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【1】2012 成蹊大学 2/14,Ａ方式 法  

 (1)日本国憲法は，(2)国会を「国権の最高機関」と定め(第 41条)，そこに(3)立法権が帰属するとし，国会，(4)

内閣，裁判所という三つの機関が互いに抑制する三権分立を定めている。三権分立とは，それぞれの機関が牽

制しあうことで(5)権力の腐敗と濫用を防ごうとするものである。そして代表民主制をとる(6)民主主義国家では，

主権者である国民が(7)民意を政治に反映させるうえで，(8)選挙が重要な機会である。 
問 1 下線部(1)に関連する記述として最も不適切なものを，次の①～④のなかから一つ選び，その番号をマー
クしなさい。 35  
① 日本国憲法は，勤労者の労働基本権を規定しているが，公務員の争議権には法律などによって制限

が設けられている。 
② 1950 年代に提訴されたいわゆる「朝日訴訟」において，最高裁判所は，日本国憲法で定められた
権利を擁護するために，当時の厚生大臣に対して生活保護基準を即時に是正するよう命じた。 
③ 日本国憲法第20条には，信教の自由の保障とともに，政教分離の原則が明記されている。 
④ 憲法改正に通常の法律改正より厳しい改正手続を必要とする憲法を硬性憲法，そうでない憲法を軟

性憲法といい，日本国憲法は硬性憲法である。 
問 2 下線部(2)に関連して，日本の国会議員およびその候補者に関する記述として最も適切なものを，次の①
～④のなかから一つ選び，その番号をマークしなさい。 36  
① 日本国憲法によると，国会議員の議院内での発言について，院外で刑事責任を問うことが認められ

ている。 
② 国会議員は，選挙で落選するなどして議員としての地位を失わない限りは，国会会期外でも逮捕さ

れることがない。 
③ 選挙の立候補者と一定の関係にある者の選挙違反行為に関わる刑罰が確定した場合，立候補者本人

がそれらの行為に直接関係していなくても，当選を無効にする制度は，連座制と呼ばれている。 
④ 選挙運動の一環としての候補者による戸別訪問は，2010 年の参議院議員選挙から認められるよう
になった。 

問 3 下線部(3)に関連して，日本国憲法が定める衆議院および参議院の権限に関する記述として最も適切なも
のを，次の①～④のなかから一つ選び，その番号をマークしなさい。 37  
① 参議院には法的拘束力をもつ問責決議案を可決する権限が与えられている。 
② 衆議院で可決した法律案を参議院が否決または修正した場合，衆議院で総議員の3 分の 2 以上の
多数で再可決しなければその法律案は法律とならない。 
③ 両院の議決が一致しない場合には，両院の意思を調整するために両院協議会という協議の場を設け

ることがある。 
④ 衆議院には，条約の承認に関して，参議院に対する優越が認められていない。 

問 4 下線部(4)に関連して，日本の戦後の内閣や政党に関する記述として最も不適切なものを，次の①～④の
なかから一つ選び，その番号をマークしなさい。 38  
① 1955 年に左右両派の社会党が統一され，これに対抗するかたちで保守側の日本民主党と自由党と
が合同して自由民主党が結成された。 
② 1982年に成立した中曽根康弘内閣の下で，消費税が正式に導入された。 
③ 1996 年に，社会民主党，新党さきがけ，新進党，市民リーグなどから離党した議員を中心に民主
党が結成された。 

④ 自由民主党の長期政権時代には，自由民主党議員が省庁や業界などとの関係を強めることで，重要

な政策決定に影響力を行使した。 
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問 5 下線部(5)に関連して，国家権力や人民の権利をめぐる考え方に関する記述として最も適切なものを，次
の①～④のなかから一つ選び，その番号をマークしなさい。 39  
① コーク(クック)は，王権に対するコモン・ローの優位を説いた。 
② ルソーは，社会全体の利益を実現するための最も有効な手段として，議院内閣制のような間接民主

制を支持した。 
③ ホッブズは，自然状態における「万人の万人に対する闘争」を回避するために，契約を結んで国家

をつくることを重視したが，自然権の委譲先である国家が絶対的な権力を握ることは全面的に否定し

た。 
④ ロックは，政府が人民の信託(契約)に反して権力を濫用し，自然権を侵害することを戒

いまし

めたが，

これに対する人民の抵抗権，革命権は認めなかった。 
問 6 下線部(6)に関連して，「民主主義の学校」ともいわれる地方自治に関する記述として最も適切なものを，
次の①～④のなかから一つ選び，その番号をマークしなさい。 40  
① 日本では，地域住民は地方自治に直接参加することができ，議会の解散，議員や首長の解職を請求

する権利が認められているが，地方公共団体の条例の制定や改廃を直接請求することはできない。 
② トクヴィルは，アメリカ合衆国にみられるような，地方自治体を統括する大統領の強いリーダーシ

ップこそが，民主主義の根幹であるとした。 
③ 日本の地方公共団体は，普通地方公共団体と，特別地方公共団体によって構成されている。 
④ 日本の地方交付税交付金には，所得税，法人税，酒税などの一部が充てられており，消費税はその

財源ではない。 
問 7 下線部(7)に関連して，日本における民意を反映させる制度や事例に関する記述として最も適切なものを，
次の①～④のなかから一つ選び，その番号をマークしなさい。 41  
① 住民訴訟の例として，愛媛玉ぐし料訴訟がある。 
② これまで，満20歳未満の人に住民投票権が付与されたことはない。 
③ 地方公共団体の公金の使途に関しては，住民監査請求を行うことができない。 
④ 住民投票条例に基づく住民投票の結果には，常に法的拘束力が認められる。 

問 8 下線部(8)に関連する記述として最も適切なものを，次の①～④のなかから一つ選び，その番号をマーク
しなさい。 42  
① 中選挙区制は，同じ選挙区で同じ党が複数の候補者を立てることができるため，政党本位の選挙と

なる傾向が強く，個人の特性よりも党の政策が優先されることが多い。 
② 日本で，小選挙区比例代表並立制を導入した1994年の改正公職選挙法は，橋本龍太郎内閣の下で
成立した。 

③ 日本で，満20歳以上の男女の普通選挙権を定めた法律が成立したのは，1945年のことである。 
④ 日本における非拘束名簿式比例代表制では，獲得議席数が，政党の得票率に比例し，当選者は政党

の提出した候補者名簿の順位に従って決まる。 
 

【2】2012 中央大学 2/10,一般 文  

 憲法に関する次の文章を読み，設問に対する答えを解答欄に記入しなさい。 
 西欧の近代国家では，(1)立憲主義という思想が発達してきたが，日本にも明治維新以降，近代国家への歩み

のなかでそれが伝えられてきた。憲法の制定や国会の開設をかかげた ① 運動は，その産物であったとい

えよう。この運動の高まりの中で，さまざまな憲法構想(私擬憲法)が議論されたが，代表的なものとしては，
国民の権利や自由を詳細に規定した， ② による「日本国国憲案(東洋大日本国国憲按)」などが知られてい
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る。 
 1889(明治 22)年に大日本帝国憲法が発布されるが，これは天皇が定めた ③ 憲法であり，近代的な憲法

としての外見をそなえつつも，実質は絶対主義的な色彩の強いものであった。したがって天皇の権限は広範に

および，たとえば(2)陸海軍の指揮命令権については，議会や内閣も関与することができなかった。 
 1945(昭和 20)年にポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した後も，日本政府は憲法改正に消極的であった
が，連合国軍総司令部(GHQ)の最高司令官マッカーサーが，その必要性を示唆し，やがて日本国憲法が成立
すると，1946年 ④ 月 ⑤ 日に公布，翌年 ⑥ 月 ⑦ 日に施行されることとなった。 
 日本国憲法では国民主権の原理にもとづいて，議会制民主主義を採用しているが，この場合，国民の参政権

の保障が重要となってくる。そこで「 ⑧ の権利」としての ⑨ の選定・罷免権(第 15条 1項)や普通・
平等選挙(第 15条 3項)を保障したうえで，さらにいくつかの直接民主制的制度を定めている。 
 また日本国憲法では三権分立制を採用し，権力間相互の抑制と均衡を図るようにしているが，事実上は ⑩

 権が他の二権に優位する現象が生じてしまっている。この点について他国の例を見ると，アメリカは議会

による国民の権利・自由の侵害という問題を重視した ⑪ 権優位型であり，フランスは国家権力に対する

民主的コントロールを重視した ⑫ 権優位型であるといえる。 
 なお，こんにちでは民主政治を脅かすような新たな問題点も生じている。アメリカで起こった(3)9・11同時
多発テロなどに代表されるテロリズムもその一つといえるが，ほぼ同時期の日本でも，1999(平成 11)年に通
信傍受法が制定され，捜査機関による電話などの通信傍受が一定の条件の下で合法化された。しかし，同法に

ついては，日本国憲法の保障する「 ⑬ の秘密」(第 21 条 2 項)や，第 13 条を根拠に主張されてきた，個
人に関する情報の収集・利用・伝達などが当該本人の意思にのっとってなされることを保障する ⑭ の権

利と深く関わり，その厳正な運用という点で多くの課題が残されている。 
問 1 文中の ① ～ ⑭ にあてはまる，もっとも適切な語句を記入しなさい。 
問 2 下線部(1)の立憲主義とはいかなる思想か。簡潔に説明しなさい。 
問 3 下線部(2)について，これを何の独立と呼んだか。漢字 3文字で答えなさい。 
問 4 下線部(3)について，いわゆる戦争とテロリズムの違いについて，簡潔に説明しなさい。 
 
【3】2012 立命館大学 2/7,Ｂ方式・特定科目重視３教科方式 
 日本における人権保障は，①1946 年に制定された日本国憲法によって根本的転換がはかられた。大日本帝
国憲法(明治憲法)では，陸海軍の A 権まで含む天皇大権によって，人々の権利は「 B ノ権利」と位置

づけられ，人権の保障は C によりさまざまな制限が加えられていた。これに対し，日本国憲法では，国民

主権，平和主義とともに，基本的人権の保障が憲法の根本原則とされ，法の下の平等，身体的自由，精神的自

由，経済的自由など，各種の人権が国政のうえで最大の尊重を必要とするものとされた。 
 身体的自由についてみると，たしかに明治憲法23条においても，「日本 B ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮

捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」と定めて，法律の規定がなければ身柄を拘束されたり取調べを受けたりし

ないこととされていた。だがそれは，あらかじめ法律さえあれば，自由を制限できるということでもある。た

とえば，1925 年に制定された D 法では，「 E 」の変革をめざす結社およびその活動を広く規制の対

象とし，その準備行為にまで厳罰が科せられることになっていた。身体的自由・精神的自由に対する保障は高

くなかったといえよう。 
 日本国憲法は，そのような国家権力による人権侵害への反省の意味を込めて，思想および良心の自由，集会・

結社の自由，言論の自由を広く保障するとともに，②国民の身体的自由を法的保護の下に置いた。憲法 31 条
では，「何人も，法律の定める手続によらなければ，その生命若しくは自由を奪はれ，又はその他の刑罰を科

せられない。」と定めている。また，いかなる人も③裁判を受ける権利を奪われないと規定する。さらに，身
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柄を拘束されるにあたっては，現行犯で逮捕される場合を除いて，裁判所が発行する F が求められ， F
 主義の原則が確立されている。そして取り調べでは，④自白を強要されないこと，自己に不利益な供述を強

制されないことを保障した。 
 このように，憲法31 条から相当の条数を費やして⑤刑事手続上の被疑者・被告人の権利保障を定めている
のである。これは，近代刑法の基本原則である G 主義を，形式的のみならず実質的にも徹底しようとする

ものだと理解されている。 
〔1〕  A ～ G にあてはまるもっとも適切な語句を記入せよ。 
〔2〕 下線部①に関して，次の文章の イ ～ ハ にあてはまる語句を記入せよ。 
 日本は1945年 イ 宣言を受諾し連合国に無条件降伏した。その宣言に沿う憲法の改正が課題となった

が，政府の設置する憲法問題調査委員会では明治憲法を大きく変える改正案が作成できなかった。そのため，

 ロ は，天皇制の存続，戦争の放棄， ハ 的諸制度の廃止からなる三原則を示し，これにもとづいて

制定されたのが日本国憲法である。 
〔3〕 下線部②に関して，1948年に制定された法律は，公的な機関による自由の拘束だけでなく，民間の工
場，病院，養護施設などでの不当な拘束に対しても広く人々の身体の自由を回復させることを目的としてい

た。この法律を何というか。 
〔4〕 下線部③にいう「裁判を受ける権利」とは，一般に，   された法廷において迅速かつ公平な裁判

を受けることができることとされている。空欄にあてはまるもっとも適切な語句を記入せよ。 
〔5〕 下線部④に関して，このような権利を何というか。 
〔6〕 下線部⑤に関して，憲法上「刑事被告人の権利」とされていないのはどれか。次の中から一つ選び，
記号で答えよ。 

(あ) 資力がない場合，国の費用で弁護人をつけてもらうことができる。 
(い) 有罪とする決定的な証拠がなければ有罪とされることはない。 
(う) すべての証人に対して審問することができる。 
(え) 自分のために証言してくれそうな人に法廷証言を求めることができる。 
(お) 実行のとき適法であった行為について罰せられることはない。 
 

【4】2012 愛知学院大学 2/1,前期Ａ・Ａ(Ⅰ型) 文 心身科 商 経営 法 総合政策  

 大日本帝国憲法(明治憲法)は，プロイセン憲法などの影響を受けた[ 1 ]憲法であり，天皇が主権者であっ
た。この天皇の地位は，天皇の祖先とされる天照大神の意志に基づくものとされた。また，天皇は，統治権の

