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【1】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  

 太郎君は，新聞に載った平成23年 3月 23日の最高裁判所の判決について，お父さんと語り合った。 
太郎  新聞に，最高裁判所が，平成21年 8月 30日の衆議院議員総選挙は選挙区の区割りが憲法の要求す

る投票価値の平等に反する状態になっていたと判断したという記事が出ているよ。選挙自体は無効とはし

ないということだけど，衆議院議員の選挙を，最高裁判所が有効だとか，無効だとか決めることができる

んだね。 
父  最高裁判所は，(A)憲法の番人だから，当然だよ。 
太郎  衆議院は参議院と共に国会を構成するんでしょう。憲法には，国会が 14 の最高機関だと書いて

あるけど，最高裁判所の方が権限が上なの？ 
父  日本は 15 を採用しているから，どちらが上ということはないよ。裁判官が職務上の義務に著しく

違反した場合などには，国会が設置する 16 が，罷免することができるんだよ。互いに抑制と均衡の

関係で，上下の関係ではないからね。ところで，平成 21年 8月 30日の総選挙の結果については，太郎
もよく覚えているだろう？ 

太郎  それまで野党だった 17 が勝って，政権交代が行われたんだよね。 
父  そうだよ。衆議院の選挙制度である小選挙区比例代表 18 の仕組みも知っているね。 
太郎  うん。(B)小選挙区制と比例代表制の特徴についても学校で習ったよ。 
父  小選挙区制では，選挙区で最も多くの票を獲得した1人だけが当選する。しかし，たとえば人口 60万

人の選挙区と，人口 20万人の選挙区があったとしたら，議員 1人を選ぶ有権者の 1票の価値が違うこと
になって，不公平だね。このような違いを 1票の格差と呼んでいるんだよ。 

太郎  今回の最高裁判所の判決で言っている「投票価値の平等」というのは，(C)選挙区の議員 1人当たりの
人口は同じでなければならないということなんだね。でも，選挙区は，市区町村を基本にして作っている

から，すべての選挙区の人口を全く同じにするのは，無理ではないのかな。 
父  全く同じにするのは無理でも，いずれの選挙区の人口も，最少の選挙区の人口の2 倍以上にはならな

いよう区割りを工夫すべきだと考える人は多いね。選挙は，(D)主権者である国民が国政について直接意思

を表明できる貴重な機会だし，そのなかでも最も重要な機会だ。できるだけ投票価値の平等を実現するこ

とは，民主主義の基本だよ。 
太郎  投票価値の平等は，(E)参議院議員の選挙でも問題になっているね。 
父  そちらの方が格差が大きいけど，(F)内閣総理大臣の指名の議決や予算の議決，条約の承認などで，衆議

院が優越するから，衆議院議員の選挙の投票価値の平等は重要だね。 
太郎  (G)法律案の議決でも，衆議院が優越するね。 
父  いずれにしても，主権者である国民の意思が十分生かされる政治の仕組みを作ることが大切だよ。 
問 1 空欄 14 ～ 18 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。 
 14  ① 権力 ② 国力 ③ 国権 ④ 政権 ⑤ 民意 
 15  ① 議院内閣制 ② 国民主権 ③ 三権分立 ④ 自由主義 ⑤ 政党政治 
 16  ① 憲法審査会 ② 憲法調査会 ③ 人事院 ④ 訴追委員会 ⑤ 弾劾裁判所 
 17  ① 公明党 ② 自由民主党 ③ 日本共産党 ④ 民主党 ⑤ みんなの党 
 18  ① 兼用制 ② 併用制 ③ 並立制 ④ 連合制 ⑤ 連用制 

問 2 下線部(A)に関して，最高裁判所が「憲法の番人」であると言われる理由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。 19  
① 最高裁判所は，選挙が行われるときに，それが憲法に従って正しく行われるように見張る役目をし
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ているから。 
② 最高裁判所は，憲法改正の動きに反対して，現在の憲法を守る役目を果たしているから。 
③ 最高裁判所は，憲法に対する批判に反論して，憲法を擁護し，憲法の権威を守る働きをしているか

ら。 
④ 最高裁判所は，法律や命令，処分等が憲法に適合するかしないかを最終的に決定する権限をもって

いるから。 
問 3 下線部(B)に関して，小選挙区制と比例代表制の特徴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。 20  
① 小選挙区制は，民意を反映しやすいが，小党分立となり，政治が不安定になりやすい。比例代表制

は，大政党に有利で，二大政党制をもたらしやすいが，死票が多く出やすい。 
② 小選挙区制は，大政党に有利で，二大政党制をもたらしやすいが，死票が多く出やすい。比例代表

