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【1】2012 大阪産業大学 2/1,一般前期(Ａ日程(英･国･選択型))  
 社会契約説は近代民主主義のもとになった思想である。代表的な思想家としては，T.ホッブズ，J. ロック，
J. J. ルソーが挙げられる。 
 まずホッブズは，1651年『( 1 )』を著し，「( 2 )」を避けて平和と秩序を確立するためには，人々は
絶対的な主権者に自然権を譲渡して国家を統治させ，その主権者に従う契約を互いに結ぶしかないという社会

契約説を唱えた。 
 次にロックは，1690年に出版した『( 3 )』において，次のような社会契約論を展開している。自然状態
においては，人々は自分の生命や自由に危害を与える他者を裁き，罰を与える権利を平等にもつが，そこに他

人の生命や自由を意図的に攻撃しようとする人物が現れると，戦争状態が生じ破滅の状態に陥りやすい。そこ

で，人々は，他人を裁き罰する権利を放棄し，各自の生命や自由が守られる安全で平和な生活のために，犯罪

者を裁き処罰する権力をもつ政治体を契約によって樹立する。 
 最後にルソーは1762年『( 4 )』を著し，人々は自由を失うことなく新しい社会秩序を形成するために，
次のような社会契約を結ぶと論じている。すなわち，人々は自分自身とそのすべての権利を共同体の全体に対

して全面的に譲渡し，( 5 )の指導の下におかれる共同体(共和国)を結成する。これによって人々は市民的自
由，所有権，道徳的自由をもつ市民となる。 
問 1 本文中の( 1 )に入れるのに適切な語句を下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 19  

1 ユートピア 2 リバイアサン(リヴァイアサン) 3 君主論 4 権利のための闘争 
問 2 本文中の( 2 )に入れるのに適切な語句を下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 20  

1 人の支配 2 階級闘争 3 社会状態 4 万人の万人に対する闘争 
問 3 本文中の( 3 )に入れるのに適切な語句を下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 21  

1 市民政府二論 2 戦争と平和の法 3 自由論 4 永久平和のために 
問 4 本文中の( 4 )に入れるのに適切な語句を下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 22  

1 コモンセンス 2 社会契約論 3 法の精神 4 フランス革命についての省察 
問 5 本文中の( 5 )に入れるのに適切な語句を下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 23  

1 奴隷意志 2 自由意思 3 一般意志 4 特殊意志 
 

【2】2012 学習院大学 2/10 経済  

 国家の主権がおよぶ範囲を領域という。領域は領土，領海，領空からなる。では，地球は領域で整然と区切

られているのであろうか。先ず，空から見ていこう。他国の航空機は許可を得なければ領空を飛行できない。

日本の宇宙探査機「はやぶさ」は，日本から打ち上げられ，小惑星に到達した後，オーストラリア上空で大気

圏に再突入し，機体のほとんどが燃え尽きたものの，カプセルがオーストラリア南西部に着陸し，貴重なサン

プルが回収された。領空と宇宙との関係はどうなっているのだろうか①。 
 海に関しては，早くから航海の自由を守ろうという動きがあった。国際法の父といわれるグロチウスは，1
7世紀初頭に既に「海洋はいずれの国も占有できない自由な場所であるべきだ」と唱えていた。彼の主張は彼
の母国 A をはじめ，商船隊を組織し，輸出入の差額を増大させるために世界各地と広く交易しようと考え

た国々②によって支持され，早い時期に成立した国際原則の一つとなった。 
 1982年，国連 B が採択され，新たな海洋秩序が明文化された。それによると領海は領土から12海里ま
でに制限される一方，領土から 200 海里までの海は排他的 C として沿岸国の漁業および鉱物資源に関す

る支配権が認められた。日本は 1996年に B を批准した。しかし，それで海の問題が解決したわけではな

い。海には多くの島があり，これらの島の領有を巡る国家間の争い③がある。南シナ海のように，多くの島が

存在し，それらに対し複数の沿岸国が領有を主張しているところでは，問題は複雑になる。 
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 眼を陸に転じると，世界には領土が未確定な場所が多数存在していることが解る。これらの場所のいくつか

では関係国間の領土紛争が未解決のまま現在も継続している④。紛争は時にはテロ攻撃の形をとり，紛争地域

から離れた場所に飛び火する。2008 年 11 月，インド南部の大都市ムンバイで高級ホテルにテロリストが侵
入し，200名近い市民が犠牲になる事件が発生した。この攻撃の背景にはインドとパキスタン，さらには中国
が領有を争っている D 問題があった。 
 一方，豊富な地下資源があるにも拘わらず，国際条約で領土権の主張が認められず，軍事的行動も一切禁止

されている場所もある⑤。日本はこの場所の開発に積極的に参加している。 
問 1 下線部①に関連し，領空と宇宙との関係について正しい記述はどれか。下記のなかから最もふさわしい
ものを 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 

a 領土と領海上空の大気圏までが領空であり，宇宙には領有権が及ばない。 
b 領土と領海上空の月までの宇宙空間が領空である。 
c 領土と領海上空の5千メートルまでが領空であり，宇宙には領有権が及ばない。 
d 領土と領海上空の5千キロメートルまでが領空であり，宇宙には領有権が及ばない。 
e 領空と宇宙との関係は1992年に開催された地球サミットで規定された。 

問 2 文中の空欄 A ～ D にあてはまる語句を答えなさい。解答にあたってはそれぞれ以下の指示に従

いなさい。〔解答用紙記述〕 
A カタカナで記入しなさい B 漢字で5字 C 漢字で4字 D カタカナで5字 

問 3 下線部②に関連して以下の質問に答えなさい。 
(1) 16 世紀から 18 世紀を中心としてヨーロッパ諸国は，下線部②のような考え方に基づく経済政策を追求
した。フランスのコルベールがとった保護貿易政策がその典型である。こういった考え方を何というか。漢

字 4字で解答欄に記入しなさい。〔解答用紙記述〕 
問 4 下線部③のような問題がないのはどこか。下記のなかから最もふさわしいものを 1つ選び，その記号を
解答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 

a 千島列島 b 尖閣諸島 c 西沙群島 d フォークランド諸島 e 小笠原諸島 
問 5 下線部④に関連して以下の質問に答えなさい。 
(1) 下線部④の例として，パレスチナ紛争を挙げることができる。イスラエルの国境は4 次に及ぶ中東戦争
のたびに変化した。エジプトと接するある地区は，かつてイスラエルにより軍事占拠されたが，現在ではパ

レスチナ自治政府の一部として，ハマスという政治勢力が統治している。イスラエルは国の安全が脅かされ

るとして，この地区を経済封鎖している。この地区の名前をカタカナ 2 字で解答欄に記入しなさい。〔解
答用紙記述〕 

(2) 2008年に，世界遺産としてプレアビヒアというヒンドゥー寺院遺跡が登録された。ところが，この遺跡
の領有を主張する二国が，世界遺産としての登録をきっかけに周辺地域で数度にわたり軍事衝突を繰り返し

た。この二国はどれか。下記のなかから最もふさわしいものを 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしな
さい。〔解答用紙マーク〕 

a ベトナムとラオス b ベトナムとカンボジア c タイとカンボジア d タイとミャンマー 
e 上のどれでもない 

問 6 下線部⑤に該当するのはどこか。下記のなかから最もふさわしいものを1つ選び，その記号を解答欄に
マークしなさい。〔解答用紙マーク〕 

a サハリン b ソマリア c マダガスカル d スーダン e 南極 
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【3】2012 駿河台大学 2/26,Ｂ方式 法 経済 メディア情報 現代文化 心理  

 近代以前の社会では，領主やその臣下の騎士たちが特権身分として土地と領民を支配し，政治権力を独占す

る 1 といわれる政治制度が支配的であった。 
 その後，権力が1人の国王に集中するという絶対君主制が生まれた。この政治体制は，(A)王権神授説によっ

て正当化された。これに対して，商工業の発展にともない力をつけた 2 階級は，社会生活における自由や

平等，政治への参加を求め，ブルジョア革命をなしとげた。たとえば，イギリスの清教徒革命や名誉革命，ア

メリカの独立革命，フランス革命などである。 
 こうして近代民主主義へと政治体制は転換したが，民主政治を基礎づけたのは(B)社会契約説であった。これ

は，社会や国家が「自然状態」にあった諸個人の契約によって成立したとする考え方である。この考え方の代

表的な提唱者にはイギリスのホッブズやロック，フランスの 3 がいる。 
 絶対君主制の時代には，国王が自分の都合に合わせて国民を支配するという「人の支配」が行われていたが，

イギリスでは 17 世紀に国王といえどもコモン・ローに従うべきという「 4 の支配」という考え方がエド

ワード・コークによって主張された。その後，この原則が確立したのは，近代国家が成立し，国家の最高法規

である(C)憲法に基づいて政治を行うという 5 が採用されたからである。なお，近代憲法は，(D)基本的人権

を保障し，国民主権と政治機構の仕組みを定めている。 
 こうした基本的人権の保障について，アメリカ独立宣言は，生命・自由および幸福の追求を生まれつき授け

られた権利，つまり天賦の権利として示し，フランス人権宣言は，自由・所有権・安全および圧制への抵抗を

 6 権として具体的に示した。 
 当初，人権とされたのは，思想・信条の自由などの(E)自由権であったが，特に経済活動の自由は貧富の格差

や悲惨な労働環境をまねき，労働運動が産声を上げた。20 世紀になり，世界初の社会主義国家がロシアに誕
生したが，自由主義体制国家でも(F)社会権が基本的人権の一つとして認められるようになってきた。 
 また，今日，(G)人権保障は一国内にとどまるものではなく，広く国際的関心事となっている。 
問 1 文中の空欄 1 ～ 6 に入る最も適当な語句を次の①～⑤の中からそれぞれ一つずつ選び，その番

号をマークしなさい。 
 1  ① 共和制 ② 奴隷制 ③ 封建制 ④ 民主制 ⑤ 律令制 
 2  ① 公民 ② 市民 ③ 人民 ④ 文民 ⑤ 平民 
 3  ① ベンサム ② ボーダン ③ マルクス ④ ラッサール ⑤ ルソー 
 4  ① 神 ② 行政 ③ 国民 ④ 裁判官 ⑤ 法 
 5  ① 共産主義 ② 資本主義 ③ 社会主義 ④ 法治主義 ⑤ 立憲主義 
 6  ① 支配 ② 自然 ③ 社会 ④ 自由 ⑤ 生存 

問 2 下線部(A)に関して，王権神授説の説明として最も適当なものを次の①～④の中から一つ選び，その番
号をマークしなさい。 7  
① 国王の支配権は地上に神の国を実現するためにあるという考え方 
② 国王が政治を行うにあたっては，教会で定められた法に従わなければならないという考え方 
③ 国王および教会が国家権力を独占するという考え方 
④ 国王の支配権は神から与えられたものであり，その権力は法に拘束されないという考え方 

問 3 下線部(B)に関して，この説を提唱した 1 人であるロックの代表的著作とその考え方についての記述と
して最も適当なものを次の①～④の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 8  
① 『法の精神』：立法権・司法権・執行権の三権分立によって国家権力の均衡をはかり，国民の基本

的人権を保障しようという考え方 
② 『社会契約論』：人が生まれながらにもつ自由を擁護するために，社会契約を結び，人民全体の利
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益を追求する一般意志に基づく作用である人民主権による国家を樹立するという考え方 
③ 『統治論二篇(市民政府二論)』：人は自然法の下に生命・財産・自由を守る権利を当然もっており，
これを確実なものにするために人々は契約によって国家を作り，政府は国民の信託によるという考え

方 
④ 『リバイアサン』：人は自然状態では「万人の万人に対する闘争」となるので，各人の権利を主権

者に委譲して秩序を維持する必要があるという考え方 
問 4 下線部(C)に関して，日本で 1890年に施行された大日本帝国憲法において，統治権を総攬

そうらん

すると定めら

れていたものとして最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 9  
① 軍部 ② 枢密院 ③ 帝国議会 ④ 天皇 ⑤ 内閣 

問 5 下線部(D)に関して，日本国憲法第 11条は「国民は，すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と
定めているが，人権についての記述として適当でないものを次の①～⑤の中から一つ選び，その番号をマー

クしなさい。 10  
① 基本的人権は，侵すことのできない永久の権利である。 
② 基本的人権は，人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。 
③ 基本的人権は，法律の範囲内でのみ認められる。 
④ 国民は人権を濫用してはならず，公共の福祉のために人権を利用する責任を負う。 
⑤ 国民が幸福を追求する権利は，原則として最大限尊重される。 

問 6 下線部(E)に関して，日本国憲法が保障する自由権の一つに人身の自由があるが，この人身の自由の内
容として適当でないものを次の①～⑤の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 11  
① 人格を無視した非人道的な奴隷的拘束の禁止 
② 法律の定める手続きなしに，生命や自由を奪われるなどの刑罰が科されないことの保障 
③ 拷問や残虐な刑罰の禁止 ④ 集会・結社および言論・出版の自由の保障 
⑤ 被疑者・被告人が自己に不利な供述を強要されない権利の保障 

問 7 下線部(F)に関して，日本国憲法で認められている社会権の組み合わせとして最も適当なものを次の①
～⑤の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 12  
① 環境権・知る権利・プライバシーの権利 
② 教育を受ける権利・生存権・プライバシーの権利 
③ 教育を受ける権利・生存権・労働基本権 
④ 教育を受ける権利・選挙権・労働基本権 
⑤ 知る権利・生存権・労働基本権 

問 8 下線部(G)に関して，国連総会は 1966年に国際人権規約を採択したが，この国際人権規約を説明する記
述として最も適当なものを次の①～⑤の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 13  
① この規約は，すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準ではあるが，法的拘束力はない。 
② この規約は，経済的・社会的および文化的権利に関する社会権規約と，市民的および政治的権利に