[ 2 ]者とされ，統治権は天皇の名において行使された。さらに，宣戦・講和，陸海軍の A ，条約の締

結などは天皇大権とされ，とくに軍の指揮命令権である A 権は，議会や内閣の干渉を受けなかったことか

ら， A 権の独立と称せられた。以上のように，明治憲法下の天皇は，統治権を一手に掌握し，神聖不可侵

の存在と考えられていたのである。 
 こうした天皇の地位は，1945年 8月以降一変する。日本は，連合国からの降伏勧告である B 宣言を受

諾し，連合国軍総司令部(GHQ)の下で憲法改正作業に着手することになった。政府は，従来の基本原則を維
持する[ 3 ]案を GHQ に提出したが，受け入れられなかったため，aGHQ より提示されたマッカーサー草
案に基づき，新憲法を制定することになった。 
 新しく制定された憲法の第1 条では，「天皇は，日本国の象徴であり，日本国民統合の象徴であつて，こ
の地位は，主権の存する日本国民の[ 4 ]に基く」と定められている。この規定に見られるように，天皇は，
主権者ではなく象徴としての役割を果たすにすぎない存在に変わったのである。また，天皇は，国政に関する

権能を有しないとされ，b内閣の助言と承認により，国事行為のみを行うことになった。憲法の第 7条によれ
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ば，この国事行為には，「c憲法改正，法律，政令及び条約を公布すること」，「国会を召集すること」，「衆

議院を解散すること」などが含まれている。 
 なお，新しい憲法の制定は，皇位継承や皇族などについて定める C の法的性質をも変えてしまった。明

治憲法下では， C は，憲法と同格の最高法規と考えられていたが，現行憲法下では，通常の法律と同じ扱

いになり，[ 5 ]が改正可能である。従って，現在は女性が天皇になることは認められていないが，[ 5 ]
が同法の改正を行えば，女性の天皇も認められるのである。 
(問 1) 空欄A～C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1～5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．同 意 イ．幣 原 ウ．宮内庁 エ．民 定 オ．決 定 カ．国 会 キ．総 攬 ク．主 権 
ケ．山 本 コ．欽 定 サ．内 閣 シ．連 邦 ス．合 意 セ．総 意 ソ．松 本 

(問 3) 下線部aに関連して，マッカーサーが草案の中に入れるように指示した原則の内容についての記述と
して，適切でないものを次のア～エから選び，その記号を解答欄に記入しなさい。 
ア．天皇は国家の長の地位にある。 イ．国家の主権的権利としての戦争を放棄する。 
ウ．日本の封建制度は廃止される。 エ．財閥は解体される。 

(問 4) 下線部bに関連して，内閣の権限とは言えないものを次のア～エから選び，その記号を解答欄に記入
しなさい。 
ア．最高裁判所の長官を指名すること。 イ．予算を作成すること。 
ウ．政令を制定すること。 エ．条約を承認すること。 

(問 5) 下線部cの憲法改正を行うためには，どのような手続で行われることになるのか，説明しなさい。 
 
【5】2012 大阪産業大学 2/1,一般前期(Ａ日程(英･国･選択型)) 人間環境 経営 経済 デザイン工   

 日本国憲法の人権保障に関する次の設問に答えなさい。 
問 1 以下で引用しているのは憲法第20条第 1項の条文である。空欄( ア )，( イ )，( ウ )，( エ )
に当てはまる語句を適切に組み合わせたものを，下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 24  
 「( ア )は，( イ )に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も，国から( ウ )を受け，又は( 
エ )を行使してはならない。」 

1 ア 宗教活動 イ 何人 ウ 援助 エ 特権 
2 ア 信教の自由 イ 外国人 ウ 援助 エ 特権 
3 ア 信教の自由 イ 何人 ウ 援助 エ 政治上の権力 
4 ア 信教の自由 イ 何人 ウ 特権 エ 政治上の権力 

問 2 以下で引用しているのは，憲法第89条の条文である。空欄( ア )，( イ )，( ウ )に当てはまる
語句を適切に組み合わせたものを下の選択肢から一つ選んでマークしなさい。 25  
 「公金その他の( ア )は，宗教上の組織若しくは団体の使用，便益若しくは維持のため，又は( イ )
に属しない慈善，教育若しくは( ウ )の事業に対し，これを支出し，又はその利用に供してはならない。」 

1 ア 公の財産 イ 公の支配 ウ 博愛 2 ア 財産 イ 政府 ウ 宗教 
3 ア 公の財産 イ 国庫 ウ 博愛 4 ア 財産 イ 公共団体 ウ 博愛 

問 3 政教分離に関する最高裁判所の判決について述べた下の選択肢から，適切なものを一つ選んでマークし
なさい。 26  

1 「津地鎮祭違憲訴訟」と呼ばれる裁判において，最高裁判所は，神主による神道式の地鎮祭は，宗
教的儀式に当たると判示した。 

2 「愛媛玉ぐし料違憲訴訟」において，最高裁判所は，玉ぐし料を公費から支出することは，憲法違
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反であると判示した。 
3 近年下された，「空知太神社違憲訴訟」における最高裁判所の判決は，政教分離に関する初めての
違憲判決である。 

4 政教分離違反を理由に提起された訴訟において，最高裁判所が違憲判決を下したことはない。 
問 4 憲法第21条第 2項は検閲を禁止する。検閲に関する最高裁判所の見解について述べた下の選択肢から
不適切なものを一つ選んでマークしなさい。 27  

1 裁判所が，名誉毀損を理由として出版物を差し止めることは検閲にあたらない。 
2 教科書検定は，検閲にあたらない。 
3 税関検査において，書籍の輸入を禁ずることは，検閲にあたらない。 
4 最高裁判所は，法律が検閲制度に当たるとして違憲判決を下したことがある。 
 

【6】2012 学習院大学 2/10 経済  

 明治維新後，1889 年に，大日本帝国憲法(明治憲法)が制定され，国家の基本的な構造が定められた。明治
憲法では，天皇に主権があり，立法・行政・司法のすべての統治権を総攬

そうらん

するものとされていた。そして，臣

民の権利については，法律の認める範囲内に限定されていた。しかし，第 2次世界大戦において，1945年に
ポツダム宣言を受諾して，終戦を迎え，その宣言に沿って，軍国主義の排除，民主化の促進，基本的人権の尊

重など根本的な改革が必要となった。そこで，1946年に日本国憲法が制定された。新しい憲法では，第 3章
「国民の権利及び義務」において，基本的人権①を保障する具体的な規定が定められている。 
 憲法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。この憲法が国民に保障する基本的人
権は，侵すことのできない永久の権利として，現在及び将来の国民に与へられる」と規定し，基本的人権がす

べての人間に認められる普遍的な権利であり，不可侵であることを定めている。そして，憲法 14条は，「す
べて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社

会的関係において，差別されない」②と定め，すべての人が法の下に平等であることを定めている。 
 社会において，犯罪が行われた場合には，警察によって捜査が行われ，犯罪を犯したと思われる者(捜査の
段階では，被疑者と呼ばれるが，とくに裁判では，被告人と呼ばれる)について，検察官が公訴を提起し，裁
判が行われる。審理の結果，被告人が犯罪を犯したと認められた場合には，原則として，刑罰を科す判決がな

される。このような刑事事件の過程においては，被疑者または被告人の身体の自由が制約されることが少なく

ない。そこで，憲法および刑事訴訟法では，人身の自由を保障する多くの規定を定めている。 
 まず，憲法31条は，「何人も，法律の定める手続によらなければ，その生命若しくは自由を奪はれ，又は
その他の刑罰を科せられない」と規定し，刑罰を科す手続きが適正でなければならないことを保障しているが，

その前提として， A を保障したものと解されている。 A というのは，どのような行為が処罰されるか

およびその場合にどのような刑罰が科せられるのかは，あらかじめ法律によって定められなければならないと

する法原理である。また，憲法 39条は，「何人も，実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為
については，刑事上の責任を問はれない。又，同一の犯罪について，重ねて刑事上の責任を問はれない」③と

規定し，遡及
そきゅう

処罰および B 処罰を禁止している。また，いったん裁判が確定した事件について，再び審理

することは許されない。これを C の原則という。 
 次に，犯罪捜査のために行われる強制的な処分については，警察官や検察官の判断だけではなく，裁判官ま

たは裁判所の発する D を必要とするとされている。たとえば，逮捕に関して，憲法33 条は，「何人も，
 E として逮捕される場合を除いては，権限を有する司法官憲が発し，且

か

つ理由となつてゐる
い る

犯罪を明示す

る D によらなければ，逮捕されない」と規定し，裁判官が発する逮捕状がなければ，捜査機関は，被疑者

を逮捕することができないことを定めている。逮捕状は，被疑者が犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理
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由があり，逮捕の必要があると認めたときに発せられるものである。なお， E については，逮捕状がなく

ても，逮捕することができる。 
 そして，刑事裁判における被告人の人権保障にも十分な配慮がなされている。たとえば，裁判で有罪が確定

するまでは，被疑者・被告人は無罪の推定を受け，「疑わしきは被告人の利益に」という原則がとられている。

また，被疑者・被告人には，法律的な援助を受けるために， F を依頼する権利が認められ，被疑者・被告

人自身が F をつけられない場合には，国の費用で F をつけることが認められている。これは，国選 

F と呼ばれる。また，憲法36 条において，拷問
ごうもん

の禁止を定め，被告人に G を強いる目的で肉体的苦痛

を与えることを禁止するとともに，憲法 38条において，拷問によって得られた G の証拠能力を否定して

いる。また，同条は，「何人も，自己に不利益な供述を強要されない」ことも定めており，被疑者・被告人は

 H を行使し，取り調べや裁判において，供述を拒むことができる。 
 ところで，日本では，1999年以来，司法制度の全体についての見直しが行われ(司法制度改革と呼ばれてい
る)，刑事裁判についても被疑者・被告人の人権保障の観点からだけでなく，国民に開かれた刑事裁判の在り
方④，犯罪被害者の保護⑤などの観点から大きな改革が行われている。 
問 1 文中の空欄 A ～ H にあてはまる最も適切な語句を，以下に指定された字数の漢字で解答欄に記

入しなさい。なお，同一記号の空欄には，同一の語句が入る。〔解答用紙記述〕 
A 6字 B 2字 C 5字 D 2字 E 3字 F 3字 G 2字 H 3字 

問 2 下線部①に関連して，基本的人権に関する記述として，正しいものを，次のa～e の記述の中から，3
つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。4つ以上をマークした場合には 0点とします。また，3つ以
下をマークした場合に，誤答は正答の得点から減点します。ただし，解答のないものは減点の対象とはしま

せん。〔解答用紙マーク〕 
a 1789年のフランス革命における人権宣言は，古典的な自由を宣言したものであり，日本国憲法の基
本的人権に関する規定のもとになっている。 

b 明治憲法と異なり，日本国憲法に定められている基本的人権の保障は，絶対無制約のものであって，
いかなる場合にもそれを制約することは認められない。 

c 憲法が保障する基本的人権は，自由権，平等権，社会権，参政権および請求権に大別される。 
d 日照権は，人間が社会生活において，十分な日照を享受する権利であるが，憲法において，基本的
人権の一つとして，明文で規定されている。 

e 憲法が基本的人権として定める経済的自由には，居住・移転の自由，職業選択の自由などが含まれ
ている。 

問 3 下線部②に関連して，憲法14条によって禁止されている差別に当たるものを，次の a～eの記述の中か
ら，2 つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。3 つ以上をマークした場合には 0 点とします。また，
2つ以下をマークした場合に，誤答は正答の得点から減点します。ただし，解答のないものは減点の対象と
はしません。〔解答用紙マーク〕 

a 成年者の喫煙のみを認め，未成年者の喫煙を禁止すること。 
b 世襲的な貴族制度を定め，貴族に特権を与えること。 
c 男性にのみ選挙権を与え，女性には選挙権を与えないこと。 
d 所得税について，所得の額に応じて累進的に税率を定めること。 
e 未成年者の行為能力を制限し，父母の親権に服すると定めること。 

問 4 下線部③に関連して，憲法39 条によって禁止されているものとして，正しいものを，次の a～d の記
述の中から，2 つ選び，解答欄にマークしなさい。3 つ以上をマークした場合には 0 点とします。また，2
つ以下をマークした場合に，誤答は正答の得点から減点します。ただし，解答のないものは減点の対象とは
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しません。〔解答用紙マーク〕 
a ある刑事事件について，被告人を無罪とする判決が確定した後に，有罪であることの決定的な証拠
が出てきたので，検察官がその被告人を起訴し，有罪判決を求めること。 

b ある刑事事件について，被告人を有罪とする判決が確定した後に，被告人以外の第三者の犯行であ
ることの決定的な証拠が出てきたので，検察官がその第三者を起訴し，有罪判決を求めること。 

c ある刑事事件について，被告人を有罪とする判決が確定した後に，被告人以外の第三者の犯行であ
ることの決定的な証拠が出てきたので，その被告人が再審を請求し，裁判のやり直しを求めること。 

d ある行為について，その行為が行われた時点においては，その行為を犯罪とする法律の規定はなか
ったが，その後，その行為を犯罪とする法律の規定が制定されたので，検察官がその行為者を起訴し，

有罪判決を求めること。 
問 5 下線部④に関連して，裁判が国民に開かれたものであるため，国民が裁判に参加する制度として，裁判
員制度が新たに設けられた。これに関する記述として正しいものを，次の a～dの中から，2つ選び，解答
欄にマークしなさい。3 つ以上をマークした場合には 0 点とします。また，2 つ以下をマークした場合に，
誤答は正答の得点から減点します。ただし，解答のないものは減点の対象とはしません。 

a 裁判員による裁判は，重大な民事事件に関するものである。 
b 裁判員による裁判は，重大な刑事事件に関するものである。 
c 裁判員は，被告人が有罪か無罪かを判断するだけで，量刑は裁判官が判断する。 
d 裁判員は，裁判官と一緒に，有罪か無罪かだけでなく，量刑についても判断する。 