制は，民意を反映しやすいが，小党分立となり，政治が不安定になりやすい。 
③ 小選挙区制は，新党の結成を促進し，政治に変化をもたらしやすいが，政治が不安定になりやすい。

比例代表制は，従来からある政党に有利で，政治を安定させるが，政治が変化しにくくなる。 
④ 小選挙区制は，従来からある政党に有利で，政治を安定させるが，政治が変化しにくくなる。比例

代表制は，新党の結成を促進し，政治に変化をもたらしやすいが，政治が不安定になりやすい。 
問 4 下線部(C)に関して，選挙区の議員 1 人あたりの人口は同じでなくてはならない理由として最も適当な
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。 21  
① 議員は選挙区の代表であるが，人口が多い選挙区の代表と人口が少ない選挙区の代表では，国会で

の発言力に差ができて，住民が平等に代表されないから。 
② 憲法は，国民は法の下に平等であると定めているから，選挙で代表を選ぶときにも，国民の投票す

る 1票は選挙結果に対してすべて等しい影響力をもつべきであるから。 
③ 人口が多い選挙区と少ない選挙区があっては，議員から受ける住民サービスに差ができて，法の下

の平等に反するから。 
④ 人口が多い選挙区と少ない選挙区があっては，候補者が選挙運動に使う労力や費用に差が出て，法

の下の平等に反するから。 
問 5 下線部(D)に関して，民主政治において国民が国政について意思を表明できるようにする仕組みのうち，
日本では採用されていないものを次の①～④の中から一つ選び，その番号をマークしなさい。 22  
① 憲法の改正案に賛成か反対かについて，国民投票で意思表示をする。 
② 最高裁判所の裁判官を罷免すべきか否かについて，国民審査で意思表示をする。 
③ 消費税の引き上げに賛成か反対かについて，国民投票で意思表示をする。 
④ 原子力発電所の建設に賛成か反対かについて，内閣に提出する請願書で意思表示をする。 

問 6 下線部(E)に関して，参議院議員についての記述として適当でないものを次の①～④の中から一つ選び，
その番号をマークしなさい。 23  
① 参議院議員の任期は，6年である。 ② 参議院議員は，3年ごとに半数が改選される。 
③ 参議院議員には，衆議院議員とおなじく不逮捕特権が認められている。 
④ 参議院議員は，都道府県の住民の代表であり，国民の代表ではない。 

問 7 下線部(F)に関して，内閣総理大臣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。 24  
① 内閣総理大臣は，都道府県住民の選挙結果に基づいて，都道府県知事を任命する。 
② 内閣総理大臣は，総選挙で第一党となった政党の国会議員が選挙して選ぶ。 
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③ 内閣総理大臣は，行政権の属する内閣の首長である。 
④ 内閣総理大臣が辞任したときは，衆議院を解散して総選挙を行う。 

問 8 下線部(G)に関して，法律案の議決についての衆議院の優越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。 25  
① 法律案を衆議院が可決し，参議院が否決したときは，衆議院の可決が優先し，法律案は法律となる。 
② 法律案を衆議院が可決し，参議院が否決したときは，両院協議会を開いて，参議院の意見を聞いた

うえで，衆議院が最終の議決をする。 
③ 法律案を衆議院が可決し，参議院が否決したときは，各政党が協議して結論を決める。 
④ 法律案を衆議院が可決し，参議院が否決したときは，衆議院が出席議員の2/3以上で再可決すれば，
法律となる。 

 
【2】2012 中京大学 2/1,一般(前期日程(Ｍ方式(２・３教科型(文系型))))  
 選挙の基本原則として，普通選挙の原則とは，個人の納税額や財産を要件とする( A )選挙に対し，成年
男女が選挙資格を有することをいう。日本の総選挙において，この男女普通選挙法が初めて制定されたのは( 
X )年である。 
 口頭や挙手による公開選挙に対し，誰に投票したかについて他に知られない方法で選挙することを秘密選挙

の原則という。正当な理由がなく選挙を棄権した者に罰金などの制裁を加える制度を強制投票制というが，わ

が国は投票行動を有権者の意思に委ねる( B )選挙の原則をとっている。 
 有権者一人につき一票とするのが平等選挙の原則である。一人一票という数的な平等のみならず，選挙権の

内容，すなわち各選挙人の投票( C )の平等もまた要求される。いわゆる「一票の格差」の問題は，憲法第
14条が規定する「法の下の平等」に反するとして多くの訴訟が起こされた。 
 衆議院の議員定数配分について最高裁は，1976(昭和 51)年判決において，格差が 1対 4.99であるのは，国
会の合理的裁量の限界を超えるものであり，定数配分規定を是正すべき合理的期間も経過していることから，