関する自由権規約などからなっている。 
③ この規約は，女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関するもので，日本でもこれに合わせて男

女雇用機会均等法が制定された。 
④ この規約は，戦争の手段や方法の制限，また，戦闘行為に参加しない人々や戦闘不能になった人々

の保護を目的としている。 
⑤ この規約は，世界で初めて社会権という考え方を打ち出し，自由権を広く認めつつも，人たるに値

する生活を保障する生存権を定めている。 
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【4】2012 成城大学 2/10,Ａ方式(３教科) 社会イノベーション  

 次の文章を読んで，下記の設問に答えよ。 
 近代国家の基本法としての近代憲法は，(A)立憲主義の原理によって支えられている。こうした立憲主義に基

づく近代憲法の形式的な特徴としては，第一に(B)成文憲法主義を指摘できる。これは，憲法が体系化された法

典の形，すなわち憲法典の形を取ることをいう。これに対し，イギリスは，1215 年の a をはじめ，1628
年の権利請願， b 年の権利章典のほか，議会制定法や判例法などが実質的な憲法体系を形成し，単独の憲

法典を持たない c 憲法の国といわれる。 
 近代憲法の形式的特徴の第二は，硬性憲法主義である。これは，改正手続の難易により類別した憲法の分類

である。憲法典も，社会の変化に応じてその内容を変えることが必要になる場合がある。成文憲法の場合，そ

の最高法規性を維持するために，改正手続も通常の法律より厳格にしてあることが普通である。他方，通常の

法律と同様の手続により改正できる憲法は， d 憲法と呼ばれる。 
 (C)日本国憲法は，硬性憲法であり，その改正については，衆参各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で，
 e が発議したうえで(D)民意を問い，その過半数の賛成を得ることを求めている。しかし，日本国憲法は，

その制定以来，改正が行われたことはない。とはいえ，憲法改正の必要は制定当初から主張されており，特に

(E)日本国憲法第 9条に関しては，1950年の警察予備隊の創設以降，その改正論議が活発に行われてきた。 
問 1 文中の空欄a～eを埋めるのに最も適当な語句または数字を記せ。 
問 2 下線部(A)について，「立憲主義の原理」とは，一般にどのような考え方を内容としているものか。40
字以内で述べよ(句読点を含む)。 

問 3 下線部(B)に関連して，以下の文中の空欄 f，gを埋めるのに最も適当な語句を記せ。 
 成文憲法は，その制定の主体が誰かによっても分類ができる。君主による制定である欽定憲法，国民によ

る制定である民定憲法のほか，君主と国民との合意により制定される f ，二つ以上の国家の合意により

制定される g もある。 
問 4 下線部(C)について，日本国憲法に関して広く総合的に調査を行うことを目的に，2000年 1月に衆参各
議院に設置された組織は，何と呼ばれたか。 
問 5 下線部(D)に関連して，この民意を問う具体的方法は何と呼ばれているか。 
問 6 下線部(E)について， 
(1) 日本国憲法の三大原則としては，基本的人権の保障，国民主権のほか，何と呼ばれる原則があるか。 
(2) 警察予備隊を改組して，1952年，新たに創設された防衛組織は，何と呼ばれるか。 
 
【5】2012 西南学院大学 2/9,Ｆ日程・一般･センター併用 神 文 商 経済 法 人間科 国際文化  

 次の文を読んで，問(1～3)に答えよ。 
 中世ヨーロッパでは，土地を媒介とした国王・領主・家臣の間の緩やかな主従関係により形成される特有の

支配体制である〔 ア 〕や聖職者を筆頭とする3 段階の身分制のもとで，農民が政治に関与する余地はな
かった。近代初頭になると，国王に政治権力が集中する〔 イ 〕への変容が見られ，それを正当化する理論

として〔 ウ 〕が説かれた。 
 しかし，やがて農業に代わって商工業が発達するにつれて，裕福な市民階級が力をつけ，彼らは政治的・経

済的な自由や権利を求めて国王との対立を深めるようになった。やがて各国で市民階級が勝利をおさめて市民

革命がなしとげられた。イギリスの清教徒革命(ピューリタン革命)(1642年)や〔 エ 〕(1688年)，フランス
革命(1789 年)などは，近代民主主義への転換を象徴するできごとである。近代民主主義は，国民主権，基本
的人権の尊重，法の支配，権力分立制などを基本原理としている。 
 近代民主主義を理論的に基礎づけたのが社会契約説である。この理論は，国家権力の正当性をどこに求める



私大2012 民主政治 6/32 

かで〔 ウ 〕と対立する。例えば〔 オ 〕は，その著『〔 カ 〕』において次のように言う。すなわち，

人間は〔 キ 〕のもとで生命，自由，財産などに対する固有の権利を持っており，それを守るために社会契

約を結んで国家や政府を組織する。彼のこうした思想は，基本的人権尊重原理の源流の 1つになっている。 
 法の支配には，起源をたどれば中世にまでさかのぼる長い伝統がある。17 世紀初めのイギリスで国王と市
民階級の対立が生じた時，裁判官クック(コーク)は，13世紀のローマ法学者である〔 ク 〕の「国王といえ
ども，神と法の下にあるべきである」という言葉を引用して，法の支配を主張した。 
 たとえ民主的に成立した権力であっても，それが濫用される危険は常にある。そこで現在多くの国では，こ

れを防止するため，国家権力を立法・執政(行政)・司法に分立させ，三権の間の「抑制と〔 ケ 〕」により
人権を守る仕組みを整えている。〔 コ 〕は，その著『法の精神』の中で，当時の諸国の国民，風土，社会，

政治体制を比較しつつ，あるべき政治体制について思索を深め，権力分立の思想の確立に寄与した。 
問 1 文中の〔   〕(ア～オ)に最も適当なものを，下の語群(11～25)から 1つずつ選んで，その番号を記
入せよ。 

11 独立戦争 12 名誉革命 13 ベンサム 14 7月革命 15 ロック 16 王権神授説 
17 封建制 18 立憲君主制 19 絶対王政 20 ラティフンディウム 21 大土地所有制  
22 ホッブズ 23 選挙王制 24 階級国家論 25 多元的国家論 

問 2 文中の〔   〕(カ～コ)に最も適当なものを，下の語群(26～40)から 1つずつ選んで，その番号を記
入せよ。 

26 市民政府二論 27 均衡 28 ウォルポール 29 協調 30 自然状態 31 モンテーニュ 
32 モンテスキュー 33 対立 34 隷従状態 35 ビバリッジ 36 フランス革命についての省察 
37 ブラクトン 38 戦争状態 39 立法と道徳の原理序説 40 ブライス 

問 3 文中の下線部に関して，下の3つの語または語句をすべて用いて(語または語句を用いる順序は任意)，
法治主義と対比しつつ，法の支配の概念を 150字以内で説明せよ。解答用紙の解答欄に記入せよ。 
人の支配 人権の保障 法律 
 

【6】2012 専修大学 2/12,一般(前期(全学部統一))  

 人権の思想が歴史的に最も早く登場したのはイギリスであった。1215年制定のマグナ・カルタ， (1) が

中心となって起草し 1628 年に議会がチャールズ 1 世に対して提出した権利請願，1689 年発布の (2) は，

近代人権宣言の前史において大きな意義を有する。 
 16世紀から 18世紀のヨーロッパにおいては，国王が強い権力をもって国民を専制支配する絶対王政の時代
になった。この政治体制は，国王の政治権力は神から絶対的な支配権を与えられたとする思想である (3) に

よって正当化された。この時代において，経済的実力をつけてきた裕福な商工業者などの市民階級は，国王と

の対立を深め，自由・平等・政治への参加などを要求して(ｲ)市民革命を起こした。このとき民主政治の原理と

なる思想を展開し，市民側の理論的支柱となったものに社会契約説がある。 
 社会契約説を最初に主張したのは (4) である。(ﾛ)彼は，『(ﾊ)リヴァイアサン』のなかで，人間は自然状態

のままでは「万人の万人に対する闘争状態」に陥ってしまうので，この闘争状態から逃れて自己保存をはかる

ために，人間は社会契約によって国家を形成すべきだと説いた。これに対して， (5) は，『市民政府二論』

のなかで，各人が社会契約により (6) の一部を代表者に信託して国家をつくると考えた。最高権(立法権)
は人民にあり，政府はその受託者にすぎないので，もし政府が人民の (6) を踏みにじるなら，(ﾆ)人民は政

府に対し一定の権利を行使できるとした。また，ルソーは，明治時代の日本において， (7) が『民約論』

と訳した『社会契約論』のなかで，個々人の間での契約によって一つの共同体をつくり，公共の利益の実現を

めざす (8) を人民が担うことによって自由と平等が実現できるとした。 
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 アメリカやヨーロッパでの市民革命の結果，近代的な人権宣言が誕生する。たとえば，1776年にはアメリ
カで (9) が採択された。これは，イギリスの権利請願などの影響を受け，人権・国民主権・権力分立の原

理とともに，人身の自由，宗教の自由，言論・出版の自由など，今日の自由権の原型がほとんど網羅されてお

り，各種人権宣言の先駆をなす画期的なものである。また，1789 年にはフランス人権宣言が採択され，これ
はフランス革命の根本理念である自由・平等・ (10) の精神を宣言している。 
〔設問 1〕 本文中の空欄 (1) に入る人物として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 32 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① ブラクトン ② トマス・モア ③ モンテスキュー ④ クロムウェル  
⑤ エドワード・コーク(クック) 

〔設問 2〕 本文中の空欄 (2) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 33 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 権利憲章 ② 権利章典 ③ 自由憲章 ④ 権利宣言 ⑤ 人権章典 

〔設問 3〕 本文中の空欄 (3) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 34 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 王権神聖説 ② 王権絶対説 ③ 王権神授説 ④ 王政絶対説 ⑤ 王政神聖説 

〔設問 4〕 本文中の空欄 (4) に入る人物として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 35 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① トマジウス ② ホッブズ ③ ヴォルテール ④ ヘーゲル ⑤ デカルト 

〔設問 5〕 本文中の空欄 (5) に入る人物として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 36 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① ロック ② カント ③ ボーダン ④ グロチウス ⑤ ミル 

〔設問 6〕 本文中の空欄 (6) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 37 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 自然権 ② 参政権 ③ 社会権 ④ 団結権 ⑤ 平等権 

〔設問 7〕 本文中の空欄 (7) に入る人物として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 38 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 大久保利通 ② 箕作麟祥 ③ 中江兆民 ④ 吉野作造 ⑤ 伊藤博文 

〔設問 8〕 本文中の空欄 (8) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 39 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 君主自治 ② 支配意志 ③ 一般意見 ④ 一般意志 ⑤ 受益意志 

〔設問 9〕 本文中の空欄 (9) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番

号 40 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 大西洋憲章 ② バージニア権利章典 ③ ワイマール憲法 ④ マーストリヒト条約 
⑤ ウェストファリア条約 

〔設問 10〕 本文中の空欄 (10) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番
号 41 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 連帯 ② 博愛 ③ 団結 ④ 公平 ⑤ 平和 

〔設問 11〕 本文中の下線部(ｲ)に関連して，イギリスで起こった市民革命として最も適切なものを，次の①～
⑤の中から一つ選び，解答番号 42 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 文化大革命 ② 名誉革命 ③ 七月革命 ④ 五月革命 ⑤ パリ・コミューン 

〔設問 12〕 本文中の下線部(ﾛ)の人物の主張内容として最も適切なものを，次の①～④の中から一つ選び，解
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答番号 43 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 立憲君主制の確立 ② 絶対王政の擁護 ③ 間接民主制の確立 ④ 直接民主制の確立 

〔設問 13〕 本文中の下線部(ﾊ)に関して，『リヴァイアサン』の扉絵に描かれている怪物リヴァイアサンが被
る王冠が象徴するものとして最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 44 のマーク

解答欄にマークしなさい。 
① 暴力 ② 財産権の不可侵 ③ 政治権力 ④ 安全保障 ⑤ 国家財産 

〔設問 14〕 本文中の下線部(ﾆ)に関して，一定の権利として最も適切なものを，次の①～④の中から一つ選び，
解答番号 45 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 政府に抵抗し政府を打倒する権利 ② 徴兵制を廃止できる権利 
③ 政府に対し全人民の選挙権の保障を実施させる権利 
④ 身分制度を廃止できる権利 
 

【7】2012 大東文化大学 2/5,一般  

 16～18 世紀のヨーロッパは，強大な常備軍と官僚を背景に，国王が民衆を専制支配する絶対主義の時代で
あった。この政治体制は，国王の権力は神から与えられたもので，絶対不可侵であるとする①王権神授説によ

って正当化された。 
 絶対王政の重商主義政策による産業の発展にともない，経済的実力を蓄えた新興の A が台頭し，政治に

も影響力をおよぼすようになった。彼らは，自由な経済活動に対する制限の撤廃，社会生活における自由・平

等の保障，それらを実現するための政治への参加を掲げて絶対王政と闘い，②市民革命をなしとげた。 
 市民革命の思想的原動力となったのは B 思想に基づく社会契約説である。社会契約説の代表的な思想家