問 6 下線部⑤に関連して，刑事事件に犯罪被害者が参加する制度が設けられた。これに関する記述として正
しいものを，次の a～dの中から，2つ選び，解答欄にマークしなさい。3つ以上マークした場合には 0点
とします。また，2つ以下をマークした場合に，誤答は正答の得点から減点します。ただし，解答のないも
のは減点の対象とはしません。〔解答用紙マーク〕 

a 犯罪被害者は，生命・身体や自由に関する犯罪だけでなく，重要な財産に関する犯罪についても，

刑事裁判に参加することができる。 
b 犯罪被害者は，検察官が被疑者を不起訴処分にした場合に，自ら起訴することができる。 
c 犯罪被害者は，法廷で，必要な範囲内で被告人に質問することができる。 
d 犯罪被害者は，法廷で量刑について意見の陳述ができる。 
 

【7】2012 関西大学 2/3,学部個別日程(３教科) 法 経済 政策創造 外国語 総合情報  

 日本国憲法も明治憲法と同様に天皇という国家機関を規定している。しかし，明治憲法において，天皇が主

権者であり，( 1 )として統治権の総攬者であったのに対して，日本国憲法においては，主権の存する国民
の総意に基づいた地位を有する者として，日本国民統合の象徴としての役割を果たすにすぎない。また，明治

憲法下では，行政権の主体は天皇であるとされ，大臣が天皇を拘束できるか否かが明確ではなく，内閣が政策

の全てに対して全責任を負いうる体制にはなっていなかった。これに対し，日本国憲法では，行政権は内閣に

属し，天皇の国事行為には内閣の「( 2 )と( 3 )」が必要とされるようになり，全ての責任が内閣にある
点が明示されるようになっている。 
 天皇が行う行為には，日本国憲法で定められた国事行為のほか，法律の規定とは無関係に個人として行う私

的行為，国会開会式における「おことば」や外交関係の儀礼的行為などの公的行為がある。国事行為の具体例

は，日本国憲法第 6 条で国会の指名に基づいた内閣総理大臣の任命および内閣の指名に基づいた最高裁判所
長官の任命が規定されており，さらには，憲法改正や法律，条約の公布，国会の召集，衆議院の解散，国会議

員の総選挙の施行の公示，栄典の授与が日本国憲法第 7条で規定されている。また，同条は，大赦，( 4 )，
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減刑，刑の執行の免除および復権の認証，批准書等の外交文書の認証，外国の大使および公使の( 5 )も国
事行為として挙げている。天皇が国事行為を行いえない場合，他の者が天皇に代わってそれを行う制度として，

日本国憲法上は( 6 )と臨時代行の二つが認められている。私的行為の具体例は，日常生活上の起居，散歩，
学問研究などである。ただし，この私的行為に関しても，皇室の財産の授受をともなう場合には，日本国憲法

第 8条によって制限が課されており，( 7 )を経ることが必要となっている。 
 天皇の地位の継承については( 8 )を原則とするが，その詳細は( 9 )に定められており，それによると
継承資格を有するのは，皇統に属する( 10 )の男子で，かつ皇族に属する者に限定されている。 
 日本国憲法は，対外的に国家を代表する機関である( 1 )に関する規定をおいていない。そのため，衆議
院議長や内閣総理大臣が( 1 )であるとする見解も唱えられているが，憲法を改正する立場からは，天皇を
( 1 )とすべきであるとする提案が行われている。 
 
【8】2012 関西大学 2/6,学部個別日程(３教科) 文 経済 社会 外国語 社会安全  

 日本国憲法は，1946年( 1 )に公布，翌年( 2 )から施行された。その大きな特徴としては，以下のよう
な，基本的精神を明確にした前文が付されている点を挙げることができる。 
 「日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し，われらとわれらの子孫のために，諸

国民との協和による成果と，わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し，政府の行為によつて再び戦

争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し，ここに主権が国民に存することを宣言し，この憲法を確

定する。そもそも国政は，国民の( 3 )な信託によるものであつて，その権威は国民に由来し，その権力は
国民の代表者がこれを行使し，その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり，この憲法は，

かかる原理に基くものである。われらは，これに反する一切の憲法，法令及び( 4 )を排除する。 
 日本国民は，恒久の平和を念願し，人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて，平和

を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは，平和を維

持し，専制と( 5 )，圧迫と( 6 )を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において，名誉ある
地位を占めたいと思ふ。われらは，全世界の国民が，ひとしく恐怖と欠乏から免かれ，平和のうちに生存する

権利を有することを確認する。 
 われらは，いづれの国家も，自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて，政治道徳の

法則は，普遍的なものであり，この法則に従ふことは，自国の主権を維持し，他国と対等関係に立たうとする

各国の責務であると信ずる。 
 日本国民は，国家の名誉にかけ，全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」 
 このような前文も日本国憲法の一部をなし，本文と同様の法的性質を有していると解される。したがって，

前文についても日本国憲法第( 7 )条が適用され，厳格な要件の下でしか改正を行うことはできない。一般
の法律と同じ条件では改正できない点で，日本国憲法は( 8 )憲法であるが，この性質が前文にも当てはま
るわけである。しかし，このことは，具体的な権利を導き出しうるような( 9 )規範としての性格までが前
文に認められることを意味するものではない。 
 また，日本国憲法には，前文のほかに，( 10 )が「日本国民の総意に基いて，…〔中略〕…帝国憲法の改
正を裁可し」，憲法を公布せしめる旨の文章が付されているが，これは，前文とは異なり日本国憲法の構成部

分ではなく，法的には意味のない単なる公布文にすぎないとされている。 
(ｱ) 93 (ｲ) 96 (ｳ) 97 (ｴ) 隷 従 (ｵ) 天 皇 (ｶ) 軟 性 (ｷ) 欽 定 (ｸ) 勅 令 
(ｹ) 詔 勅 (ｺ) 偏 狭 (ｻ) 厳 粛 (ｼ) 厳 正 (ｽ) 荘 厳 (ｾ) 差 別 (ｿ) 裁 判  
(ﾀ) 評 価 (ﾁ) 硬 性 (ﾂ) 服 属 (ﾃ) 隷 属 (ﾄ) 根 本 (ﾅ) 首 相 (ﾆ) 議 会  
(ﾇ) 偏 見 (ﾈ) 1月 1日 (ﾉ) 2月 11日 (ﾊ) 5月 3日 (ﾋ) 11月 3日 
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【9】2012 国士舘大学 2/1,前期(Ａ日程) 政経 法 文 21世紀アジア 経営  

 平等権の保障は，自由権の保障と並んで，a近代憲法の基本的な原則である。日本国憲法第 14条第 1項は，
「すべて国民は，法の下に平等であつて，人種， ア ，性別，社会的身分又は イ 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。」と規定し，徹底した平等権を保障している。これは，明治憲法

下における平等が法律の適用における平等を意味するにすぎなかったが，日本国憲法下における平等は， ウ

 が裁判所に認められたこと(第 81条)により，法律の適用だけでなく，法律の内容の平等を意味することに
現れている。また平等は，すべての人を形式的に平等に扱うことではなく，具体的な差を考慮した上で，実質

的に平等に扱うことを要求している。 
 日本国憲法第14条第 2項は，明治憲法下で認められていた「華族その他の エ の制度」を否定し，同条

第 3 項は，「栄誉，勲章その他の栄典の授与は，いかなる オ も伴はない。」と規定し，明治憲法の封建

的な身分制を否定するものである。 
 平等に反するかどうかが問われた判例や事例のうち代表的なものを挙げればb尊属殺重罰規定(旧刑法第 20
0条)，c男女平等ないし女性の地位，d外国人の人権，選挙権に関する議員定数不均衡などがあるが，eこれ以

外にも平等の問題に関して，最高裁が下した多くの判決がある。 
問 1 文中の ア に入る最も適切なものを，次の①～④の中から1つ選び， 1 に答えなさい。 

① 思想 ② 信条 ③ 良心 ④ 信教 
問 2 文中の イ に入る最も適切なものを，次の①～④の中から1つ選び， 2 に答えなさい。 

① 家系 ② 血族 ③ 門地 ④ 家柄 
問 3 文中の ウ に入る最も適切なものを，次の①～④の中から1つ選び， 3 に答えなさい。 

① 規則制定権 ② 裁判員制度 ③ 最高裁判所裁判官の国民審査 ④ 違憲(立法)審査権 
問 4 文中の エ に入る最も適切なものを，次の①～④の中から1つ選び， 4 に答えなさい。 

① 親族 ② 天皇 ③ 皇族 ④ 貴族 
問 5 文中の オ に入る最も適切なものを，次の①～④の中から1つ選び， 5 に答えなさい。 

① 特権 ② 権能 ③ 権利 ④ 義務 
問 6 下線部a について，フランス人権宣言第 16 条は，「権利の保障が確保されず， 6 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。」と定めていた。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 国民主権 ② 権力の分立(三権分立) ③ 生存権 ④ 環境権 

問 7 下線部bについて，旧刑法第 200条が規定していた尊属殺重罰規定(現在は削除)は，最高裁の判決によ
り違憲と判断された(1973年 4月 4日)。この判決に関する最も適切なものを，次の①～④の中から 1つ選
び， 7 に答えなさい。 
① 最高裁の判決は，一般殺人(刑法第 199条)と尊属殺を区別すること自体合理性のない差別にあたる
ことを理由に，旧刑法第 200条を違憲とした。 
② 最高裁の判決は，一般殺人と尊属殺を区別すること自体は合憲としたが，法定刑が一般殺人よりも

極端に重罰すぎるとして違憲とした。 
③ 最高裁の判決は，一般殺人と尊属殺を区別することも違憲であるし，法定刑も極端に重罰すぎると

いう二つの理由で違憲とした。 
④ 最高裁は，尊属殺を定めた旧刑法第200 条だけでなく，尊属傷害致死を定めていた旧刑法第 205
条 2項も，判決において違憲と判断していた。 

問 8 下線部cについて，男女平等に関する最も適切でないものを，次の①～④の中から 1つ選び， 8 に

答えなさい。 
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① 女子差別撤廃条約 ② 男女雇用機会均等法 ③ 選択的夫婦別姓制度(案) ④ 生活保護法 
問 9 下線部dについて，外国人の人権に関する最も適切なものを，次の①～④の中から 1つ選び， 9 に

答えなさい。 

① 外国人の人権は，日本国憲法が定めている文言によるのであって，「国民
．．
は・・・有する」と規定

している場合には認められないが，「何人
．．
も・・・有する」と規定している場合には認められる。 

② 人権は，人として生まれながらに有している権利であるから，国民に限られず，外国人も日本国憲

法が保障しているすべての人権を有している。 
③ 最高裁は，わが国に定住している外国人について，地方参政権のうち選挙権を与えること自体，日

本国憲法は禁じていないと判断している。 
④ 最高裁は，わが国に定住している外国人について，地方参政権である選挙権だけでなく被選挙権を

与えること自体，日本国憲法は禁じていないと判断している。 
問 10 下線部eについて，平等の問題に関して，最高裁が下した判決として誤っているものを，次の①～④
の中から 1つ選び， 10 に答えなさい。 
① 私企業が，雇い入れる者の思想・良心を調査し，その思想・良心を理由に，雇い入れを拒むことは，

違憲である。 
② 女性労働者の定年を，男性労働者の定年よりも5年短くする若年定年制は，無効である。 
③ 法律上の婚姻をしていない夫婦間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を，正式な夫婦間に生まれ

た嫡出子の 2分の 1と定めた民法第 900条は，合憲である。 
④ 条例で定める罰則が，各地方公共団体間で違いがあっても，地域差を理由に違憲となることはない。 
 

【10】2012 産業能率大学 1/29,前期Ａ 経営 情報マネジメント  

 日本国憲法は前文で，「そもそも国政は，国民の厳粛な信託によるものであつて，その権威は国民に由来し，

その権力は国民の代表者がこれを行使し，その福利は国民がこれを享受する。」とうたっている。この国民主

権の考え方は日本国憲法において，「 (ｱ) の原理」とされている。 
 ところが，衆議院議員総選挙が(ｲ)中選挙区制によって行われていた時代には 1票の価値に大きな格差があっ
た。その後，選挙制度改革が行われたが，1票の価値の格差は存続している。これは日本国憲法第 14条に規
定された「 (ｳ) 」という原則に反しているとして各地で選挙無効を訴える(ｴ)運動が行われた。1票の格差を
問題とする訴訟では，2010年に相次いで違憲判決がだされた。また，2011年には，(ｵ)小選挙区制の最大格差

が 2.30倍となった 2009年 9月の総選挙について，最高裁判所が違憲状態であるとする判決を下している。 
 これまで1票の価値が地方に手厚く配分されてきた背景には，過疎化の進行がある。1980年代以降，大都
市圏への人口集中と(ｶ)地方からの人口流出が続いており，選挙制度を放置すれば 1票の格差は拡大する一方と
なってしまう。 
 選挙制度をめぐる課題としては，1 票の格差の他に政治資金の問題もある。政治資金に関しては，1994 年
に(ｷ)新しい法律が制定された。この法律は，一定の要件を満たす政党に政党交付金を配分するものである。企

業・団体献金を制限することを目的としているが，交付金を受けつつも企業・団体献金に依存する政党が存在

するという問題点はまだ解消されていない。 
 また，(ｸ)投票率の長期低落傾向が続いている。これまでも投票率を上昇させるための法改正が行われてきた

が，今後さらに検討すべき課題がのこされていると言えるであろう。 
問 1 空欄(ｱ)にあてはまる語句を漢字 4字で答えなさい。 
問 2 下線部(ｲ)に関連して，中選挙区制の特徴についての記述として最も適当なものを 1つ選び，番号で答え
なさい。 
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1．小選挙区制よりも死票が多くでやすい。 2．小政党の候補者にも当選の可能性がある。 
3．同一政党の候補者同士が争うことは少ない。 4．二大政党制を促し，政権交代が容易になる。 