違憲であるとした。しかし，選挙の効力については，選挙を無効にした場合の混乱をおそれ，( D )判決の
法理を用いて違憲ではあるが選挙そのものは有効であるとした。国会も定数の是正を行い，最大格差を 3 倍
以内に抑えようとしたものの，抜本的な解決には至らなかった。1994(平成 6)年には，格差 2倍未満の小選挙
区割を目指して小選挙区比例代表並立制を導入したが，一票の格差の問題は解消されないままである。現在，

衆議院議員の選挙では，1 区から一人を選出する小選挙区から 300 議席，全国を( 1 )のブロックに分けた
比例代表区から( 2 )議席が選出される。 
 一方，参議院の議員定数の配分について，参議院議員の地方代表的性格，3年毎の改選などの特殊性を理由
として，最高裁は 1983(昭和 58)年判決において，格差が 1対 5.26となった 1977(昭和 52)年選挙を合憲とし
た。しかし，1996(平成 8)年判決においては，格差が 1対 6.59 となった 1992(平成 4)年選挙を違憲状態にあ
ると初めて判断した。ただし，是正のための合理的期間内にあるとして，選挙そのものは有効としている。現

在，参議院議員の選挙では，各都道府県を単位とする選挙区から 146 議席，政党およびその候補者に投じら
れた得票数に応じて議席を配分する比例代表区から( 3 )人が選出される。 
問 1 空欄( 1 )～( 3 )にあてはまる適切な数値を下記の選択肢から一つ選び，記号をマークせよ。 

ア 3 イ 6 ウ 8 エ 9 オ 11 カ 13 キ 49 ク 96 ケ 106 コ 130 サ 151  
シ 180 ス 197 セ 200 ソ 210 

問 2 空欄( X )にあてはまる適切な年を下記の選択肢から一つ選び，記号をマークせよ。 
ア 1889 イ 1920 ウ 1925 エ 1945 オ 1946 

問 3 空欄( A )～( D )にあてはまる適切な語句を下記の選択肢から一つ選び，記号をマークせよ。 
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ア 保守 イ 民主 ウ 自由 エ 平等 オ 制限 カ 統治 キ 事情 ク 状況 ケ 個別  
コ 価値 

問 4 小選挙区比例代表並立制に関し，a．b．の説明の組み合わせとして正しいものを下記の選択肢から一つ
選び，記号をマークせよ。 
a．小選挙区制の下では，死票は少なくなる。 b．小選挙区制は選挙費用が安くすむ。 
ア a．は正しいが，b．は正しくない イ a．は正しくないが，b．は正しい 
ウ a．b．共に正しい エ a．b．共に正しくない 

問 5 公職選挙法に関し，a．b．の説明の組み合わせとして正しいものを下記の選択肢から一つ選び，記号を
マークせよ。 
a．連座制の下，選挙違反行為で候補者の親族や秘書，選挙運動の責任者などが有罪となった場合には当選
が無効となる。 

b．連座制の下，その候補者は同一選挙区で 5年間は立候補できない。 
ア a．は正しいが，b．は正しくない イ a．は正しくないが，b．は正しい 
ウ a．b．共に正しい エ a．b．共に正しくない 

問 6 衆議院議員・参議院議員の選挙に関し，a．b．の説明の組み合わせとして正しいものを下記の選択肢か
ら一つ選び，記号をマークせよ。 
a．選挙権があっても外国に居住している時には投票できない。 
b．投票率が低下しているものの，国政選挙では 60％を下回ったことは未だない。 
ア a．は正しいが，b．は正しくない イ a．は正しくないが，b．は正しい 
ウ a．b．共に正しい エ a．b．共に正しくない 
 

【3】2012 日本大学 2/15,Ａ方式 文理  

 戦後日本の政治においては，国民主権のもと〔1〕議院内閣制が採用され，国会議員のなかから選出された〔2〕

内閣総理大臣には大きな権限が付与されている。日本は高度成長期を経て，福祉政策が拡充されていくととも

に，その実施を担う行政府の役割が増大し，いわゆる行政国家化現象に直面することになった。これは先進諸

国一般がかかえる問題であり，〔3〕「小さな政府」への転換が大きな課題となったが，日本も例外ではない。

また今日，行政が取り扱う問題は高度に複雑化・専門化しているため，行政機構内部においては，これらの問

題を処理する専門的知識を備えた〔4〕行政官僚が実質的に行政を動かす傾向が顕著
けんちょ

になる。だが，民主主義に

おいては，国民の代表者である政治家がリーダーシップをとるべきことはいうまでもない。強大化した行政機

構を民主的に統制することが現代政治の大きな課題であり，政治主導が問われるゆえんである。また，政治的

中立性が必要とされる行政について，独立した合議制機関として〔5〕行政委員会が設けられているが，これも

行政の民主的統制の趣旨からである。 
 〔6〕地方自治の重要性が強調されていることも，戦後日本の政治の大きな特色の一つである。地方自治は，

民主主義の充実のために必要不可欠なものとされ，〔7〕「地方自治は民主主義の最良の学校」ともいわれるよ

うに，〔8〕住民の直接請求の権利を広く認めるものである。〔9〕1990年代半ばから，一連の地方分権改革がお
こなわれた。また，地方自治の諸制度を通して，〔10〕住民が地域の問題を主体的に考え，問題を提起し，行動