には，著書『 C 』で自然状態を「万人の万人に対する闘争」と表現し，この闘争を回避するために各人の

自然権を絶対的な国家(主権者)に委譲すべきことを説いた D ，③王権神授説を根源的に批判したロック，④

徹底した人民主権論を唱えたルソーがいる。 
 民主政治を目指す市民革命の過程で，基本的人権の保障の原理をはじめ，民主政治の基礎となる国民主権の

原理，⑤権力分立の原理，⑥法の支配の原理，代表民主制の原理などの成果が生み出された。これらの諸原理

を保障するために制定されたのが近代憲法であり，憲法に基づいて政治を行なうことを E という。「権利

の保障が確保されず，権力の分立が規定されないすべての社会は，憲法をもつものではない」(第 16 条)と定
めた F は，そうした民主政治の根本的な原理をうたったものとして重要である。 
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 ユンカー イ ヨーマン ウ ブルジョアジー エ プロレタリアート 
問 2 空欄 B 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 自然法 イ 自由主義 ウ 国民主権 エ 社会主義 
問 3 空欄 C 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 社会契約論 イ リバイアサン ウ 市民政府二論(統治二論) エ 政治学 
問 4 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 アダム＝スミス イ マキャベリ ウ ボーダン エ ホッブズ 
問 5 空欄 E 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 憲政の常道 イ 法律万能主義 ウ 法律による行政 エ 立憲主義 
問 6 空欄 F 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 フランス人権宣言 イ アメリカ独立宣言 ウ 権利章典 エ マグナ＝カルタ 
問 7 下線部①について，王権神授説の提唱者もしくは信奉者として不適切なものはどれか，次のア～エから
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一つ選びなさい。 
ア フィルマー イ ボシュエ ウ ジェームズⅠ世 エ ラッサール 

問 8 下線部②について，17～18 世紀の市民革命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 ピューリタン(清教徒)革命 イ 名誉革命 ウ イラン革命 エ フランス革命 

問 9 下線部③について，ロックの社会契約説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 政府が人民の信託に反して権力を濫用し自然権を侵害した場合には，人民は抵抗権(革命権)を行使
できる。 

イ 国家の最高権力は執行権であり，立法権などその他の権力はすべて執行権に従属する。 
ウ すべての人間が，自己の生命，自由，財産を守る自然権をもっている。 
エ アメリカ独立革命に影響を与えた。 

問 10 下線部④について，ルソーの社会契約説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 一般意志(意思)は，分割も委譲も代表もできない。 
イ 全人民が政治に参加する直接民主制が理想の政治形態である。 
ウ ピューリタン(清教徒)革命の理論的支柱となった。 
エ 社会契約により成立する社会は，その構成員の一般意志(意思)に基づく共同社会である。 

問 11 下線部⑤について，ロックによる権力分立の主張を三権分立論に発展させた思想家とその著書の組み
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 思想家：トマス＝モア 著書：コモン＝センス 
イ 思想家：モンテスキュー 著書：法の精神 
ウ 思想家：モンテスキュー 著書：法における常識 
エ 思想家：トマス＝モア 著書：ユートピア 

問 12 下線部⑥について，法の支配の原理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 社会契約説が生み出された背景には，中世以来積み重ねられてきた法の支配の伝統がある。 
イ 19 世紀のドイツで発達した「法治主義」は，権力者の恣意を排する点で「法の支配」と共通する
が，「法の支配」ではもっぱら形式や手続きの適法性が重視されたのに対し，「法治主義」は，国王

権力から国民の自由や権利を守るということに力点が置かれた。 
ウ 法の支配とは，人の支配に対立する言葉であり，国王のような権力者が国民を支配するために恣意

的に法をつくるのではなく，逆に国民の基本的人権を保障するために権力者が法を守るべきものとい

う性格をもっている。 
エ エドワード＝コーク(クック)は，「国王といえども神と法のもとにある」という先人の言葉を引用
して，国王も中世以来の慣習法であるコモン＝ローに従うべきであるという法の支配の考えを主張し

た人物である。 
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【8】2012 大東文化大学 2/5,一般  

 市場の働きを重視する経済の捉え方は，18世紀の末に確立した。イギリスのアダム・スミスは，著書『 
A 』(1776 年)で，当時支配的だった①重商主義を批判し，②市場における人々の利己心にもとづく経済活動
こそが社会全体の調和と発展をもたらすと主張した。こうしたスミスの考え方は， B ら後継者たちにひき

つがれて，経済思想の歴史において大きな影響力を持つことになった。 
 市場経済は19 世紀半ばまでに大きく発展した。しかしながら 19 世紀末ごろになると，少数の企業が巨大
化し，③独占や寡占が生じるようになった。さらに貧富の格差の拡大も生じたため，社会主義経済を模索する

立場が登場した。1917年のロシア革命を経て，④ソビエト社会主義共和国連邦が成立した。 
 一方，市場経済体制をとる国々でも，20 世紀初頭の世界恐慌の経験を通じて，政府の役割に対する考え方
は大きく変化した。とりわけイギリスのジョン・メイナード・ケインズは著書『 C の一般理論』(1936年)
で，長引く不況の原因は D の不足にあると分析し，不況を脱し完全雇用を実現させるために，財政・金融

政策によって D を増加させなければならないと主張した。これは市場経済と政府の働きを組み合わせるや

り方であり，多くの国の経済運営に取り入れられた。 
 しかし1970 年代の⑤スタグフレーションの経験などから，ケインズ主義的な政策への批判も生じた。例え
ばアメリカのミルトン・フリードマンは『選択の自由』(1980 年)において，市場経済の望ましさをさまざま
な実例を挙げて強調した。彼はケインズ主義的な政策観を批判し，⑥マネタリズムの立場をとった。 
 その後も現在に至るまで，市場の働きと政府の果たすべき役割をめぐってさまざまな論議が展開されている。 
問 1 空欄 A にあてはまる書名として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 

ア 貨幣論 イ 資本論 ウ 人口論 エ 国富論 
問 2 下線部①に関する説明として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 

ア 民間の商業活動を重視し，政府の介入は好ましくないと考えた。 
イ 国の富は輸出入の差額によって得られると考えた。 
ウ 民主主義的な国家で採用されることが多かった。 
エ 主要な提唱者はイギリスのマルサスである。 

問 3 下線部②の考え方にもとづく政策を表す語句として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 自由放任 イ 自給自足 ウ 混合経済 エ 保護貿易 

問 4 空欄 B にあてはまる人名として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア フーリエ イ サン＝シモン ウ レーニン 
エ リカード 

問 5 下線部③に関連して，同一産業内での企業合併を意味する語句として最も適切なものを，次のア～エか
ら一つ選びなさい。 
ア トラスト イ カルテル ウ コンツェルン 
エ マフィア 

問 6 下線部④に関する説明として適切でないものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 1920年代から中央政府の指令に基づく「計画経済」が採用された。 
イ 1960年代には企業の自主性を高める「利潤方式」が導入された。 
ウ 1970年代には農業・工業・国防・科学技術の「四つの現代化」が掲げられた。 
エ 1980年代にはゴルバチョフ政権による「ペレストロイカ」が進められた。 

問 7 空欄 C にあてはまる語句として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 労働・資本および土地 イ 需要・供給および価格 
ウ 雇用・利子および貨幣 エ 政府・企業および家計 
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問 8 空欄 D にあてはまる語句として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 遊休資産 イ 有効需要 ウ 労働供給 エ 勤労意欲 

問 9 下線部⑤の説明として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 景気停滞のもとで，物価が持続的に上昇している状態 
イ 景気停滞のもとで，物価が持続的に下落している状態 
ウ 景気過熱のもとで，物価が持続的に上昇している状態 
エ 景気過熱のもとで，物価が持続的に下落している状態 

問 10 下線部⑥の説明として最も適切なものを，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 一国の財政規模の拡大を重視する。 
イ 市場に供給される通貨量の安定を重視する。 
ウ 貨幣発行の自由化を重視する。 
エ 労働者の最低賃金の引き上げを重視する。 
 

【9】2012 広島経済大学 2/6,一般(１期) 経済  

 近代のヨーロッパでは，国王が封建領主を圧倒し， 1 という専制的な政治を行っていた。これに対して，

 2 が中心となって，自由や平等，政治への参加を求めるようになった。このとき影響を与えたのが 3 思

想に基づいた社会契約説である。その後，各国で相次いで 2 革命が起こり，さまざまな(A)人権宣言や憲法

が制定されていった。それらの中には，人間は生まれながらに自由や平等であり，侵すことのできない 4 
を持つとし，それを保障するための国家の制度的枠組みのことや，政治のあり方を最終的に決定するのは国民

であることなどが示されていたのである。 
 こうして成立した近代民主制国家のもとでは，(B)経済活動の自由など国民の 5 が保障され，各国の 6
 経済は大きく発展していった。その一方で， 5 の保障を基本においた国家の政策は，(C)治安維持や国防

のように，国民が自由に活動するための条件を整えることに限られていたため，次第に貧困や失業，公害など，

それまでの 5 の保障だけでは解決できない社会問題が生まれるようになった。こうした問題の解決を国民

から求められて，政府は経済や国民の生活に，より積極的に介入し(D)生存権などの 7 を保障するようにな

っていった。 
 こうした人類の多年にわたる努力の成果として今日の民主政治の基本原理が形づくられたのであり，それが

日本国憲法にも受け継がれている。 
問 1 文章中の空欄 1 ～ 7 に入る最も適切なものを，次の1～14の中からそれぞれ一つ選び，その番
号を記入せよ。解答番号は， 1 ～ 7  

1 選挙権 2 資本主義 3 市民 4 自然法 5 絶対王政 6 勤労の権利 7 社会主義  
8 社会権 9 労働者 10 基本的人権 11 共和制 12 社会法 13 自由権 14 共産主義 

問 2 下線部(A)に関連して，以下は，1789年にフランス革命のなかで出されたフランス人権宣言の一部であ
る。空欄 8 と 9 に入る最も適切な語句を，次の1～6 の中からそれぞれ一つ選び，その番号を記入
せよ。解答番号は， 8 ， 9  
 フランス人権宣言(抜粋) 
第 2 条 あらゆる政治的団結の目的は，人の消滅することのない自然権を保全することである。これらの
権利は，自由， 8 ，安全および圧制への抵抗である。 
第 3条 あらゆる 9 の原理は，本質的に国民に存する。 

1 平等権 2 主権 3 参政権 4 民主主義 5 所有権 6 政治 
問 3 下線部(B)に関連して，経済活動の自由についての記述として最も適切なものを，次の 1～4の中から一
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つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 10  
1 日本国憲法では，法律の範囲内において，外国に移住し，または国籍を離脱する自由を侵されない
としている。 

2 日本国憲法では，私有財産について，いかなる場合であっても制限されることはないとしている。 
3 日本国憲法では，公共の福祉に反しない限り，職業選択の自由があるとしている。 
4 日本国憲法では，法律の範囲内において，居住・移転の自由があるとしている。 

問 4 下線部(C)に関連して，国民が自由に活動するために最小限度必要な治安維持や国防を任務とする国家
について，ドイツのラッサールが批判して用いた言葉として最も適切なものを，次の 1～4の中から一つ選
び，その番号を記入せよ。解答番号は， 11  

1 消極国家 2 大きな政府 3 積極国家 4 夜警国家 
問 5 下線部(D)に関連して，日本国憲法の生存権の規定をめぐって争われた訴訟や事件として最も適切なも
のを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 12  

1 朝日訴訟 2 三菱樹脂事件 3 津地鎮祭訴訟 4 恵庭事件 
 

【10】2012 福岡大学 2/5,一般(前期日程)・センタープラス 人文 法 商１部  

 政府は，民間部門から強制的に租税を徴収するが，個々の納税者に個別的な見返りを与えないという点で，

租税は使用料や手数料，(a)社会保険料と区別される。 
 今日，民主主義国家においては，租税は議会が定めた法律によって課されており，日本国憲法第84条にも
「あらたに租税を課し，又は現行の租税を変更するには，法律又は法律の定める条件によることを必要とする」

との規定があり，これは A と呼ばれているが，一朝一夕にして定着したわけではない。 
 イギリスでは，大規模な増税を強行しようとした国王に対して，貴族や市民がこれを不満とし，1215 年，
国王ジョンに( ア )への署名を強制，承認させることに成功した。( ア )は，国王の課税権を制限し，国
王は議会の承認なしに課税できないことを定めたが，その後，この規定は無視された。 
 17世紀になり，国王チャールズ 1世が議会の同意なしに課税を強行しようとしたため，これに反発した議
会は，( ア )の遵守を要求し，1628年，( イ )を議決して王の専制に抵抗した。議会と国王との対立は続
き，ついに 1642年清教徒革命が勃発した。その後も混乱が続き，1688年，名誉革命が起こり，ウィリアム 3
世とメアリ 2世は，1689年，( イ )の内容を成文化した( ウ )を法律として発布した。ここに至ってよう
やく， A が名実ともに確立したといえる。 
 課税を巡る問題は，アメリカ独立戦争の要因の一つにもなった。イギリス本国はアメリカの植民地を本国の

利益のために利用しようとして，植民地への課税を強化したため，これに対して植民地は強く反発した。「代

表なければ課税なし」が植民地の人々の標語となり，アメリカ独立戦争のスローガンとなった。1776 年に発
表されたアメリカ独立宣言は，1789年の( エ )の範となっている。 A は，( エ )にも引き継がれ，今
日の民主主義国家の憲法に欠かせないものになっており，上記のとおり日本国憲法にも受け継がれている。 
 (b)税制は，様々な種類の税からなるが，どのような税が基幹税になるかは時代と地域によって異なる。明治

初期のわが国の主要産業は農業であり，基幹税は地租であった。わが国の B 税は1887年に導入されたが，
納税者は一部の富裕層のみに限られていた。1890 年に第 1 回の( オ )議員総選挙が行われたが，選挙権は
直接国税年額 15円以上を納める満( カ )歳以上の男子(総人口の約 1％)に限られており，(c)直接税納税額が