問 3 空欄(ｳ)にあてはまる語句を答えなさい。 
問4 下線部(ｴ)に関連して，1票の格差是正運動には，最高裁判所裁判官国民審査の活用を唱えるものがある。
国民審査に関する説明として最も適当なものを 1つ選び，番号で答えなさい。 

1．国民審査の制度は，司法に対する行政からの統制の意義をもつ。 
2．国民審査は衆議院選挙，参議院選挙に合わせて行われる。 
3．これまで，国民審査の制度によって罷免された裁判官はいない。 
4．審査対象の裁判官の経歴やこれまでだした判決は非公開が原則である。 

問 5 下線部(ｵ)に関連して，小選挙区制のメリットとして，選挙費用が抑えられることの他に何が挙げられる
か。有権者と候補者の関係について，句読点を含めて 25字以内で説明しなさい。 
問 6 下線部(ｶ)に関連して，次のグラフは，2000年，2005年，2010年の国勢調査に基づく都道府県別の人
口増減率を示したものである。グラフから読み取れる変化とその理由として考えられることとして最も適当

なものを 1つ選び，番号で答えなさい。 

 
1．東京都は，2000年から 2005年より，2005年から 2010年の方が人口増加率が大きい。その理由は，
待機児童が少なく，子育て世代が移り住んだからである。 

2．島根県と鳥取県は，2005年から 2010年の人口減少率が 3％をこえている。その理由は十分な雇用
を生みだす産業に乏しく，人びとが大都市へ移住するからである。 

3．茨城県は，2000年から 2005年より，2005年から 2010年の方が人口減少率が大きく，人口の減少
に歯止めがかかっている。その理由は交通機関の発達にある。 

4．沖縄県は，2000年から 2005年より，2005年から 2010年の方が人口増加率が大きい。その理由は
日本で一番出生率が高いからである。 

問 7 下線部(ｷ)に関連して，この法律を何というか，漢字 5字で答えなさい。 
問 8 下線部(ｸ)に関連して，政治への信頼を回復するために各政党が政策目標を公表することが一般化しつつ
ある。選挙前に配布される公約集を何というか，カタカナで答えなさい。 
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【11】2012 専修大学 2/9,一般(前期(学部個別ＡＳ・Ａ方式)) 法１部 経営 商１部 文 人間科  

 大日本帝国憲法においては，言論の自由などの「 (1) ノ権利」が保障されていたが，これは今日の基本

的人権とは異なるものであった。基本的人権が確立したのは，日本国憲法が制定されてからである。日本国憲

法は，(ｲ)14 条以下において，詳細な人権規定を置いている。しかし，それらの人権規定は，歴史的に国家権
力によって侵害されることが多かった重要な権利・自由を列挙したもので，すべての人権を網羅的に掲げたも

のではない。今日の日本では，社会の変革に伴い，「新しい人権」の保障が主張されるようになった。その根

拠となる規定は，憲法 13条(幸福追求権)であると解されている。この幸福追求権は，14条以下に列挙された
個別の人権を指すとともに，憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり，

この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は，裁判上の救済を受けることができる具体的権利である

と理解されるようになった。 
 これまで，新しい権利として主張されたものは，プライバシーの権利，環境権，(ﾛ)アクセス権，(ﾊ)知る権利，

(ﾆ)平和的生存権，日照権，嫌煙権など多数にのぼるが，特に，プライバシーの権利は最高裁判所の判決におい

て権利として認められている。 
 プライバシーの権利をめぐって争われた裁判には，有名政治家と料亭の女将との私生活をモデルにした小説

に関するものがある。1960 年に発表された A の小説『 B のあと』のなかでプライバシーを侵害され

たとして，有名政治家が作者と出版社を相手取り，謝罪広告と損害賠償(慰謝料)を請求して訴えた事件である。
第一審は，「いわゆるプライバシー権は C をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」として理

解される，とした。また，この判決は，プライバシー侵害の要件としては，公開された内容が，①「 C 上

の事実または C 上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること」，②「 (2) の感受性

を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること」，③

「 (3) 」を必要とする，という三要件を提示し，結論として，プライバシーの権利の侵害があったとして，

原告の損害賠償請求のみを認めた。この判決後，両者は和解した。 
 さらに， D は，友人の女性を登場人物のモデルとして，女性の家族の経歴や女性の顔の腫瘍などを詳し

く書いた小説『 (4) 』を1994 年に発表したが，モデルとされた女性はプライバシーを侵害されたとして
作者を訴えた。この事件においては，損害賠償と単行本の出版の (5) が求められ，第一審，第二審，上告

審ともにプライバシーの侵害にあたり，小説の出版 (5) は憲法に違反しないと判断された。 
 近年問題となっているプライバシー侵害の事例としては，①メディアによる過剰な取材やプライバシーの侵

害，②インターネットによる名誉・プライバシーの侵害，③個人情報の収集・管理・利用によるプライバシー

の侵害，④国家によるプライバシーへの介入の問題などが挙げられる。①に関連した問題としては，例えば，

(ﾎ)少年犯罪についての報道のあり方の問題が挙げられる。④に関連した問題としては，例えば，組織犯罪の捜

査・予防のために (6) が1999 年に制定されたが，これによって憲法 21 条 2 項の保障する「 (7) の秘

密」やプライバシーが侵害されるおそれがあるという問題が挙げられる。 
〔設問 1〕 本文中の空欄 (1) 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 10 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 人民 ② 臣民 ③ 臣下 ④ 市民 ⑤ 国民 

〔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 11 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 被害者 ② 裁判官 ③ 一般人 ④ 読者 ⑤ 編集者 

〔設問 3〕 本文中の空欄 (3) に入る記述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 12 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 一般の人々に未だ知られていないことがらであること 
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② 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること 
③ 一般読者が容易に実在人物を特定できること ④ 多数の人々が興味を抱くことがらであること 

〔設問 4〕 本文中の空欄 (4) 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 13 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 石に泳ぐ魚 ② 魚の祭 ③ 水の中の友へ ④ 魚が見た夢 ⑤ 命 

〔設問 5〕 本文中の空欄 (5) 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 14 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 回収 ② 撤回 ③ 延期 ④ 差し止め ⑤ 仮止め 

〔設問 6〕 本文中の空欄 (6) に入る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，解答番

号 15 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 通信傍受法 ② 通信受信法 ③ 電波法 ④ 電気通信法 ⑤ 電気通信事業法 

〔設問 7〕 本文中の空欄 (7) 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 16 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 思想 ② 良心 ③ 通信 ④ 私信 ⑤ 営業 

〔設問 8〕 本文中の下線部(ｲ)に関連して，尊属殺人罪(刑法 200条(1995年削除))が尊属殺人を通常の殺人よ
り重く罰することについて，1973 年に下された最高裁判所の判決の内容として最も不適切なものを，次の
①～④の中から一つ選び，解答番号 17 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 尊属に対する尊重報恩は社会生活の基本的道義であるから，刑法上保護に値する。 
② 尊属に対する尊重報恩は道徳上の問題であるから，刑法上保護に値しない。 
③ 本条の刑の加重は極端であり，これを合理化するだけの合理的根拠がない。 
④ この最高裁判決は，日本で初めて法律の規定を違憲無効とした判決である。 

〔設問 9〕 本文中の下線部(ﾛ)に関係する事件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 18 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 恵庭事件 ② 東大ポポロ劇団事件 ③ ロッキード事件 ④ 大津事件 
⑤ サンケイ新聞意見広告事件 

〔設問 10〕 本文中の下線部(ﾊ)に関係する事件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 19 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 外務省公電漏えい事件 ② 浦和事件 ③ 平賀書簡事件 ④ 都教組事件 
⑤ 全農林警職法事件 

〔設問 11〕 本文中の下線部(ﾆ)に関して，最も不適切な記述を，次の①～④の中から一つ選び，解答番号 2
0 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 平和的生存権はローズヴェルト大統領の宣言した「4つの自由」を原型とする。 
② わが国において，平和的生存権を認めた判決はない。 
③ 憲法前文は，日本国民は「恒久の平和を念願し」，世界の人々が「平和のうちに生存する権利を有

する」ことを確認している。 
④ 日本政府は，憲法9 条は，自衛のための必要最小限度の実力を持つことまでは禁止していないと
解釈している。 

〔設問 12〕 本文中の下線部(ﾎ)に関連して，少年が将来更生することを前提として「本人であることを推知す
ることができるような記事」を掲載してはならないことを規定している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，解答番号 21 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 犯罪者予防更生法 ② 少年法 ③ 少年院法 ④ 刑法 ⑤ 刑事訴訟法 
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〔設問 13〕 本文中の空欄 A に入る最も適切な人物を，解答番号 83 の記述解答欄に漢字 5 文字で記
入しなさい。 

〔設問 14〕 本文中の空欄 B に入る最も適切な語句を，解答番号 84 の記述解答欄に漢字 1 文字で記
入しなさい。 

〔設問 15〕 本文中の空欄 C に入る最も適切な語句を，解答番号 85 の記述解答欄に漢字 3 文字で記
入しなさい。 

〔設問 16〕 本文中の空欄 D に入る最も適切な人物を，解答番号 86 の記述解答欄に漢字 3 文字で記
入しなさい。 

 
【12】2012 拓殖大学 2/5,ベスト２(Ａ) 商 政経 外国語 国際  

第 10条 日本国民たる要件は， 1 でこれを定める。 
第 11条 国民は，すべての 2 の享有を妨げられない。 
第 12 条 (1)この憲法が国民に保障する自由及び権利は，国民の不断の努力によつて，これを保持しなければ

ならない。又，国民は，これを濫用してはならないのであつて，常に 3 のためにこれを利用する責任を

負ふ。 
第 14条 [1] すべて国民は， 4 の下に平等であつて，人種， 5 ，性別，社会的身分又は門地により，

政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。 
第 19条 思想及び 6 の自由は，これを侵してはならない。 
第 21条 [2] 検閲は，これをしてはならない。 7 の秘密は，これを侵してはならない。 
1 空欄 1 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 閣議 ② 条例 ③ 政令 ④ 法律 
2 空欄 2 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 基本的人権 ② 自由 ③ 平等 ④ 基本的権利 
3 空欄 3 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 国民の利益 ② 公共の福祉 ③ 公共の利益 ④ 国民の権利 
4 空欄 4 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 法 ② 憲法 ③ 権力 ④ 政府 
5 空欄 5 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 宗教 ② 信条 ③ 思想 ④ 信仰 
6 空欄 6 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 良心 ② 身体 ③ 学問 ④ 自己決定 
7 空欄 7 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 通信 ② 私生活 ③ 家庭 ④ 電波 
8 下線部(1)に関して，こうした条文を持つ日本国憲法が公布された日は現在，国民の祝日となっています。
その名称として最も適切なものを選びなさい。 
① 建国記念の日 ② 文化の日 ③ 昭和の日 ④ 憲法記念日 

9 下線部(1)に関して，日本国憲法は，1889 年の大日本帝国憲法の改正手続きによって誕生しました。大日
本帝国憲法の特徴として，最も適切でないものを選びなさい。 
① 欽定憲法 ② 絶対君主制 ③ プロイセン的 ④ 自然法思想 

10 下線部(1)に関して，日本国憲法の特徴として，最も適切でないものを選びなさい。 
① 国民主権 ② 象徴天皇制 ③ 不文憲法 ④ 硬性憲法 
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【13】2012 中部大学 1/30,前期(Ａ・Ｂ方式) 経営情報 国際関係 人文 現代教育  

 日本では，(a)プロイセン憲法を模範にして，1889年に大日本帝国憲法が 1 憲法として制定・発布された。

この憲法においては，三権分立が一応採用されたが， 2 が「統治権の総覧者」であるとされた。 
 その後，大正デモクラシーの時代を迎え，1925 年に 3 の普通選挙制が成立して，ある程度は議会政治

や政党政治が発展をみた。しかし，普通選挙法と同時に 4 も制定され，思想・言論の弾圧が強化された。 
 1945 年 8 月に，日本はポツダム宣言を受諾して，第二次世界大戦が終結した。連合国軍最高司令官の 5
 による憲法改正の示唆をうけて， 6 内閣のもとで設置された 7 によって(b)憲法改正草案(松本案)が
出された。最終的に， 5 草案(GHQ 草案)をもとにして，日本政府は憲法改正案をまとめて政府案として
発表した。(c)この憲法改正案は，議会における審議・修正をへて可決・公布された。 
問 1 文中の空欄 1 ～ 7 に入れるのに最も適当なものを，次のそれぞれの(ｱ)～(ｴ)のうちから一つずつ
選べ。 

 1  (ｱ) 私擬 (ｲ) 不文 (ｳ) 民定 (ｴ) 欽定 
 2  (ｱ) 内閣総理大臣 (ｲ) 天皇 (ｳ) 元老 (ｴ) 枢密院議長 
 3  (ｱ) 成年男子のみ (ｲ) 男女平等 (ｳ) 華族のみ (ｴ) 一定額以上の納税者のみ 
 4  (ｱ) 国家総動員法 (ｲ) 治安警察法 (ｳ) 治安維持法 (ｴ) 集会条例 
 5  (ｱ) マッカーサー (ｲ) アイゼンハワー (ｳ) トルーマン  (ｴ) ローズベルト 
 6  (ｱ) 片山哲 (ｲ) 鈴木貫太郎 (ｳ) 吉田茂 (ｴ) 幣原喜重郎 
 7  (ｱ) 憲法審査会 (ｲ) 憲法研究会 (ｳ) 憲法問題調査委員会  (ｴ) 憲法取調局 