する動きが各地でみられるようになっている。 
〔1〕 下線部〔1〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 

1 国会が内閣総理大臣を指名し，衆議院は内閣不信任案を決議する権限をもっている。 
2 内閣不信任案が可決された場合，内閣は10 日以内に衆議院の解散をしない限り，総辞職しなけれ
ばならない。 
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3 一般に，議院内閣制においては，国民が内閣総理大臣を直接選ぶわけではないため，内閣総理大臣
と国民との結びつきは弱い。 

4 一般に，三権分立の点からいえば，大統領制よりも議院内閣制の方が徹底している。 
〔2〕 下線部〔2〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 

1 日本国憲法では，内閣総理大臣は国務大臣の任命権・罷免
ひ め ん

権をもっている。 
2 日本国憲法では，内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する権限をもっている。 
3 大日本帝国憲法(明治憲法)では，内閣総理大臣は他の国務大臣の任命権をもつが，地位の上では対
等であった。 

4 大日本帝国憲法(明治憲法)では，内閣総理大臣および他の国務大臣は天皇を輔弼
ほ ひ つ

するとした。 
〔3〕 下線部〔3〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 

1 「小さな政府」への転換によって，企業の自由な活動の促進が期待される。 
2 「小さな政府」への転換の背景には，政府の財政赤字問題がある。 
3 「小さな政府」の考え方で政策運営をおこなったことで有名なのは，イギリスのレーガン政権とア
メリカのサッチャー政権である。 

4 「小さな政府」の実現により，貧富の差が拡大し，いわゆる格差社会に移行することが懸念
け ね ん

される。 
〔4〕 下線部〔4〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 

1 通常，内閣提出法案の方が，議員提出法案(議員立法)よりも成立率が高い。 
2 官界・政界・財界の癒着から政策が左右され，特定の企業が不当な利益を得るといった問題が生じ
ている。 

3 官僚は，命令形式で定める委任立法を通して，国会審議に影響を与えている。 
4 官僚は，許認可権限や行政指導を通して，事実上，業界などを強く統制している。 

〔5〕 下線部〔5〕に関し，国の行政委員会でないものを，次の中から一つ選びなさい。 
1 公正取引委員会 2 中央労働委員会 3 教育委員会 4 人事院 

〔6〕 下線部〔6〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 
1 地方自治の原理は，国から相対的に独立した地方公共団体の存在を認めてそれに自治権を保障する
団体自治と，各地方公共団体はその地域の住民によって自治がおこなわれなければならないという住

民自治からなる。 
2 地方公共団体がおこなう事務は，地方公共団体が主体的におこなう自治事務と国から委託される機
関委任事務とにわけられる。 

3 地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるが，近年では公害条例などにみられる
ように，いわゆる「上乗せ条例」も認められている。 

4 大日本帝国憲法(明治憲法)には地方自治に関する規定はなかったが，日本国憲法には地方自治の章
が設けられている。 

〔7〕 下線部〔7〕は誰の言葉か，正しいものを次の中から一つ選びなさい。 
1 ブライス 2 クック(コーク) 3 モンテスキュー 4 ルソー 

〔8〕 下線部〔8〕に関する記述として正しいものを，次の中から一つ選びなさい。 
1 条例の制定・改廃の請求(イニシアティブ)は，有権者の 1/50以上の署名をもって選挙管理委員会に
請求する。 

2 議会の解散請求は，有権者の原則1/3以上の署名をもって首長に請求する。 
3 首長・議員の解職請求(リコール)は，有権者の原則 1/3 以上の署名をもって選挙管理委員会に請求
する。 
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4 事務の監査請求は，有権者の1/50以上の署名をもって首長に請求する。 
〔9〕 下線部〔9〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 

1 1995年に地方分権推進法が制定され，これにもとづいて地方分権推進計画が策定された。 
2 1999年に地方分権一括法が制定され，地方自治法の大幅な改正が実現した。 
3 1999年からはじまった市町村の大合併(平成の大合併)の目的のひとつには，地方公共団体の財政基
盤の強化があった。 