選挙資格に直結していた。 
 明治の後半から商工業活動が活発になるとともに税収に占める地租の割合は低下し，大正から昭和初期にか

けての基幹税は，酒税，たばこ税，関税等の間接税であった。その後，資本主義の発達にともない( キ )と
法人企業が増加して，直接税である B 税と(d)法人税が基幹税の位置を占めるようになった。間接税中心税
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制から直接税中心税制への移行は，1949 年の C 勧告とその翌年に実施された C 税制改正によって強

化され，以後 40年間これがわが国の税制の骨格となったが，1980年代に入ると税制改革の必要性が叫ばれ，
( ク )年に(e)消費税が導入され，現在に至る。 
問 1 上の文の( ア )から( ク )に，最も適当な語句または数字を下の(11)～(34)から選び，その番号を〔解
答 A欄〕に記入せよ。ただし，同一記号は同一語句を意味する。 

(11) 20 (12) 25 (13) 30 (14) 1989 (15) 1991 (16) 1993 (17) 人身保護律  
(18) 自営業者 (19) バージニア権利章典 (20) 参議院 (21) 給与所得者 (22) ワイマール憲法 
(23) 衆議院 (24) 資産所得者 (25) アメリカ合衆国憲法 (26) 権利請願 (27) 年金生活者  
(28) フランス人権宣言 (29) 枢密院 (30) コモン＝ロー (31) 世界人権宣言 
(32) 貴族院 (33) 権利章典 (34) マグナ＝カルタ 

問 2 上の文の A について，最も適当な語句を漢字六文字で， B と C について，最も適当な語句

または人名を〔解答 B欄〕に記入せよ。ただし，同一記号は同一語句を意味する。 
問 3 上の文の下線部(a)について，1959年に法律が制定され，1985年に改正された社会保険で，近年その保
険料の未納率の高さが問題になっている保険として最も適当なものを下の(1)～(6)から一つ選び，その番号
を〔解答 A欄〕に記入せよ。 

(1) 介護保険 (2) 雇用保険 (3) 厚生年金保険  
(4) 労災保険 (5) 健康保険 (6) 国民年金保険 

問 4 上の文の下線部(b)について，税制は租税原則に基づいて整備されることが重要であるが，下の(ｱ)から(ｳ)
のうち，正しい記述を示しているものを下の(1)～(6)から一つ選び，その番号を〔解答 A欄〕に記入せよ。 
(ｱ) 税負担は公平でなければならないとする租税原則があるが，垂直的公平とは，同程度の所得であれば
職種にかかわらず同程度の税の負担を求めることである。 

(ｲ) 課税の公平性に関して，所得税の累進課税制度は垂直的公平に，消費税は水平的公平に優れていると
いわれている。 

(ｳ) 課税の中立性とは，税制ができるだけ民間の経済活動を妨げないようにすることである。 
(1) (ｱ)のみ (2) (ｲ)のみ (3) (ｳ)のみ (4) (ｱ)と(ｲ) (5) (ｱ)と(ｳ) (6) (ｲ)と(ｳ) 

問 5 上の文の下線部(c)について，直接税である市町村税として正しいものを下の(1)～(6)から二つ選び，そ
の番号を〔解答 A欄〕に記入せよ。 

(1) 事業税 (2) 自動車税 (3) 固定資産税 (4) 相続税 (5) 都市計画税 (6) 地方交付税 
問 6 上の文の下線部(d)について，法人税には自動的に景気変動を緩和する機能が備わっているが，その機
能を何と呼ぶか。その名称をカタカナで〔解答 B欄〕に記入せよ。 
問 7 上の文の下線部(e)について，わが国の消費税の 2010年度末の税率に関する説明として正しいものを下
の(1)～(4)から一つ選び，その番号を〔解答 A欄〕に記入せよ。 

(1) 消費税(国税)の税率は 5％である。 
(2) 消費税の税率は一般には5％であると思われているが，正確には消費税(国税)の税率は 2.5％であ
り，残り 2.5％は地方消費税(地方税)である。 

(3) 消費税の税率は一般には5％であると思われているが，正確には消費税(国税)の税率は 3％であり，
残り 2％は地方消費税(地方税)である。 

(4) 消費税の税率は一般には5％であると思われているが，正確には消費税(国税)の税率は 4％であり，
残り 1％は地方消費税(地方税)である。 
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【11】2012 明治学院大学 2/1,全学部日程 文 経済 社会 法 国際 心理  

 市民階級が経済力をつけると，彼らは身分的な支配や差別に抵抗し，政治社会における自由や平等，そして

政治への参加を求め，絶対王政と戦い，ついに市民革命を成し遂げた。その中で特筆に値するのが，イギリス

のピューリタン革命(1642 年)や a (1688 年)，アメリカの b (1776 年)，フランス革命(1789 年)などで
あり，これらの革命を契機に，政治の仕組みが近代民主政治へと大きく転換していくことになった。 
 (1)近代民主政治の基礎理念は，社会契約説である。その代表的な思想家は，ホッブズ， c ，ルソーであ

る。たとえば， c は，人々の自由意思にもとづき，個人相互の契約によって，(2)国家が成立するという理

論を展開し，そこでは， d を契約によって国家に委託する以上，国家は委託された d をよりよく保障

する義務があると説いている。それゆえ，もし政府が d を侵害するなど契約違反があった場合には，人々

は e し，政府を変えることができる。この権利は e 権と呼ばれる。 
 他方，近代民主政治の政治制度においては，権力分立論が説かれ，制度化されてきた。たとえば，モンテス

キューは，著書『 f 』(1748 年)において， g ，行政権，司法権を分け，それぞれ異なる機関に分担さ

せることを主張した。権力を複数の機関に分担させ，相互の抑制と h をもって権力の濫用を防止すること

を図った。アメリカの政治制度は，三権分立論をもっとも厳格に制度化したものである。 
〔問 1〕 文中の空欄 a ～ h にもっとも適切な語句を入れなさい。 
〔問 2〕 下線部(1)について，下記の説明文の空欄 ア と イ にもっとも適切な語句を入れなさい。 
 社会契約説を生み出したのは，中世以来積み重ねられてきた ア の伝統である。イギリスでは， イ

 (1215 年)のように，王が貴族や僧侶などと契約をかわし，これにもとづいて統治を行う慣習法が形成さ
れた。 

〔問 3〕 下線部(2)について， 
(ｱ) 自由権を基本にし，自由放任の原則の下に，国家の役割を国防や治安維持など最小限度の機能に限定す
る政策をとる国家のことを何というか。 

(ｲ) 政府が経済や社会生活に積極的に介入することにより，所得の再分配などを通じて社会的平等を図るよ
うな国家のことを何というか。 

 
【12】2012 明治学院大学 2/4,Ａ日程 経済 社会 法  

 近代初期の民主政治では財産の所有や納税が市民の資格とされ，(1)選挙権をもったのは，有産者だけで，し

かも男性に限られた。産業革命以後，資産をもたない労働者が増加し，イギリスのチャーチスト運動のように，

財産による選挙権制限の廃止を求める運動が始まり，やがて参政権を基本的人権の 1 つとするようになり，
現在は，すべての成人に参政権を保障する(2)普通選挙制が民主政治の原理として確立されている。 
 現在，(3)民主政治は，議会制民主主義が一般的な制度で，国民の代表により構成される議会で公開の討論を

通じて国政の基本方針を決定することが求められる。その場合，多数決原理が採用されることが多い。しかし

多数決はともすると，少数意見を踏みにじることになり，いわゆる多数者の a と呼ばれる現象が生じるこ

とがある。少数意見の b があってはじめて，多数決が民主政治の有効原理になるのである。 
  c 制， d 制，単独政権に見られる「多数者支配型民主制」に対して，ベルギーのような国において

は，比例代表制，多党制， e 政権の権力共有という「多極共存型民主制」と呼ばれる政治の仕組みがとら

れ，少数派にも政権参加の機会が保障され，多様な政治勢力による妥協，政治的合意が重んじられる。 
〔問 1〕 文中の空欄 a ～ e にもっとも適切な語句を入れなさい。 
〔問 2〕 下線部(1)について，日本の制限選挙に関する説明を読んで，空欄 ア ～ ウ にもっとも適切な

数字を入れなさい。 
 1889 年に，まず直接国税 ア 円以上を納めた イ 歳以上の男性に選挙権が与えられ，1925 年には
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男子普通選挙制が実施された。さらに ウ 年に女性参政権が実現され，こうして日本では男女普通選挙

制度が確立された。 
〔問 3〕 下線部(2)について，普通選挙制の基本原則を 4つあげなさい。 
〔問 4〕 下線部(3)について， 
(ｱ) 世襲の支配者によって統治される政治形態のことを，一般に何というか。 
(ｲ) (ｱ)に対して，国家の政治活動が，国民多数の意思によって決定される政治の仕組みで，世襲ではない元
首が存在する政治形態のことを，一般に何というか。 

(ｳ) イギリスの国王が国政の権能をもたない象徴的な存在であることを述べた有名な言葉は何か。 
 
【13】2012 愛知学院大学 2/3,前期Ａ・Ａ(Ⅰ型)・Ｂ 文 心身科 商 経営 法 総合政策  

 私たちは日ごろ「人権」という言葉をよく見聞きするが，近代以降の歴史はさまざまな人権の保障が確立さ

れていく歴史でもあったといえる。 
 18～19 世紀の市民革命期に宣言された人権は，思想・信条の A ，身体の A ，経済活動の A な

どを内容とする A 権であった。この権利に加えて，20 世紀にはいると B 権が新たに保障されること

になった。 B 権は，資本主義が発達する中で生み出されてきた B 的弱者に対して保障された権利であ

る。 A 権は国家権力を制限することによって保障されるが， B 権は国家に対して人間に値する生活保

障を求める権利である。この B 権を最初に規定したのがドイツの C 憲法(1919年)であったが，日本国
憲法においても生存権， D を受ける権利， E 基本権が保障されている。 
 第二次世界大戦後，こうした基本的人権の保障は世界規模でも展開していった。1948 年，国連総会におい
て F が採択された。基本的人権の国際的な保障が必要であるとの認識の下， F は「すべての人民とす

べての国が達成すべき共通の基準」として公布された。さらに，国連総会は 1966 年に G を採択したが，

これは F の内容をより具体的に条約化した国際文書で，法的拘束力を持たせたものである。その他，個別

の条約として，人種差別撤廃条約(1965年)，[ 1 ]差別撤廃条約(1979年)，[ 2 ]の権利条約(1989年)など，
人権にかかわる多くの国際的な条約がある。 
 しかし，世界には今日でも基本的人権が保障されていない国家が数多く存在する。そこに住む人々が人権を

享受できるようにすることが，21世紀における国際的な重要課題となっている。 
(問 1) 空欄A～Gに入る適切な語句を考え，解答欄に記入しなさい。 
(問 2) 空欄1，2に入る適切な語句を下記の語群から選び，その記号を解答欄に記入しなさい。 

ア．男 性 イ．女 性 ウ．移 民 エ．難 民 オ．人 間 
カ．おとな キ．子ども ク．学 生 ケ．胎 児 コ．老 人 
 

【14】2012 関西大学 2/7,全学部日程(３教科)  

 第二次世界大戦後，国際的な人権保障体制を築いていこうとする動きが強まった。国際平和の維持と人権保

障は密接にかかわりあっているとの考えから，1948年に( 1 )が採択された。( 1 )の第 1条では，「すべ
ての人間は，生れながらにして自由であり，且つ，尊厳と権利とにおいて平等である」と明記されている。 
 ( 1 )は，国際的な人権保障の共通の基準として大きな影響を与えたが，各国を法的に拘束するものでは
なかった。そこで 1966年に，( 1 )を条約化した国際人権規約が採択された。国際人権規約には，「経済的・
社会的及び( 2 )的権利に関する国際規約」(A 規約)，「市民的及び( 3 )的権利に関する国際規約」(B 規
約)のほかに，B 規約の選択議定書がある。締約国はそれぞれの規約の定めに従い，定期的に人権状況につい
ての報告書を提出するといった義務を果たさなければならない。日本は 1979年に一部留保つきで両規約を批
准した。しかし，( 4 )が規約人権委員会に救済を申し立てることを認める選択議定書については，2010年
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現在，批准していない。 
 その後も，人種差別撤廃条約，女性差別撤廃条約，子どもの権利条約など，人権にかかわる多くの条約が発

効してきた。1960 年代には，①植民地独立の動きや南アフリカ共和国の反( 5 )運動の弾圧事件などを受け
て，人種差別撤廃条約が採択された。また 1979年に採択された女性差別撤廃条約は，女性差別を禁止するた
めの政策を推進し，そのために必要な措置をとることを締約国に求めている。そこで日本でもこの条約を批准

するにあたり，②さまざまな対応がとられた。1989 年には，③子どもの権利条約が採択された。この条約は，
18 歳未満の子どもを，大人に保護される対象としてのみでなく，権利を行使する主体として認めている。日
本はこの条約を 1994年に批准している。 
 このように国際的な条約が作成され，締約国が増えることで，人権擁護のための国際的体制は強化されてき

た。また近年，国家の活動だけでなく，多くの( 6 )が果たす役割が不可欠になっている。たとえばアムネ
スティ＝インターナショナルは，思想や信条などを理由に拘束されている「良心の囚人」の釈放や，拷問や死

刑の廃止などを求めて，国際的な人権擁護活動に取り組んでいる。1971年にフランスで設立された( 7 )は，
戦争や自然災害などにより援助を必要とする人びとに緊急医療援助をおこなうだけでなく，現地での人権状況

を国際世論に訴えるなどの活動もおこなっている。1999 年にはその活動を評価して，ノーベル平和賞が授与
された。 
問(A) ( 1 )～( 7 )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。 