問 2 下線部(a)「プロイセン憲法」の特徴として最も適当なものを，次の(ｱ)～(ｴ)のうちから一つ選べ。 
(ｱ) 社会福祉国家という国家目標を掲げて，結果の平等を目指している。 
(ｲ) 国民主権を柱として，社会権や公共の福祉による財産権の制限などをもりこんでいる。 
(ｳ) 立法・司法関連の権限を行政に大幅に委ねており，全権委任法ともいわれる。 
(ｴ) 立憲君主主義に基づいているが，実質的には君主に強大な権力を集中させている。 

問 3 下線部(b)に関して，松本案をめぐる経緯として最も適当なものを，次の(ｱ)～(ｴ)のうちから一つ選べ。 
(ｱ) 松本案はGHQに認められ，そのまま日本国憲法の土台となった。 
(ｲ) 松本案はおおむねGHQ に認められたが，戦争放棄が明確でなかったため，その点のみ修正され
た。 

(ｳ) 松本案では，天皇主権が温存されていたため，GHQはこれを拒否した。 
(ｴ) 松本案は，自然権としての抵抗権を認めるなどあまりに急進的であり，GHQはこれを拒否した。 

問 4 下線部(c)に関して，日本国憲法の制定手続についての説明として最も適当なものを，次の(ｱ)～(ｴ)のう
ちから一つ選べ。 

(ｱ) 日本国憲法は，形式的には大日本帝国憲法を改正したものであり，どちらも主権者は国民であっ

て，実質的にも大きな違いはない。 
(ｲ) 日本国憲法は，形式的には大日本帝国憲法を改正したものであるが，主権が国民にあると宣言し

た点で，実質的には大きな違いがある。 
(ｳ) 日本国憲法は，形式的には大日本帝国憲法を廃止して，まったく新しい憲法として成立している

が，どちらも主権者は国民であって，実質的に大きな違いはない。 
(ｴ) 日本国憲法は，形式的には大日本帝国憲法を廃止して，まったく新しい憲法として成立しており，
主権が国民にあると宣言した点で，実質的にも大きな違いがある。 

 
 



私大2012 日本国憲法 17/32 

【14】2012 東海大学 2/8,Ａ方式 国際文化 観光 政治経済 法 教養 健康科 海洋 総合経営  

 明治維新以後，近代化のうねりの中で，自由民権運動が起こり，憲法制定を求める気運が高まった。政府は，

当初，こうした動きを抑圧しようとしたが，方針を転じ，1889年に天皇の名において憲法を制定・発布した。

①この憲法(以下，「明治憲法」と呼ぶ)の起草にあたっては，主として，( ア )憲法が模範とされた。それは，
当時，( A )を採用する諸外国の中でも，君主に強大な権力を付与する点で，政府の憲法観に近いと考えら
れたからであった。 
 明治憲法の内容を見ると，主要な統治機関として，国務大臣，帝国議会，司法裁判所を置いており，外観上，

近代的憲法の基本原理の 1つである( B )を採用していた。しかし，人類普遍の原理として( C )を標榜す
る現行憲法が，天皇は内閣の助言と承認の下に②国事行為のみを行なうとしているのに対して，明治憲法は，

第 4条において天皇をすべての国家機関の上に立つ，( a )の総攬者であるとした。 
 国務大臣は行政において天皇を補弼

ほ ひ つ

し，天皇に対して責任を負うとされる一方，それと帝国議会との関係に

ついては全く規定がなく，現行憲法におけるような( D )は制度上採用されていなかった。また，国務大臣
の権限は，行政全般に及ぶものではなかった。明治憲法の解釈上，陸海軍を指揮命令する( b )は，天皇の
専権に属するものとされて，国務大臣も，そして，帝国議会も，これに関与できなかった。 
 現行憲法は国会を「( c )の最高機関であって，国の唯一の立法機関である。」と定めているが，明治憲
法においては，天皇は法律の裁可権を有し，帝国議会は立法において天皇を協賛するとされるのにとどまった。

帝国議会は，衆議院と③貴族院の二院制であった。④現行憲法が衆議院優越の原則を採用しているのと異なり，

両院の権限はほぼ対等であった。 
 司法権についても，裁判所は天皇の名において裁判を行なうものとされた。司法裁判所の裁判権は限定され

ており，一定の事項は⑤特別裁判所の管轄とされた。しかし，こうした制約が存在したにもかかわらず，司法

権の独立は，明治憲法下でも比較的よく守られていたといえる。⑥1891 年に，来日中のロシア皇太子を襲い
負傷させた被告人の裁判において，裁判所が，外交上の配慮から死刑判決を求める政府による干渉を退け徒刑

(懲役刑)にとどめたことは，我が国において司法権の独立を守った事件として重要である。 
 明治憲法は⑦国民の権利保障として，裁判を受ける権利，法によらなければ処罰されない権利，所有権の不

可侵，信教の自由，言論・出版・集会・結社の自由等を保障する規定を置いていた。一見すると現行憲法と同

等の権利が保障されていたように見えるが，しかし，これらの権利は天賦の( d )として保障されるのでは
なく，天皇から恩恵的に与えられるものであり，法律の留保が可能であった。なお，現行憲法に規定がある，

いわゆる( e )は，明治憲法制定の当時には諸外国にも立法例はなく，まだ知られていなかった。 
問 1 文中の下線部①「この憲法」の正式名称を漢字で書きなさい。ただし，字体は現代の字体でよい。 
問 2 文中の空欄( ア )に入る最も適切な語句を次の中から 1つ選んで，その番号をマークしなさい。 

1．アメリカ 2．イタリア 3．イギリス 4．プロイセン  5．オランダ 
問 3 文中の下線部②「国事行為」にあたらないものを次の中から 1つ選んで，その番号をマークしなさい。 

1．総選挙の公示 2．最高裁判所長官の任命  3．内閣総理大臣の指名 4．法律の公布 
5．衆議院の解散 

問 4 文中の空欄( A )～( D )に入る最も適切な語句の組み合わせを次の中から 1つ選んで，その番号を
マークしなさい。 

1． (A) 国民主権の原則 (B) 権力分立の原則 (C) 立憲主義 (D) 議院内閣制 
2． (A) 国民主権の原則 (B) 立憲主義 (C) 権力分立の原則 (D) 議院内閣制 
3． (A) 立憲主義 (B) 権力分立の原則 (C) 国民主権の原則 (D) 議院内閣制 
4． (A) 国民主権の原則 (B) 議院内閣制 (C) 立憲主義 (D) 権力分立の原則 
5． (A) 立憲主義 (B) 議院内閣制 (C) 国民主権の原則 (D) 権力分立の原則 
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問 5 文中の下線部③「貴族院」の議員の構成について，最も適切なものを次の中から1つ選んで，その番号
をマークしなさい。 

1．公選議員 2．勅任議員  3．華族議員及び勅任議員 4．皇族議員，華族議員及び勅任議員 
5．公選議員，皇族議員，華族議員及び勅任議員 

問 6 文中の下線部④について，現行憲法の記述として正しくないものを次の中から 1つ選んで，その番号を
マークしなさい。 

1．衆議院が可決した法律案は，参議院が否決しても，3分の 2以上の多数で再可決すれば成立する。 
2．予算の議決は，衆議院だけが行なうことができる。 
3．内閣不信任決議は，衆議院だけが行なうことができる。 
4．内閣総理大臣の指名において両議院の議決が一致しない場合，最終的には衆議院の議決が国会の議
決となる。 

5．条約の締結について両議院の議決が一致しない場合，最終的には衆議院の議決が国会の議決となる。 
問 7 文中の下線部⑤の特別裁判所の例として，最も適切な語句を次の中から1つ選んで，その番号をマーク
しなさい。 

1．弾劾裁判所 2．高等裁判所 3．枢密院 4．大審院  5．軍法会議 
問 8 文中の下線部⑥の裁判(事件)を意味する名称として，最も適切な語句を次の中から 1つ選んで，その番
号をマークしなさい。 

1．二・二六事件 2．大津事件 3．長沼事件 4．朝日訴訟  5．免田事件 
問 9 文中の下線⑦について，明治憲法において「国民」を表わす語として用いられた語句を漢字で書きなさ
い。ただし，字体は現代の字体でよい。 
問 10 文中の空欄( a )～( e )に入る最も適切な語句の組み合わせを次の中から 1つ選んで，その番号を
マークしなさい。 

1． (a) 国権 (b) 天皇大権 (c) 統治権 (d) 平等権  (e) 請願権 
2． (a) 統帥権 (b) 統治権 (c) 国権 (d) 自然権 (e) 平等権 
3． (a) 統治権 (b) 統帥権 (c) 国権 (d) 自然権 (e) 生存権 
4． (a) 統治権 (b) 天皇大権 (c) 国権 (d) 生存権 (e) 請願権 
5． (a) 天皇大権 (b) 統帥権 (c) 統治権 (d) 請願権 (e) 生存権 
 

【15】2012 東北学院大学 2/1,一般(前期日程(全学部)) 文－昼主 文－夜主 経済 経営 法 教養  

 日本国憲法13条は個人の尊重をうたうが，個人が尊重される前提として，人間の平等な関係が必要である。
(A)民族，性別，障害の有無などによる差別のない社会に生きる権利を平等権という。 
 日本国憲法は，(B)明治憲法下での( 1 )制度などを否定し(14条 2項)，14条 1項においては「すべて国民
は，( 2 )の下に平等であって，人種，( 3 )，性別，社会的身分又は( 4 )により，政治的，経済的又は
( 5 )的関係において，差別されない」と定めている。 
 しかし，差別はいまだに問題となっている。たとえば，部落差別は( 6 )問題とも呼ばれ，封建社会の身
分制度に端を発する差別問題である。部落差別の撤廃を求める運動は，( 7 )結成以来，大衆運動として続
けられてきた。1960 年代から( 6 )対策審議会答申に基づいた行政側からの取り組みも進められているが，
就職や結婚などにおける差別的な事件が現在でもときおり発生している。また，国際化にともなって，(C)在日

外国人の人権の問題も，公務員試験の受験資格や参政権などを求める訴訟において争われるようになっている。 
問 1．文中( 1 )～( 7 )に入る最も適切な語句を答えよ。〔解答例：8－政治〕 
問 2．下線部分(A)に関して，次の(1)～(3)の問いに答えよ。 
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(1) アイヌ民族の差別問題に関する法制度に関する記述として不適切なものを次のア～エから一つ選び，記
号で答えよ。 
ア．いわゆるアイヌ文化振興法は，アイヌ民族の先住権を明文で認めている。 
イ．いわゆるアイヌ文化振興法の制定にともない，北海道旧土人保護法は廃止された。 
ウ．いわゆるアイヌ文化振興法は，アイヌ民族という民族を初めて法的に位置づけたものである。 
エ．いわゆるアイヌ文化振興法は，新たな差別是正策を講じることはなかった。 

(2) 性別に関する差別の問題に関する記述として不適切なものを次のア～エから一つ選び，記号で答えよ。 
ア．現在の国籍法は，父系血統主義ではなく，父母両系血統主義である。 
イ．育児・介護休業法は，子どもが 1歳になるまでの 1年間の休業を男女ともに義務付けている。 
ウ．男女の定年に 5 歳の差をつける就業規則は性別による不合理な差別であるとして無効とした最高
裁判決がある。 
エ．1999 年には，男女が対等に責任を担う社会の実現を目指す男女共同参画社会基本法が制定されて
いる。 

(3) 障害の有無に関する差別の問題に関する記述として不適切なものを次のア～エから一つ選び，記号で答
えよ。 
ア．障害のある人もない人も，ともに生活するのが人間本来の生き方であるという考え方をノーマライ

ゼーションという。 
イ．かつて，日本の学校教育においては，障害児は就学を猶予・免除されていたが，重度の障害児も家

庭や医療施設などで教育を受けることができるようになった。 
ウ．2005 年に制定された障害者自立支援法においては，利用料は「応能負担」とされ，障害の重い人
ほど経済的負担が増えることのないよう配慮がなされた制度が導入された。 
エ．障害者の雇用については，企業や国・地方公共団体が一定の割合で雇用することが障害者雇用促進

法で定められている。 
問 3．下線部分(B)に関して，次の(1)，(2)の問いに答えよ。 
(1) 明治憲法の制定過程や統治構造に関する記述として不適切なものを次のア～エから一つ選び，記号で答
えよ。 
ア．宣戦布告をはじめとする外交権や陸海軍の統帥権は，天皇大権に含まれていた。 
イ．枢密院とは，天皇の最高諮問機関として重要な国務を審議する機関であった。 
ウ．男女ともに 25歳以上であれば，衆議院議員の選挙権を有していた。 
エ．人権規定や権力分立制などの立憲主義的な要素が取り入れられていたが，実質は絶対主義的色彩の

強い，外見的立憲主義の性格を有する憲法であった。 
(2) 明治憲法の制定過程や人権保障に関する記述として不適切なものを次のア～オから二つ選び，記号で答
えよ。 
ア．明治憲法のモデルは，プロイセン(プロシア)憲法であるといわれる。 
イ．明治憲法の定める多くの権利には，いわゆる「法律の留保」が付されていた。 
ウ．明治憲法は，欽定憲法ではなく，民定憲法である。 
エ．明治憲法には，参政権や社会権などの権利も規定されていた。 
オ．政府とは別に民間でも多くの憲法草案が作られ，そのなかには積極的に人権保障を規定したものも

少なくなかった。 
問 4．下線部分(C)に関する記述として適切なものを次のア～エから一つ選び，記号で答えよ。 

ア．最高裁は，1995 年，定住外国人に居住する地方公共団体の地方選挙での被選挙権を付与する措置
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を講ずることは憲法上禁止されていないとする初めての判断を示した。 
イ．すべての公務員には国籍条項が適用され，外国人には公務員試験の受験資格が一切認められていな