4 いわゆる「三位一体の改革」は，地方税の増強，国庫支出金の増額，地方交付税の廃止を同時に推
進するものである。 

〔10〕 下線部〔10〕に関する記述として誤っているものを，次の中から一つ選びなさい。 
1 地方公共団体は，国に先がけて，情報公開制度やプライバシーの保護に取り組んできた。 
2 地方公共団体は，国に先がけて，外国人の地方公務員への採用問題(国籍条項の撤廃)や外国人の地
方参政権問題などに取り組んできた。 

3 新潟県巻町の産業廃棄物処理場設置や岐阜県御嵩町
みたけちょう

の原子力発電所の是非を問う住民投票が有名

だが，いずれも賛成派が多数を占めた。 
4 地方公共団体の活動について，市民の手でオンブズマン(行政監察官)制度を定着させる例も出てき
ている。 

 
【4】2012 関西大学 3/3,後期日程(３教科)  
 司法権とは，社会に生じた争いを解決するために，法令の解釈とその具体的事案への適用を行い，( 1 )
を実現する権能であり，この司法権を担う機関が裁判所である。行政権を有する内閣との関係において，裁判

所は，( 2 )に対する違憲審査権を有しており，他方で，内閣は，最高裁判所長官の( 3 )ならびに最高裁
判所および下級裁判所の裁判官の( 4 )を行う。また，裁判官は，裁判により心身の故障のために職務を執
ることができないと決定された場合を除いては，公の弾劾によらなければ罷免されないとされており，裁判官

を罷免する訴追は，( 5 )により構成される訴追委員会が行い，訴追委員とは異なる( 5 )により構成され
る弾劾裁判所により罷免するか否か判断される。 
 日本の裁判制度は，原則として，第一審判決に対する上訴として控訴を，控訴審判決に対する上訴として上

告を認めており，( 6 )が採用されている。例えば，罰金以下の刑に当たる罪や比較的軽微な窃盗・横領な
どの事件の第一審は( 7 )において，控訴審は( 8 )において，上告審は最高裁判所において審理される。
また，司法制度改革の一環として，( 9 )に関する訴訟の高度化，複雑化に対応するため，2005年に( 9 )
全般に関する訴訟を専門に扱う裁判所が東京( 8 )内に設置された。さらに，同改革の柱の一つである「( 
10 )の確立」に向けて，重大な刑事事件について裁判員制度が導入され，2009年 5月から実施されている。 

(ｱ) 法 律 (ｲ) 任 命 (ｳ) 承 認 (ｴ) 条 例 (ｵ) 合 意 (ｶ) 指 名 (ｷ) 憲 法  
(ｸ) 陪審制 (ｹ) 検察官 (ｺ) 三審制 (ｻ) 金融取引 (ｼ) 再審制度 (ｽ) 法の支配  
(ｾ) 知的財産 (ｿ) 恒久平和 (ﾀ) 独占禁止 (ﾁ) 高等裁判所 (ﾂ) 国民的基盤 (ﾃ) 迅速な裁判 
(ﾄ) 公共の福祉 (ﾅ) 命令・規則 (ﾆ) 衆議院議員 (ﾇ) 公正な裁判 (ﾈ) 簡易裁判所 
(ﾉ) 地方裁判所 (ﾊ) 参議院議員 (ﾋ) 両院の議員 (ﾌ) 家庭裁判所 
 

【5】2012 國學院大学 2/3,Ａ日程(得意科目重視)  
 日本国憲法第 1 条は，裁判を受ける権利を保障している。裁判は大きく(2)民事裁判と刑事裁判とに分け

られるが，刑事裁判については(3)裁判所による裁判によるのでなければ刑罰を科せられないという点が重要で

あり，日本国憲法第 4 条第1項は，公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を被告人に保障している。
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これに限らず，日本国憲法は，刑事手続に関する人権保障規定を多数おいている。例えば，第 36条は公務員
による拷問について「 5 」と規定し，(6)第 33条や第 35条は，逮捕や住居への侵入，捜索，押収について
令状主義を規定している。(7)精神の自由，人身の自由，経済の自由のうち，人身の自由には，刑事手続に関す

るものが多い。 
 しかし，現実には冤罪事件が絶えない。例えば，(8)再審で有罪判決が覆され，(9)無罪となった事件もある。

このような冤罪事件が発生する原因として，日本国憲法が規定する権利を実効的に保障する手段が十分でない

という指摘がある。例えば，日本国憲法第 38条第 2項は，「強制，拷問若しくは脅迫による自白又は不当に
長く抑留若しくは拘禁された後の自白は，これを証拠とすることができない。」と規定して，(10)黙秘権が侵