(ｱ) 革 命 (ｲ) 環 境 (ｳ) 企 業 (ｴ) 個 人 (ｵ) 宗 教 (ｶ) 人 道 
(ｷ) 政 治 (ｸ) 生 存 (ｹ) 民 族 (ｺ) 文 化 (ｻ) イスラム (ｼ) 欧州連合 
(ｽ) テロ組織 (ｾ) 非政府組織 (ｿ) ファシズム (ﾀ) ジェノサイド (ﾁ) 世界人権宣言  
(ﾂ) ポツダム宣言 (ﾃ) バルフォア宣言 (ﾄ) アパルトヘイト (ﾅ) グリーンピース 
(ﾆ) 国境なき医師団 (ﾇ) 赤十字国際委員会 (ﾈ) グローバリゼーション  
(ﾉ) 人および市民の権利の宣言 

問(B) 下線部①に関して，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) インドにおける独立運動を指導したネルーは，1947年には初代首相となった。 
(ｲ) バンドンで1955年に開催された国際会議において，反帝国主義・反植民地主義・平和共存の強化
などが宣言された。 

(ｳ) あらゆる形態の植民地主義を急速かつ無条件に終わらせると主張する植民地独立付与宣言が，19
60年の国連総会で採択された。 

(ｴ) ヨーロッパの宗主国からアジアの17の植民地が一斉に独立を達成した 1960年は，アジアの年と
呼ばれている。 

問(C) 下線部②に関して，次の(a)～(c)のうち誤っているものはいくつあるか。選択肢(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，
その記号をマークしなさい。 
(a) 日本は女性差別撤廃条約にあわせて，国籍法を父系血統主義から父母両系主義に改めた。 
(b) 日本は女性差別撤廃条約にあわせて，雇用の場での男女平等をめざし，男女雇用機会均等法を制定し
た。 

(c) 日本は女性差別撤廃条約にあわせて，男女平等教育を推進するために，高校家庭科を男女共修に改め
た。 

(ｱ) 0 (ｲ) 1 (ｳ) 2 (ｴ) 3 
問(D) 下線部③に関して，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) この条約は，子どもに意見表明権を保障している。 
(ｲ) 2010年現在，アメリカ合衆国はこの条約を批准していない。 
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(ｳ) この条約は，国連安全保障理事会において全会一致で採択された。 
(ｴ) この条約は，15歳未満の子どもを軍隊に採用することを控えるよう規定している。 
 

【15】2012 成城大学 2/12,Ａ方式(３教科) 経済  

 (A)法の下の平等は，基本的人権の総則的な意味をもつ重要な原則の一つである。平等の理念は，自由の理念

と相互に密接に関連し，封建的身分制を打破して(B)近代的立憲主義を確立する推進力となった。このことは，

18世紀末に制定された人権宣言の多くにおいて自由と平等が重要視されていることからも明らかである。 
 もっとも，すべて個人を法的に等しく取り扱って自由な活動を保障するという a 的平等は，著しい個人

間の経済的格差とも両立しうる。そこで，その後，(C)福祉国家が登場する中で， b 的平等も重視されるよ

うになった。また，現在では，合理的根拠に基づく取り扱い上の違いに当たるかどうかという基準によって，

平等原則に反するか否かが判定されている。 
 わが国における平等の取り扱いに目を向けてみよう。日本国憲法では，法の下の平等に関して，「すべて国

民は，法の下に平等であって，人種， c ，性別，社会的身分又は d により，政治的，経済的又は社会

的関係において，差別されない」と定めている(第 14条 1項)。戦前の e 憲法は，平等原則として公務就任

資格の平等を明文で規定していたが，現在の日本国憲法においては平等権・平等原則がより広範に規定されて

いる。具体的には，前述した第 14条の他にも，平等関連規定として， f の本質的平等(第 24条)，(D)教育

の機会均等(第 26条)，選挙権の平等(第 44条)などについての規定がある。 
問 1 文中の空欄a～fを埋めるのに最も適当な語句を記せ。 
問 2 下線部(A)について，次の(ｱ)～(ｳ)の文章のうち，法の下の平等が問題となった最高裁判決に関する説明
として正しいものには○，誤っているものには×を記せ。 

(ｱ) 1973年の最高裁判決では，殺人罪の規定に比べて重い刑罰を定めている尊属殺規定が違憲とされた。 
(ｲ) 1993年の最高裁判決では，国会議員の選挙で選挙人の投票価値に不平等が生じることは違憲であるから，
衆議院議員選挙について一票の重みの較差は 1.5倍以内におさえられねばならないと判断された。 

(ｳ) 2008年の最高裁判決では，日本人男性と外国人女性との間に生まれた子どもが日本国籍を取得するため
には，生後認知では足りず，父母の婚姻を要件としていた国籍法の規定が違憲とされた。 
問 3 下線部(B)に関連して， 
(1) 次の(ｱ)～(ｳ)は，人権の歴史において重要な章典・宣言を成立順に並べたものである。正しいものを選択
肢群から一つ選び，その記号を記せ。 
〔選択肢群〕  
(ｱ) ヴァージニア権利章典→フランス人権宣言→アメリカ独立宣言 
(ｲ) ヴァージニア権利章典→アメリカ独立宣言→フランス人権宣言 
(ｳ) フランス人権宣言→ヴァージニア権利章典→アメリカ独立宣言 

(2) 次の(ｴ)～(ｶ)は，人権の歴史において重要な宣言・条約などを，国連総会における採択順に並べたもので
ある。正しいものを選択肢群から一つ選び，その記号を記せ。 
〔選択肢群〕  
(ｴ) 人種差別撤廃条約→世界人権宣言→国際人権規約 
(ｵ) 国際人権規約→人種差別撤廃条約→世界人権宣言 
(ｶ) 世界人権宣言→人種差別撤廃条約→国際人権規約 

問 4 下線部(C)に関連して，19世紀のプロシアで，社会保険立法による労働者保護を行う一方で，労働運動
弾圧のための社会主義者鎮圧法を制定するなど，「あめとむちの政策」と呼ばれる施策をとった当時の宰相

の名を記せ。 
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問 5 下線部(D)に関連して， 
(1) 下記の文章を読んで，文中の空欄を埋めるのに最も適当な語句を記せ。 
 日本国憲法は，すべての国民に等しく教育を受ける権利を保障し(第 26条 1項)，「義務教育は，これを
   とする」(同条 2項)と定めている。この規定に基づき，教育上の施策を行うための法律として，教育
基本法や学校教育法などが制定されている。 

(2) 旭川学力テスト事件をめぐる一連の裁判では，教育内容を決定する権限の所在などについて争われた。
次の(ｱ)～(ｴ)の文章のうち，同事件の最高裁判決(1976 年)の内容について述べた説明として正しいものには
○，誤っているものには×を記せ。 

(ｱ) 国や自治体は，必要かつ相当な範囲において，教育内容について決定する権限を有している。 
(ｲ) 普通教育の場においても，一定の範囲における教授の自由が保障されるべきである。 
(ｳ) 国や自治体は，教育内容に関してできるだけ積極的に介入すべきである。 
(ｴ) 学力テストの成績でクラス分けをしてはならない。 
 
【16】2012 東京経済大学 2/8,一般(前期(３教科))  

 社会契約説として知られる近代自然法思想は，(1)自然状態において各人が有する自由かつ平等な権利を，よ

りよく保全するために，人々は社会契約を結び，政府を樹立するという共通の思想的基盤を持っていた。近代

憲法は，こうした思想に基づいて人権保障の規定を置き，政府権力の濫用を防ぐために統治機関の間で権限を

分散させている。 
 人権保障と(2)権力分立を中核とする憲法思想を， A というが，1789年のフランス人権宣言 16条は，こ
の思想を典型的に表明している。この宣言はまた，人の自然権としての自由，所有，安全，圧制への抵抗(2
条)，(3)主権の源が国民にあること(3条)，(4)一般意思の表明としての法律(6条)，といった今日の憲法思想にと
っても重要な諸原理を明文で記している。 
 フランス人権宣言が7 条以下で列挙している具体的な自由権は，いずれも後に続く各国憲法の人権条項に
少なからぬ影響を与えた。適法手続の保障(7 条)，(5)罪刑法定主義(8 条)，無罪推定(9 条)といった諸原則は，
ほぼそのまま 1世紀半以上も後の日本国憲法の B の自由に関する諸原則となっていると言えるし，同じこ

とは意見の自由(10条)，(6)表現の自由(11条)についても言える。ただし，自由権の中でも所有権(17条)につい
てだけは，日本国憲法の財産権規定(29条)とは根本的に異なる立場に立っている。すなわち，フランス人権宣
言は，「所有は，神聖かつ不可侵の権利」であると高らかに謳い上げるのに対して，日本国憲法は「財産権の

内容は， C に適合する」ことを要請している。 
 こうした例が示すように，フランス人権宣言と日本国憲法を隔てる1 世紀半以上の時代差は，両者の人権
保障の質的差異となって現れている側面がある。とりわけ，生存権をはじめとする(7)社会権規定がフランス人

権宣言に皆無であることは，19 世紀末以降の貧富の格差拡大と階級対立の激化という歴史的変動を汲んで考
えなければならない。 
 さらに，フランス人権宣言の今日的意義として興味深いのは，「すべての官吏に対して，その行政について

報告を求める権利」(15条)を規定していることである。この規定は，国民主権原理とも結びついており，今日
の言葉でいえば，(8)政府情報の開示を求める国民の知る権利の先駆と見ることもできよう。この先駆的規定は，

日本国憲法を解釈する際にも大きな手掛かりを与えている。 
問 1 文中の空所Aに入れるのに最も適切な語句を，次の①～⑥の中から一つ選び，マークして答えなさい。 

① 制限主義 ② 絶対主義 ③ 立憲主義 ④ 国権主義 ⑤ 功利主義 ⑥ 分権主義 
問 2 文中の空所Bに入れるのに最も適切な語句を，次の①～⑤の中から一つ選び，マークして答えなさい。 

① 精神 ② 身体 ③ 健康 ④ 行動 ⑤ 思想 
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問 3 文中の空所Cに入れるのに最も適切な語句を，次の①～⑤の中から一つ選び，マークして答えなさい。 
① 社会の福利 ② 全体の安寧 ③ 国家の保全 ④ 国民の幸福 ⑤ 公共の福祉 

問 4 下線部(1)に関し，自然状態において人々は「万人の万人に対する闘争」状態に陥ると説いた思想家とそ
の著作の組合せとして，最も適切なものを，次の①～⑥の中から一つ選び，マークして答えなさい。 
① ホッブズ－『統治論二篇』 ② ホッブズ－『リバイアサン』  
③ モンテスキュー－『統治論二篇』 ④ モンテスキュー－『法の精神』 
⑤ ロック－『リバイアサン』 ⑥ ロック－『法の精神』 

問 5 下線部(2)に関し，日本国憲法下の権力分立についての説明として，適切でないものを，次の①～⑤の中
から一つ選び，マークして答えなさい。 
① 国会は，「唯一の立法機関」とされるが，内閣は法律案を国会に提出する権限を認められており，

内閣も実質的に立法に関与している。 
② 裁判官は，国会のもとに置かれる弾劾裁判所の裁判によって，罷免されることがある。 
③ 司法権は，最高裁判所以下の司法裁判所にあるが，行政機関も前審として裁判を行うことが認めら

れている。 
④ 内閣を構成する国務大臣は，国会議員が過半数を占めなくてはならない。 
⑤ 内閣は，国会に連帯責任を負うので，衆議院が不信任決議案を可決し，さらに参議院が問責決議案

を可決した場合，必ず総辞職しなければならない。 
問 6 下線部(3)に関し，日本における国民主権についての説明として，最も適切なものを，次の①～④の中か
ら一つ選び，マークして答えなさい。 
① 大日本帝国憲法(明治憲法)では国民主権が宣言されていたが，天皇は統治の大権を行使することを
国民から委託されていた。 
② 日本国憲法の国民主権は，国民自らすべての国家権力の行使ができるという直接民主主義を原則と

しており，代議制は例外である。 
③ 国民主権を具体化する有力な手続に国民投票があるが，日本国憲法が明文でこの手続を定めている

のは，憲法改正の場合のみである。 
④ 日本国憲法の国民主権において，「国民」には天皇も含まれ，天皇も主権者の一人として一定の範

囲で国政に関与する権能を持つ。 
問 7 下線部(4)に関し，「一般意思の表明としての法律」という考え方を提唱した思想家として最も適切な者
を，次の①～⑥の中から一つ選び，マークして答えなさい。 
① ジャン・ボーダン ② アレクシス・ド・トックビル ③ エマニエル・カント  
④ エマニエル・シェイェース ⑤ ジャン・ジャック・ルソー ⑥ トマス・ペイン 

問 8 下線部(5)に関する説明として，最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，マークして答えなさ
い。 
① 何が犯罪であるかは，政令で独自に定めることもできる。 
② 実行の時点で適法であっても，新たにその行為を犯罪とする法律を制定すれば，新法によって処罰

することができる。 
③ 全国民の代表機関である国会が，犯罪と刑罰を定めることが重要なので，住民代表にすぎない地方

議会の条例で独自に罰則を定めることはできない。 
④ 罪刑法定主義は，国民の自由な行動を確保する自由主義的機能を果たす。 
⑤ 犯罪を規定する法律は，裁判官が弾力的に適用できるよう，柔軟な解釈の余地が残されていなけれ

ばならない。 
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問 9 下線部(6)に関し，表現の自由が問題となった事件・訴訟として，最も適切なものを，次の①～⑤の中か
ら一つ選び，マークして答えなさい。 
① チャタレー事件 ② 堀木訴訟 ③ 長沼ナイキ訴訟 ④ 旭川学力テスト事件  
⑤ 三菱樹脂事件 