い。 
ウ．外国人差別撤廃の長年にわたる働きかけの結果として，外国人差別禁止法が1997年に制定された。 
エ．在日外国人に対する人権侵害が指摘されていた外国人登録に際しての指紋押捺制度は，廃止されて

いる。 
 

【16】2012 東洋大学 2/14,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ａ②・Ｃ・Ｃ①・Ｄ方式))  
 日本国憲法第11条は，「国民は，すべての A の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する A
 は，侵すことのできない永久の権利として，現在及び将来の国民に与へられる」と規定する。 A は，

人が生まれながらにもっている権利として，市民革命を通じて主張され，人間らしい生存に不可欠な権利とし

て，長い歴史のなかで確立されてきたものである。具体的には，(a)自由権，(b)社会権，(c)平等権，(d)参政権が

ある。また，それらを確保するための権利として(e)請求権がある。 
 社会の中では，それぞれの A の行使が，他人の権利と衝突したり，他人の権利を侵害する場合が生じる。

そのような場合の調整原理として B が存在する。日本国憲法は，第12条で，国民は権利を濫用してはな
らず，「常に B のためにこれを利用」しなければならないとし，第13条では，「生命，自由及び幸福追
求に対する国民の権利については， B に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とす

る」と定めている。 
  A の保障の基礎をなすのは，すべての人は法的に等しく扱われなければならないという原則である。日

本国憲法は，第 14 条において，「すべて国民は，(f)法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分

又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない」としている。また，家族生活にお

ける男女の平等については特に第 24条で規定している。(g)しかし，現実には，さまざまな差別問題があり，

こうした差別解消のための国の積極的な施策が要請される。 
問 1 空欄 A に入る語句として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 1  

① 幸福追求権 ② 自然権 ③ 国民主権 ④ 基本的人権  ⑤ 教育を受ける権利 
問 2 空欄 B に入る語句として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 2  

① 両性の本質的平等 ② 個人の尊厳 ③ 公共の福祉  ④ 請願権 ⑤ 法定手続きの保障 
問 3 下線部(a)に関連することがらの説明として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 3  

① 信仰の自由とは，国が宗教活動を行うことを禁止し，国が宗教団体に特恵的な扱いをすることを禁

止することを制度として保障することである。 
② 令状主義とは，犯罪捜査のための逮捕などの強制処分には，裁判官または裁判所の令状を必要とす

るという原則であり，現行犯逮捕を認める余地はない。 
③ 表現の自由は民主主義にとって重要な自由権であるが，公権力が，外部に発表されるべき思想の内

容をあらかじめ審査し，必要があると判断したときには，その発表を禁止することができる。 
④ デモ行進や集会を行うに際して，事前に公安委員会の許可を必要とする条例が，表現の自由を侵害

したとして裁判で争われたことはない。 
⑤ 日本国憲法は，居住・移転の自由，職業選択の自由，財産権の不可侵などを保障しているが，公共

の福祉を理由とする制約を認めている。 
問 4 下線部(a)に関連して，精神的自由権について争われた事件として最も適切なものを，次の中から一つ選
べ。 4  
① 全農林警職法事件 ② 津地鎮祭訴訟 ③ 愛媛玉串料訴訟  ④ 大津事件 ⑤ 家永訴訟 
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問 5 下線部(a)に関連して，経済的自由権の内容として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 5  
① 職業選択の自由には，自分が希望する職業を決定する自由はあるが，自己の選択した職業を遂行す

る自由(営業の自由)は含まれない。 
② 国民の生命・健康に悪影響をもたらさないようにするため，一定の職業を許可制とすることは，職

業選択の自由に反し絶対的に許されない。 
③ ダムの建設のために個人の所有地を国が買収することは許される。 
④ 有名ブランドのロゴマークを無断でコピーすることは原則として許される。 
⑤ 商店街の近くに大型スーパーが出店するのを規制することは絶対的に許されない。 

問 6 下線部(a)に関連して，人身的自由権について争われた事件として最も適切なものを，次の中から一つ選
べ。 6  
① 猿払事件 ② 滝川事件 ③ 免田事件 ④ 恵庭事件  ⑤ 砂川事件 

問 7 下線部(b)に関連することがらの説明として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 7  
① プログラム規定説によれば，日本国憲法第25 条(生存権)は，個人に対して裁判上の救済を受ける
権利を保障していることになる。 
② 百里基地訴訟とは，国の生活保護の給付内容が不十分で日本国憲法第25条に違反するとして起こ
された訴訟である。 

③ 日本国憲法第28条が労働者に対して保障する労働三権とは，団結権・団体交渉権・団体行動権(争
議権)である。 
④ 公務員は，法律によって労働三権が全面的に否定されている。 
⑤ 教育基本法は，日本国憲法の理念にそって制定されたもので，教育の機会均等のほか，小学校から

高等学校までの 12年間に要する教育費の無償などが定められている。 
問 8 下線部(c)に関連することがらの説明として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 8  

① 平等権とは，個人の尊厳から当然に導かれるもので，すべての人間が等しく取り扱われることを要

求する権利である。 
② 日本国憲法は，法の下の平等(第 14条)，両性の本質的平等(第 24条)において，平等権を定めてい
るが，参政権には平等という考え方は含まれていない。 
③ 結婚した後も，夫婦それぞれが結婚前の姓を名乗るいわゆる夫婦別姓制度は，民法の改正によって

既に実現されている。 
④ 男女雇用機会均等法が制定されたことによって，職場における男女差別は完全に解消された。 
⑤ 日本国憲法は，法の下の平等を規定しているが，華族や貴族などの制度は認めている。 

問 9 下線部(d)に関連することがらの説明として最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 9  
① 衆議院議員に立候補するには，満30歳以上でなければならない。 
② 最高裁判所の裁判官を国民の直接投票によって審査することを国民投票という。 
③ 都道府県知事に立候補するには，満25歳以上でなければならない。 
④ 女性がはじめて選挙権を認められたのは，1925年の普通選挙法によってである。 
⑤ 日本国憲法を改正するには，各議院の総議員の3 分の 2 以上の賛成で，国会が，これを発議し，
国民に提案してその承認を経なければならない。 

問 10 下線部(e)に関連して，憲法によって直接認められている請求権として誤まっているものを，次の中か
ら一つ選べ。 10  
① 国家賠償請求権 ② 刑事補償請求権 ③ 請願権  ④ 差止請求権 ⑤ 裁判を受ける権利 

問 11 下線部(f)に関して，法の下の平等に違反しないものとして最も適切なものを，次の中から一つ選べ。 
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① 選挙権に年齢制限を設定する。  ② 旧華族を理由とする特別の年金を支給する。 
③ 信条を理由にして賃金その他の勤労条件を決める。 
④ 女子の定年年齢を男子よりも低く定める。 ⑤ 外国人には刑事手続の保障は一切及ばない。 

問 12 下線部(g)に関連して，差別問題とそれに対する国の施策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。 12  
 差別問題 国の施策 
① 民族差別 同和対策事業特別措置法の制定 
② 部落差別 アイヌ文化振興法の制定 
③ 女性差別 男女共同参画社会基本法の制定 
④ 障害者差別 通信傍受法の制定 
⑤ 外国人差別 1984年の国籍法改正 
 

【17】2012 日本大学 2/3,Ａ方式(第１期) 国際関係  

 (ｱ)日本国憲法前文は，その冒頭で，「日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」す

ると定める。これは国政の原理として〔 1 〕を採用することを宣言したものである。このことと関連して，
憲法前文には「主権が国民に存すること」も明記されており，さらに「そもそも国政は，国民の厳粛な信託に

よるものであって，その( A )は国民に由来し，その権力は国民の代表がこれを行使し，その( B )は国民
がこれを享受する」と定められている。 
 これらの前文の規定に対応して，憲法は国会に対して国政上の重要な地位を与え，国会議員に対して幾つか

の特権を付与している。まず第〔 2 〕条は，国会が「国権の最高機関であって，国の唯一の立法機関であ
る」と宣言する。国会には立法権のみならず，内閣総理大臣の指名(第 67条)，予算の議決(第 60条)，条約の
承認(第 61 条)，〔 3 〕(第 96 条)といった重要な権限が与えられている。また，国会議員に対しては，国
民の代表者として誰からも干渉されず，独立して行動できるよう，国会内における発言や表決について国会外

でその責任を問われない免責特権や国会会期中の〔 4 〕などが付与されている。 
 日本の国会は(ｲ)二院制を採用しており，国会における審議は，(ｳ)衆議院と参議院にわかれて行われる。両議

院は，それぞれ委員会制度を採用しており，議案は関係の委員会に付託されて，実質的な審議は専門の委員会

の場で行うことになっている。 
 以上のように，国会は憲法上「国権の最高機関」と位置づけられ，立法権に加えて様々な重要な権限を付与

されている。そして衆参両院にはそれぞれ複数の委員会が設けられており，実質的な審議の場を確保している。

それにもかかわらず，現実の政治過程において国会が果たす役割は，従来必ずしも大きくないと考えられてき

た。すなわち，〔 5 〕と呼ばれる(ｴ)自由民主党単独支配の時代を通して，日本の政治を実質的に左右した

のは国会における与野党間の討議ではなく，自民党内における派閥間の交渉や取引だった。また，与党と野党

の間で交渉が行われる場合も，そのほとんどが国会外で処理されていた。そのため国会の審議は活性化せず，

提出された法案の大部分は無修正で国会を通過していった。こうしたことから，(ｵ)国会とは内閣が提出する法

案を追認するだけの存在に過ぎないとさえ言われていたのである。 
 国会の審議を活性化する試みは，これまでにも幾度か行われてきた。例えば1999年に成立した国会審議活
性化法は，〔 6 〕を導入して国会の場における政党間の意見交換を促進している。 
問 1 文中の〔 1 〕～〔 6 〕にあてはまる最も適当なものを，それぞれ選びなさい。 

〔 1 〕 1 直接民主主義 2 積極国家 3 消極国家 4 議会制民主主義 
〔 2 〕 1 9 2 25 3 41 4 65 
〔 3 〕 1 国政調査の実施 2 憲法改正の発議 3 内閣不信任の決議  4 公務員の任免 
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〔 4 〕 1 不逮捕特権 2 不起訴特権 3 不可罰特権 4 不解任特権 
〔 5 〕 1 22年体制 2 33年体制 3 44年体制 4 55年体制 
〔 6 〕 1 国会中継 2 党首討論 3 議員立法 4 公聴会制度 

問 2 下線部(ｱ)に関して，日本国憲法の前文に定められていないものを選びなさい。〔 7 〕 
1 権力分立 2 平和主義 3 基本的自由の尊重  4 国際協調主義 

問 3 下線部(ｲ)に関して，二院制の意義の説明として，誤っているものを選びなさい。〔 8 〕 
1 一院制よりも慎重な審議を行うことができる。 
2 一院制よりも国民の声をよりよく反映することができる。 
3 一院制よりも多くの法案を審議し，採択することができる。 
4 一院が解散しているときにも，議会を継続することができる。 

問 4 下線部(ｳ)に関して，法案審議に関する衆議院と参議院の関係についての説明として，最も適当なものを
選びなさい。〔 9 〕 

1 衆議院で可決し，参議院で否決された法案は，衆議院で出席議員の3分の 2以上で再可決された場
合，法律として成立する。 

2 衆議院が可決した法案を参議院が60日以内に議決しない場合，参議院が可決したものとみなす。 
3 衆議院と参議院が異なる議決をした場合，必ず両院協議会を開催しなければならない。 
4 衆議院で可決された法案であっても，参議院で出席議員の3分の 2の反対で否決されたときは，即
座に廃案となる。 

問 5 下線部(ｴ)に関して，この時代に最大野党であった政党を選びなさい。〔 10 〕 
1 日本社会党 2 日本共産党 3 民主党 4 公明党 

問 6 下線部(ｵ)に関して，国会と内閣の関係についての説明として，最も適当なものを選びなさい。 
1 国務大臣は，全員国会議員のなかから選ばれなくてはならない。 
2 内閣は衆参両院の解散権を有している。 
3 内閣不信任決議は衆議院のみに与えられた権限である。 
4 内閣不信任決議案が可決された場合，内閣は必ず10日以内に総辞職しなければならない。 

問 7 文中の( A )及び( B )にあてはまる語句の組み合わせとして，最も適当なものを選びなさい。 
1 A 基金 B 成果  2 A 基金 B 福利  3 A 権威 B 成果  4 A 権威 B 福利 
 

【18】2012 日本大学 2/6,Ａ方式(第１期) 商  

 次の文を読み，下記の問1～問 10に答えなさい。 
 第二次世界大戦の敗戦を機に，日本の国家体制は，大きく変容した。それまでの(1)明治憲法下においては，

議会と内閣と裁判所があったが，天皇が統治権の総攬者・主権者とされ，国家権力のすべては天皇に集中して

いた。1945 年にポツダム宣言を受諾した日本は，連合国に降伏した。その翌年に(2)新しい憲法草案が帝国議

会に提出され，日本国憲法として成立した。 
 日本国憲法では，(3)国民主権がうたわれ，(4)天皇は日本国と日本国民統合の象徴と位置づけられることにな

った。同時にまた，基本的人権の尊重の徹底と(5)平和主義の採用もうたわれ，これらは合わせて，日本国憲法

の三大基本原理と呼ばれている。さらに(6)三権の分立が確定され，(7)立法権は国会に，(8)行政権は内閣に，(9)

司法権は裁判所にそれぞれ属することになった。そして，その第 98条において，憲法が国の最高法規である
と宣言されたことによって，(10)「法の支配」が認められることになった。 
問 1 下線部(1)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④から一つ選びなさい。 1  