害されないようにしているが，警察官や(11)検察官による被疑者の取調べは十分に可視化されていないため，

現実に強制などが行われたか否かがはっきりしない事案も多い。そこで，(12)取調べの過程を録音・録画する

ことの法制化が議論されている。 
 また，取調べを警察の管理下で長期間行うことも，自白の強要を引き起こしやすいものとして，かねてから

問題にされている。被疑者を逮捕した後，さらに身体を拘束する必要がある場合には(13)被疑者を勾留するこ

とになるが，勾留場所を警察署の留置場(留置施設)にすることを認める規定は刑事訴訟法にはない。しかし，
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第 15条は，法務省が管轄する「刑事施設に収容することに
代えて，留置施設に留置することができる。」と定めているのである。これがいわゆる代用刑事施設(監獄)問
題である。 
 捜査機関の権利侵害に被疑者が対抗する手段についても問題が指摘されている。日本国憲法第34条は「直
ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ，抑留又は拘禁されない。」と規定しているが，第 4 条第

3項が規定する国選弁護人制度が保障されるのは，公訴が提起されて被告人となってから，と一般に理解され
ているため，刑事訴訟法の改正が近年になされたとはいえ，逮捕・勾留された被疑者の中で，経済的理由など

により自ら弁護人を選任できない者は今なお存在する。(14)当番弁護士制度などもあるものの，手当は十分で

ないという批判がある。 
問 1 空欄 1 へ入れるのに最も適切な数字を，次のア～コの中から1つ選びなさい。 

ア 13 イ 16 ウ 21 エ 28 オ 32 カ 37 キ 39 ク 41 ケ 69 コ 81 
問 2 下線部(2)に関して，民事裁判と刑事裁判の説明として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

ア 民事裁判も刑事裁判も，上告審は全て最高裁判所である。 
イ 民事裁判の第一審を簡易裁判所が管轄することがあるが，刑事裁判の第一審を簡易裁判所が管轄す

ることはない。 
ウ 民事裁判の第二審を地方裁判所が管轄することがあるが，刑事裁判の第二審を地方裁判所が管轄す

ることはない。 
エ 家庭裁判所の決定に対する上訴は，民事裁判の場合は高等裁判所であるが，刑事裁判の場合は簡易

裁判所である。 
オ 簡易裁判所の判決に対する上訴は，民事裁判の場合は地方裁判所であるが，刑事裁判の場合は家庭

裁判所である。 
問 3 下線部(3)に関連して，法律によるのでなければ処罰されないという命題を含む原則の名称として最も適
切なものを，次のア～オの中から 1つ選びなさい。 
ア 物権法定主義 イ 罪刑法定主義 ウ 証拠法定主義 エ 起訴法定主義 オ 強制処分法定主義 

問 4 空欄 4 へ入れるのに最も適切な数字を，問1の選択肢ア～コの中から 1つ選びなさい。 
問 5 空欄 5 へ入れるのに最も適切な語句を，次のア～オの中から1つ選びなさい。 

ア 絶対にこれを禁ずる。 イ これをしてはならない。 ウ これを強制されない。 
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エ 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 オ これを認めない。 
問 6 下線部(6)に関して，日本国憲法第 33条および第 35条の内容の説明として最も適切なものを，次のア
～オの中から 1つ選び，解答欄 6 にマークしなさい。 
ア 逮捕については必ず事前に令状が発されていなければならない。 
イ 人の住居を捜索する場合，令状は一切不要である。 
ウ 逮捕について令状を発するのは国家公安委員会である。 
エ 逮捕する場合，捜索・押収に関する令状は不要である。 
オ 現行犯逮捕した場合，逮捕後に令状を請求しなければならない。 

問 7 下線部(7)に関して，一般的に精神の自由に分類される権利として最も適切なものを選びなさい。 
ア 職業選択の自由 イ 通信の秘密 ウ 公務員の選定・罷免権 エ 生存権 オ 教育を受ける権利 

問 8 下線部(8)の説明として最も適切なものを，次のア～オの中から 1つ選び，解答欄 8 にマークしなさ

い。 
ア 再審は，三審制にいう第二審および第三審を意味する。 
イ 再審は，三審制にいう第二審が審理のやり直しを命じた後の第一審である。 
ウ 再審は，三審制にいう第三審が審理のやり直しを命じた後の第二審である。 
エ 再審は，審級に関わりなく，上級裁判所が審理のやり直しを命じた後の裁判全てをいう。 
オ 再審は，審級に関わりなく，確定した裁判のやり直しを行う裁判全てをいう。 

問 9 下線部(9)に関して，2010年以降に無罪判決が確定した再審事件の組み合わせとして最も適切なものを，
次のア～オの中から 1つ選び，解答欄 9 にマークしなさい。 
ア 財田川事件，名張毒ぶどう酒事件 イ 足利事件，袴田事件 ウ 布川事件，名張毒ぶどう酒事件