問 10 下線部(7)に関し，社会権についての規定として，適切でないものを，次の①～⑤の中から一つ選び，
マークして答えなさい。 
① 義務教育は，これを無償とする。 
② 何人も，裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 
③ 賃金，就業時間，休息その他の勤労条件に関する基準は，法律でこれを定める。 
④ 国は，すべての生活部面について，公衆衛生の向上に努めなければならない。 
⑤ 勤労者の団結する権利は，これを保障する。 

問 11 下線部(8)に関し，次の各問に答えなさい。 
(a) 知る権利を保護するアメリカ合衆国の法律として，最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，
マークして答えなさい。 
① スミス法 ② タフト・ハートレー法 ③ ワグナー法 ④ サンシャイン法 ⑤ シャーマン法 

(b) 日本における知る権利の状況についての説明として，適切でないものを，次の①～④の中から一つ選び，
マークして答えなさい。 
① 最高裁判所は，知る権利を憲法13条の幸福追求権に根拠をおく新しい人権であると判断している。 
② 1999年に制定された国の情報公開法には，国民の知る権利が明記されていない。 
③ 公開を請求された情報の開示・非開示決定の妥当性を審査するために，情報公開・個人情報保護審

査会が設置されている。 
④ 情報公開制度は，まず1980年代に，地方自治体レベルにおける情報公開条例の制定によって先鞭
が付けられた。 

 
【17】2012 同志社大学 2/7,学部個別日程 政策 文化情報 スポーツ健康科  

 1945年 10月，( A )が発効して，( B )(以下「国連」と呼ぶ)が成立した。第二次世界大戦を防止でき
なかった( C )への反省から，国連では( D )をより強化した。( A )は，自衛の場合を除き，加盟国が
武力を行使することを全面的に禁止し，違反国に対して軍事的制裁を加えることができるようにしている。国

連において国際平和の維持に主要な責任を負う機関として設置されているのが( E )である。( E )は，加
盟国と特別協定を結び，軍事的強制措置のための( F )を創設することができる。( E )は，(a)常任理事国

5カ国と非常任理事国 10カ国により構成され，その表決は 5常任理事国すべてを含む 9カ国以上の理事国の
賛成を必要とし，常任理事国には( G )がある。( G )は，( H )の原則の考えに基づくものであり，し
ばしば行使され，1950年の朝鮮戦争に際して( E )が機能しなかったため，( I )は，( ア )を採択した。
これにより( I )は，( E )に代わり，( J )の多数決で軍事的行動を含む集団的措置を勧告できることに
なった。 
 国連は，人権保障の拡大もまた目指している。( I )は，世界人権宣言を採択し，さらにその理念をもと
に国際法としての拘束力のある(b)国際人権規約を採択した。しかし，人権侵害は現在でも深刻な現実の問題で

あり，とくに，(c)内戦や民族紛争によって生命や人権を著しく脅かされている人びとが存在している。 
 国際紛争の平和的解決を目的として，国連は(d)( K )裁判所を設立した。また，1998年に採択された規程
(条約)が( E )決議に基づいて 2002年に発効し，国際人道法に反する重大な犯罪を裁くための(e)( L )裁判
所も発足している。 
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〔設問 1〕 文中の( A )～( L )に最も適切な語句を，下の語群から 1 つ選び，その番号を解答欄Ⅱ－乙
の A～Lに記入せよ。 

1．国際連盟規約 2．国際連合憲章 3．国連事務局 4．国際連盟 5．国際連合 6．勢力均衡政策 
7．安全保障理事会 8．集団安全保障体制 9．国連平和構築委員会 10．経済社会理事会  
11．信託統治理事会 12．多国籍軍 13．平和維持軍 14．国連軍 15．主権平等 16．決定権  
17．大国一致 18．普遍主義 19．内政不干渉 20．拒否権 21．国連中心主義 22．国連総会  
23．緊急特別総会 24．3分の 2 25．4分の 3 26．5分の 3 27．国際司法 28．常設国際司法  
29．常設仲裁 30．国際軍事 31．国際刑事 

〔設問 2〕 下線部(a)について，常任理事国の組合せとして正しいものを，次の 1～5 のうちから 1 つ選び，
その番号を解答欄Ⅱ－乙に記入せよ。 

1．イギリス・アメリカ・フランス・ロシア・日本 
2．アメリカ・インド・フランス・ドイツ・ブラジル 
3．中国・アメリカ・イギリス・ブラジル・日本 
4．フランス・イギリス・アメリカ・中国・ロシア 
5．アメリカ・日本・中国・インド・ドイツ 

〔設問 3〕 文中の( ア )に入る最も適切な語句を，解答欄Ⅱ－甲に記入せよ。 
〔設問 4〕 下線部(b)に関して，国際人権規約について，日本が留保している規定の組合せとして最も適切な
ものを，次の 1～5のうちから 1つ選び，その番号を解答欄Ⅱ－乙に記入せよ。 

1． ① 同一労働同一報酬の保障 ② 産前産後の特別保護 ③ 公務員のストライキ権の保障 
2． ① 公務員のストライキ権の保障 ② 高校・大学教育の無償化 ③ 同一労働同一報酬の保障 
3． ① 高校・大学教育の無償化 ② 公の休日についての報酬の保障 ③ 産前産後の特別保護 
4． ① 公の休日についての報酬の保障 ② 同一労働同一報酬の保障 ③ 産前産後の特別保護 
5． ① 公の休日についての報酬の保障 ② 公務員のストライキ権の保障  
③ 高校・大学教育の無償化 

〔設問 5〕 下線部(c)に関して，人種・宗教・政治的意見などを理由として迫害を受ける可能性があるために
自国外にいるものであって，自国の保護を受けることのできない人びとに，国際的な保護を与えるため，国

連が設置した機関の名称として最も適切な語句を，解答欄Ⅱ－甲に漢字 12字で記入せよ。 
〔設問 6〕 国連による次の国際人権法のうち，日本が批准していないものの組合せとして最も適切なものを，
次の 1～6のうちから 1つ選び，その番号を解答欄Ⅱ－乙に記入せよ。 

1．人種差別撤廃条約とアパルトヘイト処罰条約 
2．女性(女子)差別撤廃条約と人種差別撤廃条約 
3．児童(子ども)の権利条約と難民の地位に関する条約 
4．ジェノサイド禁止条約とアパルトヘイト処罰条約 
5．児童(子ども)の権利条約と女性(女子)差別撤廃条約 
6．難民の地位に関する条約とジェノサイド禁止条約 

〔設問 7〕 下線部(d)および下線部(e)に関して，これらの裁判所の説明として適当でないものを次の 1～5 の
うちから 1つ選び，その番号を解答欄Ⅱ－乙に記入せよ。 

1．下線部(d)で裁判を始めるためには，裁判所への付託に関する紛争当事国双方の合意が必要である。 
2．下線部(d)は，核兵器による威嚇または使用は一般的には違法とする勧告的意見を公にしたことがあ
る。 

3．下線部(e)を設立する 1998年の規程(条約)に，中国と日本は加入していない。 
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4．下線部(e)を設立する 1998年の規程(条約)に，アメリカとロシアは加入していない。 
5．下線部(d)は，訴訟当事者を国家に限定しているが，下線部(e)は，個人を裁く点で性格を異にする。 
 

【18】2012 東洋大学 2/9,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ａ②・Ｃ・Ｄ方式))  

 日本国憲法の核心をなす理念として，基本的人権の尊重の理念がある。ここでいう基本的人権とは，人間が

生まれながらにしてもつ，自由や平等に関する権利であって，(a)国家によっても侵害されえないものである。 
 基本的人権の尊重の理念は，(b)近代の市民革命を通じて，とりわけそれら革命のなかでつくられた人権に関

わる文書を通じて，確立していった。例えば，(c)イギリス名誉革命，(d)アメリカ独立革命，(e)フランス革命に

際してつくられた文書などである。これらの文書の中では，基本的人権として，精神的な自由や経済活動の自

由が重視されるとともに，これら市民の自由に対して，(f)国家ができるだけ介入しないことに力点が置かれて

いた。 
 しかしながら，産業革命以降，各国において資本主義経済が発達していくにつれ，市民の間でも，強い立場

にある市民と弱い立場にある市民とで，(g)社会的な格差が生じてきた。そこで登場してきたのが，生存権など

の(h)社会権である。この新たな基本的人権は，社会的に弱い立場にある市民の生活を支えることを重視し，そ

のために(i)国家が一定の介入をすることを求めるものである。 
 さらに今日，基本的人権は，一国内の問題だけではなくなっている。なぜなら，国際社会においては，国境

を越えて基本的人権を保障していく取組みが重視されているからである。そういった取組みとして，国際連合

(国連)を通じたもののほかにも，(j)NGO(非政府組織)を通じたものもある。基本的人権が，理念としてのみな
らず，現実においても，普遍的に尊重されるよう，(k)国際的な努力が積み重ねられている。 
問 1 下線部(a)に関連して，国家の要素としての，領域・国民・主権について述べた文として最も適切なもの
を，次の中から一つ選べ。 1  
① 領域は，領土と領空のみからなる。 
② 国民は，選挙権を保持する者のみを指す。 
③ 主権は，国内における最高権力という意味を含む。 
④ 主権は，国民から干渉を受けない権力という意味を含む。 

問 2 下線部(b)に関連して，近代の市民革命に対して影響を与えた思想家と，その著書の組み合わせとして最
も適切なものを，次の中から一つ選べ。 2  

(あ) ロック (い) ルソー (う) ホッブズ (え) モンテスキュー 
(ｱ) 社会契約論 (ｲ) 法の精神 (ｳ) リバイアサン (ｴ) 市民政府二論 
① (あ)－(ｲ) ② (あ)－(ｳ) ③ (い)－(ｱ) ④ (い)－(ｴ) 
⑤ (う)－(ｱ) ⑥ (う)－(ｲ) ⑦ (え)－(ｳ) ⑧ (え)－(ｴ) 

問 3 下線部(c)に関連して，名誉革命を通じて行われた，イギリスの統治体制の変革について述べた文として
最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 3  
① 名誉革命を通じて，法の支配の思想が否定されることとなった。 
② 名誉革命を通じて，権利章典が制定されることとなった。 
③ 名誉革命を通じて，王制が永久に廃止されることとなった。 
④ 名誉革命を通じて，すべての国民に選挙権が認められることとなった。 

問 4 下線部(d)に関連して，アメリカの独立宣言について述べた文として最も適切なものを，次の中から一
つ選べ。 4  
① 独立宣言は，すべての人民が法の下に平等でなければならないという理念から，奴隷を解放するこ

とを宣言した。 
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② 独立宣言は，人民の生命や自由等を侵害する政府に対する革命権を認めた。 
③ 独立宣言は，司法・立法・行政の各国家機関の仕組みをも含む，今日のアメリカの統治機構につい

て，詳細に定めていた。 
④ 独立宣言は，イギリス本国議会が制定したバージニア権利章典を否認した。 

問 5 下線部(e)に関連して，フランスの人権宣言(人および市民の権利宣言)に含まれる条文として誤っている
ものを，次の中から一つ選べ。 5  
① 所有権は義務を伴う。その行使は，同時に公共の福祉に役立つべきである。 
② 人は，自由かつ権利において平等なものとして出生し，かつ生存する。 
③ あらゆる政治的団結の目的は，人の消滅することのない自然権を保全することである。これらの権

利は，自由・所有権・安全および圧制への抵抗である。 
④ 権利の保障が確保されず，権力の分立が規定されないすべての社会は，憲法をもつものでない。 

※訳文出典：高木八尺ほか編『人権宣言集』 
問 6 下線部(f)に関連して，国家の役割を国防や治安維持などの最小限の機能にとどめようとする考え方を批
判的に表現したものとして最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 6  
① 福祉国家 ② 行政国家 ③ 階級国家 ④ 夜警国家 

問 7 下線部(g)に関連して，産業革命以降に生じた事態として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 
① 社会的な格差を解消する目的で，19世紀初頭にロシア革命がおこった。 
② 資本家階級の利益を保護するため，社会主義思想が台頭してきた。 
③ 労働者階級の利益を保護するため，自由放任(レッセ・フェール)政策が唱えられた。 
④ 長時間労働，低賃金労働，失業などの労働問題が深刻化していった。 

問 8 下線部(h)に関する記述として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 8  
① 新しい社会権のひとつとして，今日ではアクセス権が挙げられることがある。 
② 社会権に関して，世界で最初に明文で定めた憲法として，ドイツのワイマール憲法が挙げられる。 
③ 社会権は，企業の経済活動の自由を全面的に否定することを前提として，はじめて成立しうる権利

である。 
④ 生存権の保障に関しては，日本では，すでに大日本帝国憲法(明治憲法)において，明文でもって定
められていた。 

問 9 下線部(i)に関連して，今日の日本において，国民の社会権に配慮する目的でもうけられた制度ないし権
利として誤っているものを，次の中から一つ選べ。 9  
① 生活保護 ② 義務教育の無償 ③ 被選挙権 ④ 労働基本権 

問 10 下線部(j)に関連して，基本的人権を国際的に保護するために活動している NGO として誤っているも
のを，次の中から一つ選べ。 10  
① 世界保健機関(WHO) ② アムネスティ・インターナショナル(AI) 
③ 国境なき医師団(MSF) ④ 赤十字国際委員会(ICRC) 

問 11 下線部(k)に関連して，基本的人権を国際的に保障する多国間条約に関して述べた文として最も適切な
ものを，次の中から一つ選べ。 11  
① 世界人権宣言は，人種や宗教による差別については禁止していない。 
② 国際人権規約は，先進国向けのA規約と発展途上国向けの B規約の二種類がある。 
③ 女性に対する差別を撤廃するための条約は，いまだ国連において採択されていない。 
④ 子どもの権利を保障するための条約は，すでに国連において採択されている。 
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【19】2012 文教大学 2/7,Ａ日程(１期) 教育 人間科 文 情報 国際 健康栄養  

