b (ｳ) c (ｵ) 

問(D) (ｱ)  問(E) X (ｲ) Y (ｴ) Z (ｷ) 問(F) (ｲ) 問(G) (ｴ) 

【4】2011 京都産業大学 1/29,前期日程(３科目型) 外国語 経営 経済 文化 法  

問 1 4  問 2 4  問 3 全国人民代表大会  問 4  B 1  C 2  問 5 1  問 6 3  問 7 1  

問 8 1  問 9 3 

【5】2010 国士舘大学 2/1,前期(Ａ日程) 21 世紀アジア 政経 文 法  

問 1 ② 問 2 ④ 問 3 ④ 問 4 ③ 問 5 ② 問 6 ④ 問 7 ② 問 8 ② 

問 9 ① 問 10 ① 問 11 ④ 問 12 ② 問 13 ③ 

【6】2011 大東文化大学 2/5,一般  

問 1 ウ 問 2 ア 問 3 イ 問 4 ウ 問 5 イ 問 6 エ 問 7 ウ 問 8 ア 

問 9 ア 問 10 ウ 問 11 イ 問 12 イ 

【7】2011 中京大学 2/1,一般(前期日程(Ｍ２・Ｍ３方式(文系型))  

問 1  1 タ  2 ソ  3 ソ  4 タ  5 ソ  6 シ  7 ク  8 ス  9 オ  10 サ  11 ソ 

問 2  1 ア  2 ス  3 カ  4 ケ  A ウ，ソ  B サ  C コ，シ，セ  D キ，ソ 

問 3 ウ，カ，ケ，ス，タ，チ，ツ 

【8】2011 帝京大学  

問 1  1 タ  2 イ  3 エ  4 シ  5 セ  6 ソ  7 オ  8 ケ 

問 2  A 国[人]民主権  B 議院内閣制  C 大統領 

【9】2009 同志社大学 2/6,学部個別日程 経済 文  

〔設問１〕ア 行政  イ 解散  ウ 不信任  エ 立法  オ 拒否権  カ 教書  キ 総辞職 

ク 国事行為 〔設問２〕A ８  B ７  C ９  D ５  E １  F 11 

〔設問３〕ａ．２ ｂ．１ ｃ．２ ｄ．２ ｅ．２  〔設問４〕 ３，６ 

【10】2011 法政大学 2/12,Ａ方式・Ａ方式(Ⅱ日程) スポーツ健康 経済 社会  

問 1 d  問 2 c  問 3 b  問 4 b，c，d  問 5 c，d  問 6 d  問 7 a，d  問 8 a，d 

問 9 b，c  問 10 b，d  問 11 b，d  問 12 b，d 

【11】2010 北海学園大学 2/9,一般 経営１部 経営２部 経済１部 経済２部  

問1  A コ  B オ  C ア  D カ  E イ  問2 議院内閣制  問3 オバマ  問4 オ  問5 イ 

問 6 18 

【12】2011 北海道医療大学 1/30,一般(前期) 看護福祉 心理科  

問 1 1 あ 2 く 3 お 4 う 5 け 6 え 7 そ  問 2 (a)，(d) 問 3 野党  問 4 (a) 

問 5 チェックアンドバランス  問 6 (d) 

問 7 イスラム原理主義とは，イスラム諸国の近代化や西欧化に反対して，イスラム教の教義に基づい

た政治の実現を目指す政治的運動のことである。 
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【13】2011 明治大学 2/14,一般 法  

問 1  A 解散  B 教書  C 拒否  D 3 選  E 大統領選挙人  F 弾劾 

問 2 モンテスキュー  問 3 フランクリン・ルーズベルト 

問 4 ドイツでは通常の裁判所とは別の憲法裁判所が議員の申し立てにより審査し，アメリカでは最高

裁判所が具体的事件に即した形で違憲立法審査を行う。 
【14】2011 明治大学 2/16,一般 商  

問 1  A 法の精神  B 夜警  C ワイマール  D 福祉  問 2 ③  問 3 ⑤  問 4 ②  問 5 ④ 

問 6 ①  問 7 ① 

【15】2011 立命館大学 2/4,特定科目重視３教科方式・文系Ａ方式  

〔1〕 プライス 〔2〕B 地方自治法  C 住民自治  D 団体自治  E 行政委員会  F 自治事務 

G 法定受託事務  〔3〕イ (く)  ロ (え)  ハ (き)  〔4〕ニ シビル  ホ ナショナル 

〔5〕 (え)〔6〕 (い) 

【16】2009 立命館大学 2/1,Ａ・ＳＡ方式  

〔1〕A ロック B 社会契約  C 抵抗 D 国家社会主義ドイツ労働者  E ファシスタ 

F リンカーン  G ルソー 〔2〕 (い)〔3〕 ファシズム 〔4〕 (え)〔5〕 第四  

〔6〕 大本営  〔7〕 ソ連 [ソビエト社会主義共和国連邦] 〔8〕ニ 条例 ホ 議員 

【17】2009 早稲田大学 2/20 政治経済  

問１  1 コ  2 オ  3 キ  問２  A フランス  B ドイツ  問３ 廃藩置県 

問４ アメリカ合衆国  問５ キ，ク  問６ ソビエト社会主義共和国連邦  問７ インド 

問８ カ 

 