エ 足利事件，布川事件 オ 袴田事件，財田川事件 
問 10 下線部(10)に関連して，日本国憲法第 38条第 3項の規定として最も適切なものを選びなさい。 

ア 何人も，他人の秘密に関するものについては，押収を拒むことができる。 
イ 公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることはできない。 
ウ 公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。 
エ 何人も，自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には，有罪とされ，又は刑罰を科せら

れない。 
オ 何人も，自己が刑事訴追を受け，又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。 

問 11 下線部(11)の説明として適切でないものを，次のア～オの中から 1つ選びなさい。 
ア 検察官は，刑の執行を監督する。 イ 検察官は，法務大臣の一般的な指揮・監督を受ける。 
ウ 検察官は，公益の代表者である。 エ 検察官は，公訴を提起する権限を有する。 
オ 検察官は，警察官の中から選任される。 

問 12 下線部(12)に関して，2011年 6月に発足した会議の名称として最も適切なものを選びなさい。 
ア 検察の在り方検討会議 イ 司法制度改革審議会 ウ 未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議 
エ 新時代の刑事司法制度特別部会 オ 裁判員制度に関する検討会 

問 13 下線部(13)に関して，傷害の被疑事実で逮捕されている被疑者に対し，被疑者段階において認められ
ている勾留期間(延長期間も含む)の上限として最も適切なものを，次のア～オの中から 1つ選びなさい。 
ア 48時間 イ 72時間 ウ 5日間 エ 10日間 オ 20日間 

問 14 下線部(14)の説明として適切でないものを，次のア～オの中から 1つ選びなさい。 
ア 弁護士会が設立し運営している制度であり，国が設立した制度ではない。 
イ 公訴提起された後の被告人は対象とならない。 
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ウ 被疑者の家族も当番弁護士を依頼することができる。 
エ 身体拘束されていない被疑者は対象とならない。 
オ 初回の接見(面会)が無料になるか否かは被疑者の資力による。 
 

【6】2012 駒澤大学 2/4,全学部統一日程 
 (a)日本の裁判制度は原則として 1 を採用している。例外的に第1審が全国に 8つある 2 になる場合

がある。逆に，民事事件で訴訟で請求する金額が少額であるような場合などに第 1審が 3 で行われる場合

には， 1 より多くの審級が裁判に存在する可能性がある。(b)日本国憲法第 76 条は最高裁判所以外に 2
 などの 4 の存在を認めている。 
  1 の趣旨は，国民の(c)基本的人権の保障を目的とする裁判所において，繰り返し同じ案件を上級の裁判

所が扱うことによって慎重・公正な判断をすることにあり，諸外国を見ても 1 を採用している国は多い。

しかし，アメリカ合衆国では裁判システム自体が 5 と 6 とで分かれており，原則として 5 の裁判

制度は 1 であるが， 6 の裁判制度はそうでないところもある。 
 アメリカでは，(d)一般市民から無作為で選ばれた 7 員が刑事事件や民事事件の審理に立ち会った後，彼
らのみで議論を行い，結論である 8 を下す。こうした制度は，アメリカが 9 の植民地であった時代に

本国からの支配に植民地民が対抗するために，本国に存在していた 7 制度に仮託して自分たちの代表を裁

判所の審理に参加させることから始まったとされている。 
問 1 文中の 1 ～ 9 にあてはまる最も適切な語句を下記からそれぞれ1 つ選び，その記号を解答欄に
マークしなさい。 

(ｱ) 判決 (ｲ) 陪審 (ｳ) スペイン (ｴ) イタリア (ｵ) イギリス (ｶ) 州 (ｷ) 二審制  
(ｸ) 三審制 (ｹ) 裁判 (ｺ) 評議 (ｻ) 地方裁判所 (ｼ) 簡易裁判所 (ｽ) 家庭裁判所  
(ｾ) 高等裁判所 (ｿ) 行政裁判所 (ﾀ) 下級裁判所 (ﾁ) 連邦 (ﾂ) 評決 

問 2 文中の下線部(a)に関して，誤っている記述を下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
(ｱ) 最高裁判所には事実認定の誤りを理由として上告することはできないのが原則である。 
(ｲ) 最高裁判所長官の任免権は内閣にある。 
(ｳ) 弾劾裁判所による弾劾裁判は国会議員が裁判員となって行う。 
(ｴ) 最高裁判所の裁判官について，定年の年齢は憲法で定められていない。 
(ｵ) 検察官は最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 

問 3 文中の下線部(b)に関して，日本国憲法第 76条が規定していない内容は以下の①～⑤のうちいくつある
か。下記の(ｱ)～(ｶ)から 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
① 特別裁判所設置の禁止 ② 違憲立法審査権 ③ 行政機関による最終審の可否  
④ 刑事事件における裁判公開の原則 ⑤ 裁判官の独立 
(ｱ) 0 (ｲ) 1 (ｳ) 2 (ｴ) 3 (ｵ) 4 (ｶ) 5 