 基本的人権は自由権(自由権的基本権)と社会権(社会権的基本権)に分けて考えることができる。後者は経済
的・社会的弱者に人間らしい生活を保障するために，国の積極的な介入を求めるものである。経済的格差が拡

大しつつある社会において自由，平等を実質的に保障するためには(a)社会権が基本的人権として保障されるべ

きであると考えられてきた。この社会権は( X )年の( Y )によって最初に成文化されている。 
 日本国憲法は(b)第 25 条で「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権
の実現を定めている。これを実現するために，(c)公的扶助，(d)社会保険，社会福祉，公衆衛生の 4つの分野で
諸制度を構成している。さらに第 26 条は「すべて国民は，(中略)教育を受ける権利を有する」とし，2 項で
は(e)義務教育の無償を定めている。なお，日本国憲法制定時には教育についての規定を憲法条文として明記す

べきという議論があったが，別に( Z )を制定して教育の原則や学校教育の理念を規定した。さらに日本国
憲法は，第 27条に勤労の権利，第 28条に労働三権を定めている。これらの憲法上の権利は(f)実質的に保障す

るための諸制度がつくられて，基本的人権が尊重される社会の実現への努力が行われている。 
問 1 下線部(a)の考え方を生み出すことになったものとして最も適切なものはどれか。次の中から一つ選び，
その番号をマークしなさい。 ケ  
① レッセ＝フェール(自由放任)の原則のもと，経済活動への国家の介入を阻止することが人びとの豊
かな生活を保障することになる。 
② 封建制度のもとでは人びとは身分が制約され，自由に職業を選んだり，住居を移転したりすること

ができずに貧困におちいった。身分解放が必要である。 
③ 市民には圧政に抵抗する権利があり，そのためには社会主義革命を起こし，生産手段の社会的所有

により平等な社会を実現すべきである。 
④ 資本主義による過度の自由競争が人びとに貧富の格差を生んだ。貧困の解決のためには国の積極的

な介入が必要である。 
問 2 空欄( X )と( Y )にあてはまる数字と語句として最も適切なものはどれか。次の中から一つ選び，
その番号をマークしなさい。 コ  
① X：1787 Y：アメリカ合衆国憲法 ② X：1791 Y：フランス憲法 
③ X：1918 Y：ソビエト憲法 ④ X：1919 Y：ワイマール憲法 

問 3 下線部(b)に関連して，日本国憲法第 25条に関する最高裁判所の判例の一つとして最も適切なものはど
れか。次の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 サ  
① 生活保護に関しての朝日訴訟で，具体的請求権を認めて原告を勝訴とした。 
② 砂川事件で，第25条の生存権を根拠に「平和的生存権」を認める判断を示した。 
③ 大阪空港騒音訴訟で第25条に明示されている幸福追求権を発展的に解釈して環境権を認め，原告
勝訴とした。 
④ 堀木訴訟で，障害者福祉年金を受けている者には児童扶養手当を支給しないとする併給禁止規定に

違憲性はないと判断した。 
問 4 下線部(c)についての記述として最も適切なものはどれか。次の中から一つ選び，その番号をマークしな
さい。 シ  
① 公的扶助とは国家公務員や地方公務員の不法行為によって国民が被った損害を，国や地方公共団体

が保障することである。 
② 公的扶助とは民法上の扶養義務を優先するという原則のもとで国と地方公共団体が最低生活費の

不足分を補給することである。 
③ 公的扶助は，労働運動の抑圧と労働力保全の必要からドイツで宰相ビスマルクによって実施された
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制度である。 
④ 公的扶助は児童や老人，障害者などの社会的弱者の支援を目的に，施設を建設・運営したり，サー

ビスを提供したりするしくみである。 
問 5 下線部(d)についての記述として最も適切なものはどれか。次の中から一つ選び，その番号をマークし
なさい。 ス  
① 公害や薬害，有害食品事件などによって社会的に大きな被害が生じた際の補償のために，企業が加

入している保険の制度である。 
② 交通事故による被害者の救済をはかるために，自動車の所有者や運転者に加入が義務づけられた賠

償責任保険の制度である。 
③ 疾病・老齢・障害などに対して皆保険として加入が義務づけられている医療保険や年金保険の制度

である。 
④ 刑事事件で起訴されたが，裁判で無罪が確定した場合，金銭でその損失を補償するとした制度であ

る。 
問 6 下線部(e)に関連して，日本国憲法第 26条 2項の義務教育の「義務」についての記述として最も適切な
ものはどれか。次の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 セ  
① 保護者に対してその保護する子どもに普通教育を受けさせることを義務づけたものである。 
② 保護者および子どもの両者に対して学校に行くことを義務づけたもので，理由のない欠席は義務違

反である。 
③ 教育を受ける子ども自身に対して，みずからの学ぶ意欲を高めて積極的に学習することを義務とし

たものである。 
④ 政治道徳の法則は普遍的なものであるとして，国民全体に対し，この法則を学ぶことを義務とした

ものである。 
問 7 空欄( Z )にあてはまる法律として最も適切なものはどれか。次の中から一つ選び，その番号をマー
クしなさい。 ソ  
① 学校教育法 ② 教育基本法 ③ 児童福祉法 ④ 地方自治法 

問 8 下線部(f)に関連して，社会権の保障とそれを実現するための制度の組み合わせとして最も適切なものは
どれか。次の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 タ  
① アクセス権 － 個人情報保護法の制定 ② 労働基本権 － 中央労働委員会の設置 
③ 生存権 － 確定拠出型年金の運用 ④ 教育を受ける権利 － 民間金融機関による学費融資 
 

【20】2012 早稲田大学 2/18,文系(Ａ方式) 人間科  

 近代国家においては，人権の保障と政治制度とは深くかかわっており，人権を保障するにふさわしい政治制

度が創造されたと考えることもできる。このことは，(A)多くの近代国家の憲法が人権の保障と政治制度をその

内容としていることからもうかがうことができる。政治制度の骨格をなすのは，権力の分立である。権力分立

の考え方は，イギリスのロック，フランスの(B)モンテスキューなどによって唱えられ発展した。(C)ロックの権

力分立の考え方は，イギリスの議院内閣制の基礎となったと考えることができる。モンテスキューの権力分立

論は，今日の三権分立につながるものといえよう。 
 権力の分立を具体化した政治制度の代表的なものが，イギリスの議院内閣制とアメリカの大統領制である。

ここではイギリスの議院内閣制と日本およびアメリカの政治制度を比較する。議院内閣制は，議会の信任に基

づいて内閣が成立・存続し，内閣は議会に対して責任を負う制度であることから責任内閣制とも呼ばれる。議

院内閣制は(D)イギリスにおいては歴史的に確立されてきたものである。歴史的経緯の中で，イギリスの議会は
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大きな力を持ち，議会主権と呼ばれることにもなった。イギリスの(E)立法府と行政府の関係は，同じ議院内閣

制をとる日本の国会と内閣の関係とも異なる特徴を有し，大統領制をとるアメリカとは根本的に異なっている。

それぞれの特徴と政治のあり様との関連を考えることが大切である。 
 イギリスでは，選挙による国民代表で構成される下院(庶民院)と選挙によらず世襲貴族などで構成される上
院(貴族院)からなる二院制がとられている。(F)日本やアメリカの二院制は，両院とも公選議員から構成される

ため，イギリス議会の二院制とは異なった特徴を持つ。それぞれの(G)上院と下院の役割と関係に注目が必要で

ある。近年，イギリスでは上院について改革が実施され，出席と投票する権利を持つ人数が大幅に縮小された

が，今後も議員の公選による選出などの改革案が検討されていく可能性がある。 
 司法権と行政権，立法権との関係も，イギリスと日本，アメリカの間に違いがある。とりわけ，(H)違憲法令

審査権のあり方とその適用について，相違を見出すことができる。イギリスでは，最近になって(I)司法制度改

革が実現し，テレビ局に審理を公開するなど国民に身近な司法を目指す動きもある。日本でも市民参加を進め

る方向で司法改革が行われている。また，被告人の権利保障と合わせて，新たに(J)犯罪被害者の権利保障や法

廷参加が進められていることも新しい方向である。 
 人権の保障と民主主義のよりよい実現のために，政治制度やその運用について比較し検討することも大切な

ことである。 
問 1．下線部(A)に関して，不適切なものを 1つ選択せよ。 

1．アメリカ諸州の 1つではあるが，世界で最も早く権利章典を取り込み，政治制度とともに規定した
成文憲法がバージニア憲法である。 

2．アメリカ合衆国憲法では，人権保障にかかわる条項は当初からあったものではなく，修正条項とし
て加えられていったものである。 

3．フランス人権宣言第 16 条は，「権利の保障が確保されず，権力の分立が規定されないすべての社
会は，政府をもつものではない」と述べている。 

4．日本国憲法では，第 3章に「国民の権利及び義務」を置き，第 4章の「国会」から政治制度につい
て規定している。 

問 2．下線部(B)に関して，モンテスキューの著作と出版年について適切な組み合わせを 1つ選択せよ。 
1． 『市民政府二論(統治二論)』 1648年 2． 『市民政府二論(統治二論)』 1651年 
3． 『法の精神』 1690年 4． 『法の精神』 1748年 5． 『法の精神』 1776年 

問 3．下線部(C)に関し，適切なものを 1つ選択せよ。 
1．ロックの権力分立は，立法・司法・行政の三分野に権力を分立させるものであり，国王の有してい
た統治権を分割することによって，人権の保障と各権力間の抑制と均衡を狙うものであった。 

2．ロックの権力分立は，平和共存の自然状態においても生じうる一定の自然権の侵害に対処し，自然
権をよりよく保障するために司法権が最も重要であると唱え，侵略に対抗する外交権とともに二権分

立となっている。 
3．ロックの権力分立論の意義は，執行権・立法権・同盟(連合)権からなる三権の中で，とりわけ立法
権を国民に由来するものとし，最高の権力と規定したところにある。 

4．ロックの権力分立は，立法権と行政権からなる執行権と，司法権の二権分立で，イギリスの議院内
閣制として結実することになった。 

問 4．下線部(D)に関して，不適切なものを 1つ選択せよ。 
1．議会を重んずる考え方は，17世紀前半に，裁判官ブラクトンの言葉「国王は何人の下にも立たない
が，神と法の下に立つ」を引いて国王を批判し，法の支配を唱えたエドワード＝コーク(クック)によ
って，その礎を築かれたといえよう。 
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2．選挙で選出された議員からなる下院を上院に対して優越させる下院優越の原則は，20世紀前半の議
会法によって確立した。 

3．責任内閣制は，1721年に首相に就任したアスキスが，下院の信任を失ったときに国王の信任があっ
てもその職を辞したことに始まったといわれている。 

4．イギリス議会では下院の議長をスピーカーと呼ぶことがあるが，これは，14世紀に貴族・国王とは
別に庶民と呼ばれる人々が会議を持ち，議長が代表してその結果を貴族・国王に伝える役割を担った

ことに由来するといわれている。 
問 5．下線部(E)に関し，適切なものを 1つ選択せよ。 

1．日本では，内閣総理大臣は衆議院議員の中から国会が指名し，国務大臣の過半数は国会議員でなけ
ればならない。 

2．イギリスでは，首相は下院議員の中から下院が指名し，国務大臣も全員が下院議員でなければなら
ず，徹底した議院内閣制といえる。 

3．アメリカでは，大統領は議会に出席せず法案を提出する権限も持たないため，青書を通じて議会に
必要な立法措置を要請するにとどまる。 

4．アメリカでは，各省長官(大臣)は大統領に対して責任を負い，議会議員を兼ねることはできず，法
案の提出権も持たない。 

問 6．下線部(F)に関して，日本の衆議院と参議院の関係について不適切なものを 1つ選択せよ。 
1．内閣不信任決議権は，衆議院のみが持つ。 
2．内閣総理大臣の指名で両議院の指名が一致せず，両院協議会を開いても一致しないときは，衆議院
の指名が国会の指名となる。 

3．参議院が衆議院の可決した法律案を受理後，国会休会中の期間を除き 60 日以内に議決しないとき
は，衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 

4．予算の議決と条約の承認に関して，参議院がそれらを衆議院から受理後，国会休会中の期間を除き
60日以内に議決しないときは，衆議院の議決を国会の議決とする。 

問 7．下線部(G)に関して，アメリカの連邦議会上院について適切なものを 2つ選択せよ。 
1．議員は国民の直接選挙で選ばれ，任期は 6年であるが 3年ごとに半数が改選される。 
2．議員は国民の直接選挙で選ばれ，任期は 6年であるが 2年ごとに 3分の 1ずつ改選される。 
3．大統領の高級官吏任命と条約の締結に関して，大統領に対して同意権を持つ点で，下院に優越する。 
4．歳入に関する議案と連邦官吏弾劾案に関して発議権を持つ。 
5．州政府の代表によって構成され，立法と行政に関して州の視点で慎重審議と協力することを任務と
する。 

問 8．下線部(H)に関して，適切なものを 1つ選択せよ。 
1．アメリカでは，違憲法令審査権は具体的な訴訟がなくとも，特定の法律全体について憲法との適合
性を審査する権限として行使される。 

2．イギリスでは，慣習法として議会の上院(貴族院)における法律貴族によって違憲法令審査権が行使
される。 

3．日本では，2009 年 8 月の衆議院議員総選挙の小選挙区における投票価値の格差に関する判決で，
最高裁判所は憲法の求める投票価値の平等に反する状態であるとの判断を示したが，選挙の無効を求