① 議会は，制限選挙により選ばれた議員からなる衆議院と，一定以上の納税を行っている貴族の中か
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ら選挙で選ばれた議員からなる貴族院の二院で構成された。 
② 明治憲法は，諸外国のどの憲法にもうたわれていなかった三権分立の考えが未熟な形ながらも初め

て採用され，制定当時としては最も進歩的な憲法であった。 
③ 明治政府は，伊藤博文をヨーロッパに派遣し，ワイマール憲法を模範に明治憲法を制定した。 
④ 議会は天皇への協賛機関，内閣は天皇の行政権への輔弼

ほ ひ つ

機関，裁判所は天皇の名において司法権を

行使する機関とされた。 
問 2 下線部(2)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④から一つ選びなさい。 2  

① 日本の無条件降伏を求めたポツダム宣言の受諾を受け，連合国軍総司令部(GHQ)は，軍国主義の
根絶や政治の民主化や基本的人権の確立などの基本方針を策定した。 
② 日本国憲法の成立を受けて，直ちに男女普通選挙制による初めての総選挙が実施された。 
③ 日本国憲法は，新しい憲法を制定するのではなく，明治憲法を改正する形で成立した。 
④ 政府によって憲法問題調査委員会の作成した草案(松本案)が帝国議会に提出されたが，GHQ によ
って受け入れられないと判断した議会は，これを否決した。 

問 3 下線部(3)に関する記述として誤っているものを，次の①～⑤から一つ選びなさい。 3  
① 国会が国権の最高機関であること ② 天皇の象徴的地位への変更 
③ 普通・平等選挙制の採用 ④ 欽定憲法  ⑤ 憲法改正の国民投票 

問 4 下線部(4)の記述に関連して，天皇の国事行為に含まれないものを，次の①～⑤から一つ選びなさい。
 4  
① 内閣総理大臣の任命 ② 衆参両議院議長の任命 
③ 最高裁判所長官の任命 ④ 憲法改正，法律，政令及び条約の公布  ⑤ 国会の召集 

問 5 下線部(5)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④から一つ選びなさい。 5  
① 日本国憲法第9 条は，平和主義を具体化するため，戦争放棄と戦力不保持について規定するが，
交戦権の否認については触れていない。 
② 恵庭事件において最高裁判所は，駐留米軍は日本国憲法第9 条の戦力にあたらず違憲ではないと
判断した。 

③ GHQ の指令により組織されていた自衛隊は，1950 年の朝鮮戦争の勃発をきっかけに成立した自
衛隊法により，正式に追認された。 
④ 1999 年に成立したガイドライン関連法の中の周辺事態法は，日本周辺における有事のさい，自衛
隊が米軍の後方支援活動を行うことを認める。 

問 6 下線部(6)に関係のないものを，次の①～⑤から一つ選びなさい。 6  
① ルソー ② モンテスキュー ③ 国政調査権  ④ 弾劾裁判 ⑤ 違憲審査権 

問 7 下線部(7)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④から一つ選びなさい。 7  
① 衆議院の解散後，40日以内に総選挙が行われ，総選挙の日から 30日以内に内閣総理大臣を指名す
る国会が召集されなければならない。 
② 国会の種類には，通常国会と特別国会とがあるが，衆議院が解散されている場合に参議院にのみ認

められる臨時国会もある。 
③ 法律案の議決，予算の先議・議決，条約の承認，内閣総理大臣指名につき衆議院の優先が認められ

るが，内閣不信任決議権と憲法改正の発議権は両院が対等である。 
④ イギリスは，日本と同様に議院内閣制をとるが，大統領制をとるフランスと同様に，一院制を採用

する。 
問 8 下線部(8)に関する記述として誤っているものを，次の①～④から一つ選びなさい。 8  
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① 内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決で指名されるが，原則として国会における第一党の

政党の党首または連立による最大勢力の代表が選出される。 
② 法律の具体的内容の決定を行政部の命令や規則に委ねる委任立法が増加し，行政権の優位と呼ばれ

る現象の一因となっている。 
③ 内閣総理大臣と国務大臣の過半数は，国会議員でなければならないし，文民でもなければならない。 
④ 市民の人権や利益を守るために行政を監視する制度としてオンブズマン制度があり，日本では地方

自治体の中に採用する例がある。 
問 9 下線部(9)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④から一つ選びなさい。 9  

① 裁判は三審制が採用され，第一審の判決に不服であれば第二審に上告でき，第二審の判決に不服で

あれば第三審に控訴できる。 
② 免田事件，財田川事件，松山事件，島田事件では，いずれの場合も，被告人は一度死刑判決を受け

たが，再審により無罪判決を勝ち取った。 
③ 日本国憲法は，特別裁判所の設置を原則的に禁止するが，例外的に行政裁判所を置くことを認めて

いる。 
④ 2009 年に司法制度改革の一環として始められた裁判員制度は，殺人などの重大な刑事裁判の第一
審と第二審に導入されている。 

問 10 下線部(10)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④から一つ選びなさい。 10  
① エドワード＝コークは，王といえども法の下にあるというブラクトンの言葉を引用して，法の支配

の考え方を主張した。 
② 法には，文章化されている成文法と文章化されていない不文法があるが，法の支配を宣言したイギ

リスのコモン・ローは成文法である。 
③ 為政者は，議会において定められた法律に従わなければならないとする法治主義の考えが法規万能

主義に陥り易いとの批判から，イギリスにおいて法の支配の考えが生まれた。 
④ ボーダンは，フランスで最初に，国王の絶対的支配に基づく「人の支配」を否定し，それにかえて

法の支配によるべきと主張した。 
 

【19】2012 日本大学 2/7,Ａ方式(第１期) 法１部  

 日本国憲法は，国の最高法規としての地位を占めており，憲法には，この地位を守るための予防的な工夫と

して，A憲法尊重擁護義務，B権力分立制，C二院制(両院制)，D議院内閣制などが規定されている。また，そ

のような予防措置にもかかわらず，憲法に違反する行為があらわれたときに，これを事後的に排除するしくみ

として，E違憲審査制がある。違憲審査権を有する裁判所(とりわけ F最高裁判所)は，( ① )とよばれるが，
違憲判決は民主主義的手続を経てなされた国家行為の効力を否定するものであるだけに，G違憲審査権の行使

には慎重にならざるをえない。 
 通常の法律の制定・改廃よりも厳格なH憲法改正手続を定めている憲法を，( ② )という。これも安易な
改正を防いで憲法秩序の安定を保つ予防的な工夫の一つであるが，厳格な手続をクリアしておこなわれる改正

は，現実離れした憲法規定が「守られない」状態を解消し，憲法の最高法規性を回復させる役割を果たす。日

本でもさまざまな観点から I改正が議論されてきたが，現時点ではまだ一度も改正はおこなわれていない。 
問 1 下線部Aに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 1  

1．天皇は，国政に関する権能をもたないので，憲法尊重擁護義務を負わない。 
2．憲法 99条は，憲法尊重擁護義務を負う者として「国民」を挙げていない。 
3．憲法は「国家」の基本法なので，地方公務員は憲法尊重擁護義務を負わない。 
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4．憲法 99条は，憲法尊重擁護義務を負う者として「摂政」を挙げていない。 
問 2 下線部Bに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 2  

1．罷免の訴追を受けた裁判官は，国会に設けられる弾劾裁判所で裁判される。 
2．最高裁判所の裁判官の任命は，10年ごとに，国会による審査を受ける。 
3．国政調査権は，国会が，主として裁判所の活動を監視するための権限である。 
4．行政機関は，終審として行政訴訟の裁判を行うことができる。 

問 3 下線部Cに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 3  
1．衆議院は，予算および条約承認案件の先議権をもっている。 
2．憲法は，衆議院議員を「全国民の代表」，参議院議員を「地方の代表」と明記している。 
3．内閣総理大臣の指名について両院の議決が異なった場合でも，両院協議会は開かれず，衆議院の議
決が国会の議決となる。 

4．衆議院の解散中であっても，参議院のみによる緊急集会で案件を処理することができる。 
問 4 下線部Dに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 4  

1．衆議院が内閣信任案を否決
．．．．．．

したときは，内閣は必ず総辞職しなければならない。 
2．国務大臣の任免は内閣総理大臣の専権であり，国会の議決を必要としない。 
3．国務大臣は国会議員でなくてもよいが，その過半数は文民でなければならない。 

4．衆議院が内閣不信任案を可決
．．．．．．．

したときは，内閣は 20 日以内であれば衆議院を解散することができ
る。 

問 5 下線部Eに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 5  
1．行政処分は違憲審査の対象とならない。 
2．高度に政治的な問題は違憲審査の対象とすべきではないという考え方を，憲法判断回避の原則とい
う。 

3．違憲審査は，具体的な事件と無関係に，法令そのものの違憲性を審査するものではない。 
4．立法府の自律にまかされる事項であっても，議員の懲罰は，違憲審査の対象となる。 

問 6 下線部Fに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 6  
1．最高裁判所の裁判官は，法律の定める年齢に達したときに退官する。 
2．最高裁判所長官は，国会の指名にもとづいて，天皇が任命する。 
3．下級裁判所の裁判官は，内閣が指名した者の名簿によって，最高裁判所が任命する。 
4．法律の専門家(法曹)でない者が最高裁判所の裁判官になることはできない。 

問 7 空欄( ① )，( ② )に当てはまる言葉の組み合わせとして正しいものを，次の 1～4の中から一つ選
びなさい。 7  

1． ① 憲法裁判所 ② 硬性憲法  2． ① 憲法の番人 ② 軟性憲法 
3． ① 憲法裁判所 ② 軟性憲法  4． ① 憲法の番人 ② 硬性憲法 

問 8 下線部Gに関し，最高裁判所が違憲の判断を下さなかった事案を，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 
1．父母の婚姻等を婚外子の国籍取得要件とする国籍法の規定 
2．薬事法の薬局開設の距離制限規定 
3．障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止制度 
4．在外日本国民の選挙権を制限する公職選挙法の規定 

問 9 下線部Hに関する記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 9  
1．憲法改正の発議には，各議院の出席議員の 3分の 2以上の賛成を必要とする。 
2．憲法改正の承認には，国民投票または国会の定める選挙の際におこなわれる投票において，その過
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半数の賛成を必要とする。 
3．憲法改正を承認するための国民投票の手続を定める法律は，現時点でまだ制定されていない。 
4．国会両院に設置される憲法調査会は，憲法改正原案の審査や発議などをおこなうことができる。 

問 10 下線部Iに関連のある記述として正しいものを，次の 1～4の中から一つ選びなさい。 10  
1．日本国憲法には，プライバシー権を根拠づけることのできる条文が存在しない。 
2．政府は，憲法 9条の下でも集団的自衛権を行使できるという立場をとっている。 
3．国や地方公共団体に対する情報開示請求権は，外国人にも保障されている。 
4．大阪空港公害訴訟の最高裁判決(1981年)は，環境権を憲法上の権利と認定した。 
 

【20】2012 広島経済大学 2/6,一般(１期) 経済  

 民主政治は，民意に基づいておこなわれるべきものである。そのために日本では，選挙により全国民を代表

する国会議員を選ぶとともに，地方公共団体においても，住民の直接選挙によって 13 および地方議会の

議員を選んでいる。我々は正当に選挙された代表者を通じて， 14 的に自らの意思を政治に反映させるこ

とができるのである。また国においては，(A)憲法改正の際の国民投票，あるいは最高裁判所裁判官の 15 の

制度などが日本国憲法で定められている。さらに地方においては，(B)地方自治を行うための(C)直接請求につい

て地方自治法で定められている。昨今では，各地で 16 を制定して 17 が行われるようにもなってきた。 
 一方で，このように政治への参加が保障されている我々の姿勢には，まだ課題があると考えられる。たとえ

ば，最近の国や地方公共団体の選挙をみると， 18 は高いとはいえない。さらには，政治には興味がない

とか，政治家にまかせておけばよいといった 19 が広がっているとの指摘や，(D)支持する政党をもたない

有権者が増えているという指摘もある。こうした我々の政治への参加の姿勢は，国民不在の政治を生むことに

つながる。 
 これからの我々は国民として，あるいは地方公共団体の住民として，積極的に政治へ参加することにより，

公正な 20 の形成と合理的な意思決定をしていくことが求められる。 
問 1 文章中の空欄 13 ～ 20 に入る最も適切なものを，次の1～17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， 13 ～ 20  

1 行政 2 参政 3 投票率 4 条例 5 世論 6 首長 7 住民投票 8 弾劾裁判 9 得票率 
10 政治的無関心 11 政令 12 権力的無関心 13 直接 14 国民審査 15 取引 16 間接 
17 副知事 

問 2 下線部(A)に関連して，日本国憲法の改正に必要な手続きについて，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， 21  

1 各議院の出席議員の3分の 2以上の賛成で，国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経
へ

なければならない。この承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において，

その過半数の賛成を必要とする。 
2 各議院の総議員の過半数の賛成で，国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経

へ

なければ

ならない。この承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において，その 3
分の 2以上の賛成を必要とする。 

3 各議院の総議員の3分の 2以上の賛成で，国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経
へ

な

ければならない。この承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において，

その過半数の賛成を必要とする。 
4 各議院の出席議員の過半数の賛成で，国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経

へ

なけれ

ばならない。この承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において，その
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3分の 1以上の賛成を必要とする。 
問 3 下線部(B)に関連して，日本の地方自治についての記述として適切でないものを，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， 22  

1 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づいて，法律でこれを定めると
されている。 

2 地方公共団体が公営事業，公共施設建設事業などの財源として地方債を発行する場合には，国など
からの同意を得るだけでなく許可が必要になっている。 

3 地方自治には，地方公共団体が国からある程度独立して，政治・行政を行うことと，その地方公共
団体の政治・行政が，その住民の意思に基づいて，行われるという意味がある。 