める請求は退けた。 
4．日本では，砂川事件判決において，最高裁判所は事情判決の考え方に基づいて，憲法判断を示さな
かった。 
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問 9．下線部(I)に関して，イギリスの司法制度改革の内容として適切なものを 1つ選択せよ。 
1．2009年になって，国民審査制が導入され，司法の民主的統制が実現した。 
2．2009年になって，最高裁判所が上院(貴族院)から独立し裁判官も上院議員を兼職せず，制度の上で
も三権分立が確立した。 

3．2009年になって，首相が最高裁判所長官を任命することとなり，最高裁判所が国王の手を離れた。 
4．2009年になって，首相が最高裁判所長官を指名するにあたって下院の同意を得ることが義務付けら
れ，司法の民主化が促進された。 

問 10．下線部(J)に関して，日本における犯罪被害者の権利保障や法廷参加に関する記述として，不適切なも
のを 1つ選択せよ。 

1．犯罪被害者やその遺族は，対象となる犯罪の刑事裁判の場で，被告や証人に直接質問することがで
きる。 

2．犯罪被害者やその遺族は，対象となる刑事裁判を優先的に傍聴することができる。 
3．犯罪被害者やその遺族は，対象となる犯罪の刑事裁判の場で，法定刑の範囲で求刑に関する意見を
述べることができる。 

4．犯罪被害者やその遺族は，対象となる犯罪の刑事裁判の場で，犯罪事実の認定をすることができる。 
 

【21】2012 近畿大学 1/29,前期(Ａ日程) 法 経済 経営 文芸 総合社会  

 ヨーロッパの国々では，16世紀ごろから，国王が封建領主を圧倒する 31 が確立され，その権力の根拠

を説明した 32 説のもと，絶対的な権力を持つ王と少数の貴族による専制政治が行なわれていた。その後，

産業の発展とともに，力を強めた 33 を中心とする市民階級の自由の要求と王権とが衝突するようになり，

(a)市民革命へと発展していった。この市民革命推進の原動力は社会契約説の思想で，革命の動きはヨーロッパ

の多くの国に広がっていった。 
 市民革命を経て成立した近代の(b)民主制国家では，基本的人権と国民主権の考え方が採用されていたが，そ

れはまだ不十分なものであった。 34 では，人権思想の発達につれて，国王の権力といえども法に従うべ

きであるという「法の支配」の考え方が生まれた。この考え方は，17世紀のはじめに 34 の裁判官であっ

た 35 が判決の中で強調して以来，民主政治の基本原理として確立されることとなった。 
 民主政治制度としては，国民が選挙で代表を選ぶという間接民主制が採用され，議会制民主主義が確立され

た。国民から選ばれた代表であっても，少数の者に権力が集中するとそれが濫用される恐れがあるので，(c)

権力分立制として，立法権・行政権・司法権の三権に分立させ，それぞれ別な機関にその権力を担当させると

ともに，相互に抑制と均衡をはかることが考えられた。 36 年のフランスの人権宣言では，「権利の保障

が確保されず，権力の分立が定められていない社会は，憲法をもつとはいえない」と規定し，これを明確に宣

言し，民主政治の基本原理として確立された。 
 市民革命によって獲得された人権は，信教の自由や言論の自由などを含む精神の自由，不法に逮捕されない

権利などの人身の自由，私有財産の保障などの経済活動の自由といった国家権力からの自由を求める自由権的

基本権が中心であったが，20世紀になると，1917年の A によって世界初の社会主義国家が誕生した影響

もあり，自由主義体制をとる国家において， B 権を中心とした社会権的基本権が，基本的人権の一つとし

て認識されるようになってきた。この社会権を世界で初めて認めた憲法は， C のワイマール憲法である。 
問 1 文中の 31 ～ 36 に入れるのに最も適当なものを，次の①～④のうちからそれぞれ一つ選びマー

クせよ。 
 31  ① 寡頭制 ② 絶対王政 ③ 立憲君主制 ④ 共和制 
 32  ① 天賦人権 ② 自然法 ③ 王権神授 ④ 国家法人 
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 33  ① テクノクラート ② 商工業者 ③ 農 民 ④ 労働者 
 34  ① イタリア ② イギリス ③ デンマーク ④ スペイン 
 35  ① ベーコン ② ラッサール ③ クック ④ ブラクトン 
 36  ① 1762 ② 1776 ③ 1787 ④ 1789 

問 2 文中の A ～ C に入るものの組みあわせとして最も適当なものを，次の①～⑧のうちから一つ選

びマークせよ。 37  
① A ロシア革命 B 自己決定 C ドイツ 
② A ロシア革命 B 自己決定 C オーストラリア 
③ A ロシア革命 B 生 存 C ドイツ 
④ A ロシア革命 B 生 存 C オーストラリア 
⑤ A ペレストロイカ B 自己決定 C ドイツ 
⑥ A ペレストロイカ B 自己決定 C オーストラリア 
⑦ A ペレストロイカ B 生 存 C ドイツ 
⑧ A ペレストロイカ B 生 存 C オーストラリア 

問 3 下線部(a)の市民革命に関して，主要な革命とその内容の組みあわせとして最も適当なものを，次の①～
④のうちから一つ選びマークせよ。 38  
① ピューリタン革命 チャールズ1世の支配を打破 名誉革命 ジェームズ2世の専制政治を打破 
② ピューリタン革命 自由，博愛，平等がスローガン 名誉革命 ジェームズ2世の専制政治を打破 
③ ピューリタン革命 チャールズ1世の支配を打破 名誉革命 クロムウェルの強権的支配を打破 
④ ピューリタン革命 自由，博愛，平等がスローガン 名誉革命 クロムウェルの強権的支配を打破 

問 4 下線部(b)の民主制に関する記述として適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選びマークせよ。 
① ホッブスは，各人は，平和に生存するために社会契約を結び，自然権を放棄して統治者に委譲せよ

と述べている。 
② ロックは，各人の自然権を保障するために，相互に契約を結び国家を誕生させ，国家に対して絶対

的に服従すべきと主張した。 
③ ルソーは，一般意思という概念を使い，各人と国家権力との調和を強調した。 
④ モンテスキューは，国家権力の抑制と均衡をはかる必要があると考えた。 

問 5 下線部(c)の権力分立制に関連して，日本の政治制度に関する記述として適当でないものを，次の①～④
のうちから一つ選びマークせよ。 40  
① 内閣は，国会の臨時会の召集を決定することができる。 
② 最高裁判所の裁判官は，衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の際に国民審査を受ける。 
③ 国会は，国の唯一の立法機関であると同時に，国民の直接選挙によって選ばれる議員から構成され

る国民代表機関である。 
④ 内閣総理大臣は各国務大臣を任命する権限をもち，閣議は全会一致制をとっている。 
 
 
 
 
 
 
 



私大2012 民主政治 30/32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



私大2012 民主政治 31/32 

【1】2012 大阪産業大学 2/1,一般前期(Ａ日程(英･国･選択型))  

問 1 2 問2 4 問3 1 問4 2 問5 3 
【2】2012 学習院大学 2/10 経済  

問 1 a  問 2 A オランダ B 海洋法条約 C 経済水域 D カシミール 問3 (1) 重商主義 
問 4 e 問5 (1) ガザ (2) c 問6 e 

【3】2012 駿河台大学 2/26,Ｂ方式 法 経済 メディア情報 現代文化 心理  

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

【4】2012 成城大学 2/10,Ａ方式(３教科) 社会イノベーション  

問 1 a マグナ＝カルタ b 1689 c 不文 d 軟性 e 国会 
問 2 国民が生来持つ自由を国家権力に侵されぬよう，憲法で国家権力の行為を制限する考え。 
問 3 f 協約憲法 g 条約憲法 問4 憲法調査会 問5 国民投票  
問 6 (1) 平和主義 (2) 保安隊 

【5】2012 西南学院大学 2/9,Ｆ日程・一般･センター併用 神 文 商 経済 法 人間科 国際文化  

問 1 ア 17 イ 19 ウ 16 エ 12 オ 15 問2 カ 26 キ 30 ク 37 ケ 27 コ 32 
問 3 法治主義は，形式的意味における立法に基づき行政活動を規律する考え方である。この点，悪法
もまた法なりとなりうる。法の支配は，専制政治の権力者による恣意的な人の支配に対する概念だ。

基本的な人権の保障を前提とし，それに違う法律の制定を排除しながら，適正手続に基づく法規範の

定律と法の執行を目指す。 
【6】2012 専修大学 2/12,一般(前期(全学部統一))  

〔設問 1〕 ⑤ 〔設問2〕 ② 〔設問3〕 ③ 〔設問4〕 ② 
〔設問 5〕 ① 〔設問6〕 ① 〔設問7〕 ③ 〔設問8〕 ④ 
〔設問 9〕 ② 〔設問10〕 ② 〔設問11〕 ② 〔設問12〕 ② 
〔設問 13〕 ③ 〔設問14〕 ① 

【7】2012 大東文化大学 2/5,一般  

問 1 ウ 問2 ア 問3 イ 問4 エ 問5 エ 問6 ア 
問 7 エ 問8 ウ 問9 イ 問10 ウ 問11 イ 問12 イ 

【8】2012 大東文化大学 2/5,一般  

問 1 エ 問2 イ 問3 ア 問4 エ 問5 ア 問6 ウ 
問 7 ウ 問8 イ 問9 ア 問10 イ 

【9】2012 広島経済大学 2/6,一般(１期) 経済  

問 1 (1) 5 (2) 3 (3) 4 (4) 10 (5) 13 (6) 2 (7) 8 
問 2 (8) 5 (9) 2 問3 3 問4 4 問5 1 

【10】2012 福岡大学 2/5,一般(前期日程)・センタープラス 人文 法 商１部  

問 1 ア (34) イ (26) ウ (33) エ (28) オ (23) カ (23) キ (21) ク (14) 
問 2 A 租税法律主義 B 所得 C シャウプ 問3 (6) 問4 (6) 問5 (3)，(5) 
問 6 ビルトイン・スタビライザー 問7 (4) 

【11】2012 明治学院大学 2/1,全学部日程 文 経済 社会 法 国際 心理  

〔問 1〕 a 名誉革命 b 独立宣言 c ロック d 自然権 e 抵抗 f 法の精神 g 立法権  
h 均衡 〔問2〕 ア コモン・ロー [法の支配] イ マグナ＝カルタ [大憲章]  
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〔問 3〕 (ｱ) 夜警国家 (ｲ) 福祉国家 
【12】2012 明治学院大学 2/4,Ａ日程 経済 社会 法  

〔問 1〕 a 専制 b 尊重 c 小選挙区 d 二大政党 e 連立 
〔問 2〕 ア 15 イ 25 ウ 1945 〔問3〕 平等選挙，自由選挙，直接選挙，秘密投票 
〔問 4〕 (ｱ) 君主制 (ｲ) 共和制 (ｳ) 「君臨すれども統治せず」 

【13】2012 愛知学院大学 2/3,前期Ａ・Ａ(Ⅰ型)・Ｂ 文 心身科 商 経営 法 総合政策  

(問 1) A 自由 B 社会 C ワイマール D 教育 E 労働 F 世界人権宣言 
 G 国際人権規約 (問 2) 1 イ 2 キ 

【14】2012 関西大学 2/7,全学部日程(３教科)  

問(A) 1 (ﾁ) 2 (ｺ) 3 (ｷ) 4 (ｴ) 5 (ﾄ) 6 (ｾ) 7 (ﾆ) 
問(B) (ｴ) 問(C) (ｱ) 問(D) (ｳ) 

【15】2012 成城大学 2/12,Ａ方式(３教科) 経済  

問 1 a 形式 b 実質 c 信条 d 門地 e 大日本帝国 [明治] f 両性 
問 2 (ｱ) ○ (ｲ) × (ｳ) ○ 問3 (1) (ｲ) (2) (ｶ) 問4 ビスマルク 
問 5 (1) 無償 (2) (ｱ) ○ (ｲ) ○ (ｳ) × (ｴ) × 

【16】2012 東京経済大学 2/8,一般(前期(３教科))  

問 1 ③ 問2 ② 問3 ⑤ 問4 ② 問5 ⑤ 問6 ③ 
問 7 ⑤ 問8 ④ 問9 ① 問10 ② 問11 (a) ④ (b) ① 

【17】2012 同志社大学 2/7,学部個別日程 政策 文化情報 スポーツ健康科  

〔設問 1〕A 2 B 5 C 4 D 8 E 7 F 14 G 20 H 17 I 22 J 24 K 27  
L 31 〔設問2〕 4 〔設問3〕 平和のための結集決議 〔設問4〕 5  
〔設問 5〕 国連難民高等弁務官事務所 〔設問6〕 4 〔設問7〕 3 

【18】2012 東洋大学 2/9,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ａ②・Ｃ・Ｄ方式))  

問 1 ③ 問2 ③ 問3 ② 問4 ② 問5 ① 問6 ④ 
問 7 ④ 問8 ② 問9③ 問10 ① 問11 ④ 

【19】2012 文教大学 2/7,Ａ日程(１期) 教育 人間科 文 情報 国際 健康栄養  

問 1 ④ 問2 ④ 問3 ④ 問4 ② 問5 ③ 問6 ① 問7 ② 問8 ② 
【20】2012 早稲田大学 2/18,文系(Ａ方式) 人間科  

問 1．3 問2．4 問3．3 問4．3 問5．4 
問 6．4 問7．2，3 問8．3 問9．2 問10．4 

【21】2012 近畿大学 1/29,前期(Ａ日程) 法 経済 経営 文芸 総合社会  

問 1 31 ② 32 ③ 33 ② 34 ② 35 ③ 36 ④ 
問 2 ③ 問3 ① 問4 ② 問5 ② 

 