4 大日本帝国憲法までの中央集権的なしくみを変更し，日本国憲法は新たに「地方自治」という章を
設けている。 

問 4 下線部(C)に関連して，地方自治法によって認められている直接請求として適切でないものを，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， 23  

1 事務監査請求 
2 副知事・副市町村長の解職請求 
3 議会の解散請求 
4 一の地方公共団体のみに適用される特別法の改廃の請求 

問 5 下線部(D)に関連して，支持する政党をもたない有権者のことを何というか，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， 24  

1 第4の権力 2 無所属 3 無党派層 4 超党派層 
 

【21】2012 佛教大学 2/1,Ａ日程・センター併用 仏教 文 歴史 教育 社会 社会福祉  

 次の(A)～(C)の文章を読み，以下の問いに答えよ。解答欄は ア ～ シ  
(A) 日本国憲法は，形式的には(1)大日本帝国憲法(明治憲法)を改正するという手続きを経て制定された。 
 1945年 8月に日本政府がポツダム宣言を受諾し降伏して，第二次世界大戦が終わった。これによって日
本は(2)マッカーサーを最高司令官とする連合国軍に占領されることとなった。間もなく，日本は連合国軍総

司令部(GHQ)から大日本帝国憲法にかわる民主的な憲法を制定するように示唆された。当初，日本政府は
 Ⅰ を設置して，いわゆる松本案を策定したが，あまりにも保守的な内容であったためGHQ に拒否さ
れた。 
 新たに(3)マッカーサー三原則が示され，それに則った形で憲法改正案が作成されることになった。この改

正案が枢密院での審議を経て(4)第 90帝国議会で審議されて可決され，日本国憲法となったのである。この
新しい憲法は，1946年 11月 3日に公布されて，翌年の 5月 3日から施行された。 
問 1 空欄 Ⅰ に入る語句として最も適当なものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 ア  

① 憲法研究会 ② 憲法審査会 ③ 憲法問題調査委員会 
④ 憲法調査会 

問 2 下線部(1)について述べた文として誤っているものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 イ  
① 君主権が強いプロイセン憲法などを参考にした，近代憲法であった。 
② 国民の権利は臣民の権利として認められたが，法律の留保がともなっていた。 
③ 天皇は統治権の総攬者とされたが，軍に対する統帥権は有していなかった。 
④ 帝国議会は，衆議院と貴族院による二院制が採用されていた。 

問 3 下線部(2)に関連して，朝鮮戦争時にマッカーサーの命令によって創設された組織として最も適当なもの
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を，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 ウ  
① 警察予備隊 ② 保安隊 ③ 自衛隊 ④ 機動隊 

問 4 下線部(3)について述べた文として誤っているものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 エ  
① 天皇は頭位の地位(the head of the state)にある。 
② 国権の発動たる戦争は廃止する。 ③ 日本の封建制度は廃止される。 
④ 経済を支配していた財閥を解体する。 

問 5 下線部(4)のときの衆議院議員を選んだ選挙の投票者として最も適当なものを，次の①～④の中から一つ
選べ。解答欄 オ  
① 直接国税を15円以上納める男子 ② 直接国税を3円以上納める男子 
③ 25歳以上の男子 ④ 20歳以上の男女 

(B) 日本国憲法は，国民主権・基本的人権の尊重・平和主義をその三大原理としている。 
 第一の原則である国民主権については，前文に「そもそも国政は，国民の厳粛な信託によるものであつて，

その権威は国民に由来し，その権力は国民の代表者がこれを行使し，その Ⅱ は国民がこれを享受する」

と宣言された。国民は国政を担う主人公となり，最高決定権者となったのである。これにともない大日本帝

国憲法では主権者であった(5)天皇は日本国および日本国民統合の象徴となった。 
 第二の原則である(6)基本的人権の尊重については，永久不可侵のものとなった。 
 第三の原則である平和主義については，(7)日本国憲法の前文と第 9条に規定されている。 
問 6 空欄 Ⅱ に入る語句として最も適当なものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 カ  

① 福祉 ② 福利 ③ 恩恵 ④ 利益 
問 7 下線部(5)に関連して，日本国の象徴である天皇が内閣の助言と承認によって行う国事行為として誤って
いるものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 キ  
① 天皇は，国会の指名に基づいて，内閣総理大臣を任命する。 
② 天皇は，内閣の指名に基づいて，最高裁判所の長官を任命する。 
③ 天皇は，皇室典範の定めるところにより摂政を置く。 
④ 天皇は，憲法改正，法律，政令及び条約を公布する。 

問 8 下線部(6)に関連して，次の日本国憲法第 12 条と第 13 条の空欄 A に入る語句として最も適当なも

のを，下の①～④の中から一つ選べ。解答欄 ク  
第 12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は，国民の不断の努力によつて，これを保持しなければ
ならない。又，国民は，これを濫用してはならないのであつて，常に A のためにこれを利用する責任

を負ふ。 
第 13条 すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，
 A に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。 
① 国益 ② 公共の福祉 ③ 国民主権 ④ 正義 

問 9 下線部(7)に関して，次の文章は日本国憲法前文の一部である。文章中の空欄( a )に入る語句として
最も適当なものを，下の①～④の中から一つ選べ。解答欄 ケ  
 日本国民は，恒久の平和を念願し，人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて，平

和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われらの安全と( a )を保持しようと決意した。われらは，
平和を維持し，専制と隷従，圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において，名誉

ある地位を占めたいと思ふ。われらは，全世界の国民が，ひとしく恐怖と欠乏から免れ，平和のうちに( a
 )する権利を有することを確認する。 
① 生活 ② 存在 ③ 生存 ④ 存続 
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(C) 日本国憲法は，第98 条に「この憲法は，国の Ⅲ 法規であつて，その条規に反する法律，命令，詔

勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は，その効力を有しない。」と規定している。 
 このような日本国憲法は，(8)その改正については一般の法律の改正よりも厳しい規定を設けており，194
6年に制定されてから実に 60年以上にわたって改正されていない。なお，国民主権・基本的人権の尊重・
平和主義の三大原則については，一般的に改正できないものとされている。 
 憲法改正の手続きは，第96条に「この憲法の改正は，各議院の総議員の 3分の 2以上の賛成で，国会が，
これを発議し，国民に提案してその承認を経なければならない」と規定されている。2007 年には，憲法改
正を具体化させるために，憲法改正手続きにおける国民投票の方法について規定された(9)国民投票法が制定

された。 
問 10 空欄 Ⅲ に入る語句として最も適当なものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 コ  

① 基準 ② 絶対 ③ 最高 ④ 根本 
問 11 下線部(8)のような憲法の名称として最も適当なものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 サ  

① 欽定憲法 ② 軟性憲法 ③ 民定憲法 ④ 硬性憲法 
問 12 下線部(9)について述べた文として誤っているものを，次の①～④の中から一つ選べ。解答欄 シ  

① 国民投票は，在外邦人にも投票権がある。 
② 投票用紙には，投票人の氏名を記載してはならない。 
③ 憲法改正案の成立には，国民投票の有効投票総数の3分の 2以上の賛成が必要となっている。 
④ 憲法改正案の投票は，改正案ごとに行うこととされている。 
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【1】2012 成蹊大学 2/14,Ａ方式 法  

問 1 ② 問2 ③ 問3 ③ 問4 ② 問5 ① 問6 ③ 問7 ① 問8 ③ 
【2】2012 中央大学 2/10,一般 文  

問 1 ① 自由民権 ② 植木枝盛 ③ 欽定 ④ 11 ⑤ 3 ⑥ 5 ⑦ 3 ⑧ 国民固有 
 ⑨ 公務員 ⑩ 行政 ⑪ 司法 ⑫ 立法 ⑬ 通信 ⑭ プライバシー 
問 2 憲法に基づいて政治を行うことで，為政者による恣意的支配の排除を企図する思想。 
問 3 統帥権 
問 4 一般的な戦争概念とは外交手段の一形態を指し，軍事的手段を用いた主権国家同士の最も強硬な
政治的行動を示すことが多い。それに対し，テロリズムもそれ自体として多義的な概念だが，一般的

には特定の国家や団体に対して，恐怖や不安を与えることで，特定の政治的目的を達成することを指

向する考え方のことを指す。 
【3】2012 立命館大学 2/7,Ｂ方式・特定科目重視３教科方式  

〔1〕 A 統帥 B 臣民 C 法律 D 治安維持 E 国体 F 令状 G 罪刑法定 
〔2〕 イ ポツダム ロ マッカーサー ハ 封建 
〔3〕 人身保護法 〔4〕 公開 〔5〕 黙秘権 〔6〕 (い) 

【4】2012 愛知学院大学 2/1,前期Ａ・Ａ(Ⅰ型) 文 心身科 商 経営 法 総合政策  

(問 1) A 統帥 B ポツダム C 皇室典範 (問 2) 1 コ 2 キ 3 ソ 4 セ 5 カ 
(問 3) エ (問 4) エ 
(問 5) 国会が各議院の総議員の3分の 2以上の賛成で憲法改正案を発議し，国民投票で過半数の賛成
により承認されたのち，天皇が国民の名において公布する。 

【5】2012 大阪産業大学 2/1,一般前期(Ａ日程(英･国･選択型)) 人間環境 経営 経済 デザイン工   

問 1 4 問2 1 問3 2 問4 4 
【6】2012 学習院大学 2/10 経済  

問 1 A 罪刑法定主義 B 二重 C 一事不再理 D 令状 E 現行犯 F 弁護人 
 G 自白 H 黙秘権  問 2 a，c，e 問3 b，c 問4 a，d 問5 b，d  問 6 c，d 

【7】2012 関西大学 2/3,学部個別日程(３教科) 法 経済 政策創造 外国語 総合情報  

1 元首 2 助言 3 承認 4 特赦 5 接受 6 摂政  7 国会の議決 8 世襲 9 皇室典範 
10 男系 

【8】2012 関西大学 2/6,学部個別日程(３教科) 文 経済 社会 外国語 社会安全  

1 (ﾋ) 2 (ﾊ) 3 (ｻ) 4 (ｹ) 5 (ｴ) 6 (ｺ)  7 (ｲ) 8 (ﾁ) 9 (ｿ) 10 (ｵ) 
【9】2012 国士舘大学 2/1,前期(Ａ日程) 政経 法 文 21世紀アジア 経営  

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

【10】2012 産業能率大学 1/29,前期Ａ 経営 情報マネジメント  

問 1 人類普遍 問2 2 問3 法の下の平等  問 4 3 
問 5 候補者についての理解を有権者は深められること。  問 6 2 問7 政党助成法  
問 8 マニフェスト 

【11】2012 専修大学 2/9,一般(前期(学部個別ＡＳ・Ａ方式)) 法１部 経営 商１部 文 人間科  

〔設問 1〕 ② 〔設問2〕 ③ 〔設問3〕 ① 〔設問4〕 ① 
〔設問 5〕 ④ 〔設問6〕 ① 〔設問7〕 ③ 〔設問8〕 ② 
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〔設問 9〕 ⑤ 〔設問10〕 ① 〔設問11〕 ② 〔設問12〕 ② 
〔設問 13〕 三島由紀夫 〔設問14〕 宴 〔設問15〕 私生活  〔設問 16〕 柳美里 

【12】2012 拓殖大学 2/5,ベスト２(Ａ) 商 政経 外国語 国際  

1 ④ 2 ① 3 ② 4 ① 5 ② 6 ①  7 ① 8 ② 9 ④ 10 ③ 
【13】2012 中部大学 1/30,前期(Ａ・Ｂ方式) 経営情報 国際関係 人文 現代教育  

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

【14】2012 東海大学 2/8,Ａ方式 国際文化 観光 政治経済 法 教養 健康科 海洋 総合経営  

問 1 大日本帝国憲法 問2 4 問3 3 問4 3 問5 4 
問 6 2 問7 5 問8 2 問9 臣民 問10 3 

【15】2012 東北学院大学 2/1,一般(前期日程(全学部)) 文－昼主 文－夜主 経済 経営 法 教養  

問 1． 1 華族 2 法 3 信条 4 門地 5 社会 6 同和 7 全国水平社 
問 2． (1) ア (2) イ (3) ウ  問 3． (1) ウ (2) ウ，エ  問 4．ア 

【16】2012 東洋大学 2/14,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ａ②・Ｃ・Ｃ①・Ｄ方式))  

問 1 ④ 問2 ③ 問3 ⑤ 問4 ⑤ 問5 ③ 問6 ③ 
問 7 ③ 問8 ① 問9 ⑤ 問10 ④ 問11 ① 問12 ③ 

【17】2012 日本大学 2/3,Ａ方式(第１期) 国際関係  

問 1 〔1〕 4 〔2〕 3 〔3〕 2 〔4〕 1 〔5〕 4 〔6〕 2 
問 2 1 問3 3 問4 1 問5 1 問6 3 問7 4 

【18】2012 日本大学 2/6,Ａ方式(第１期) 商  

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

【19】2012 日本大学 2/7,Ａ方式(第１期) 法１部  

問 1 2 問2 1 問3 4 問4 2 問5 3 問6 1  問 7 4 問8 3 問9 2 問10 3 
【20】2012 広島経済大学 2/6,一般(１期) 経済  

問 1 (13) 6 (14) 16 (15) 14 (16) 4 (17) 7 (18) 3  (19) 10 (20) 5 
問 2 3 問3 2 問4 4 問5 3 

【21】2012 佛教大学 2/1,Ａ日程・センター併用 仏教 文 歴史 教育 社会 社会福祉  

(A) 問1 ③ 問2 ③ 問3 ① 問4 ④ 問5 ④ 
(B) 問6 ② 問7 ③ 問8 ② 問9 ③  (C) 問10 ③ 問11 ④ 問12 ③ 

 