問 4 文中の下線部(c)に関連して，以下の記述のうち，裁判過程における基本的人権の保障につながらないも
のはどれか。下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) 国選弁護人の保障 (ｲ) 統治行為論 (ｳ) 遡及処罰の禁止 (ｴ) 一事不再理 (ｵ) 黙秘権 
問 5 文中の下線部(d)に関して，この制度に対しては批判が少なからず存在する。以下の①～④の記述のう
ち，この制度に対する批判的な主張はいくつあるか。下記の(ｱ)～(ｵ)から 1 つ選び，その記号を解答欄にマ
ークしなさい。 
① 一種の大衆迎合であり，人種・性別などにより左右される。 
② 検察官や弁護士によるパフォーマンスの優劣で結果が決まる。 
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③ 民主主義に基づかない裁判官の判断に対抗する。 
④ 「素人判断」は国民の多数の規範意識と一致することが多い。 

(ｱ) 0 (ｲ) 1 (ｳ) 2 (ｴ) 3 (ｵ) 4 
 

【7】2012 駒澤大学 2/7,Ｔ方式 文 経済 経営  

 情報化社会といわれて久しく，情報の価値はますます高まっている。情報は公開されるべきものと公開され

るべきではないものがあるとされる。 
 前者の例として，政府や地方自治体の情報がある。国民が政府や地方自治体の行政内容を正しく評価しよう

とすれば，それに関する資料が必要になる。それゆえ，報道機関には日本国憲法 A 条の表現の自由に基づ

く国民の知る権利に資するため自由な取材や報道が認められ，また(a)国民が情報公開を求める制度が設けられ

ている。もちろん，国が有する情報だからといって，すべて公開されるわけではない。1970 年代の外務省機
密漏洩事件では， 1 に関する電信の内容の暴露が公務員の守秘義務違反にあたるとの判断が確定した。 
 後者の例として，プライバシーがある。憲法13条の 2 に基づく私生活をみだりに公開されない権利は，

日本においては元外務大臣有田八郎をモデルとした 3 の小説『 4 』をめぐる裁判ではじめて認められ

た。ただし，公共的立場にある者のプライバシーの権利をどこまで認めるかには議論がある。また，柳美里の

小説『 5 』事件において表現の自由が問題となったように，(b)基本的人権における調整もなされなければ

ならない。 
 もっとも，このような方法で情報がすべて分類できるわけではない。個人が国や地方自治体に対して提供し

た情報はみだりに公開されてはならず，企業に対して提供したものについても同様のことがいえる。情報提供

の目的に従って情報の開示が決まるとなれば，単純な公開・非公開という分け方はできなくなる。それゆえ，

個人情報について，プライバシーの権利に代えてより強い情報をコントロールする権利を認めるべきという主

張がなされる。ただし，情報の保護は行き過ぎれば(c)表現の自由・報道の自由や公益と衝突する。2003 年制
定の 6 に対しては，それが報道の自由の過度な制限にならないかという懸念が指摘されている。また，2
002年から稼働した 7 については，プライバシー保護の観点から反対する市民が現れた。 
 情報の質・情報の保有態様・情報開示の必要性・開示の相手方と方法などの要素から情報提供・開示の是非

が判断されるようになっており，情報の保有機関は情報をどう取り扱うか，個人は自分の情報をどう守るかの

判断は難しくなるだろう。 
問 1 文中の 1 ～ 7 にあてはまる最も適切な語句を下記からそれぞれ1 つ選び，その記号を解答欄に
マークしなさい。 

(ｱ) 生存権 (ｲ) 大江健三郎 (ｳ) 消費者保護法 (ｴ) 華麗なる一族 (ｵ) 思想の自由  
(ｶ) 領海侵犯 (ｷ) 個人情報保護法 (ｸ) 川端康成 (ｹ) 宴のあと (ｺ) 参政権 (ｻ) 住基ネット 
(ｼ) 石に泳ぐ魚 (ｽ) 公益通報者保護法 (ｾ) 幸福追求権 (ｿ) 沖縄返還  
(ﾀ) ストーカー行為規制法 (ﾁ) 通信傍受 (ﾂ) 三島由紀夫 

問 2 文中の A にあてはまる最も適切な数字を下記から1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
(ｱ) 14 (ｲ) 20 (ｳ) 21 (ｴ) 26 

問 3 文中の下線部(a)に関して，情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)についての記述と
して正しいものを下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) 情報公開法に先立って，1992年には全国で初めて神奈川県で情報公開条例が制定された。 
(ｲ) 国が情報公開法を制定したのは1999年のことであり，2001年から施行された。 
(ｳ) 情報公開法は，第1条において「国民の知る権利に応えること」をその目的として定めている。 
(ｴ) 独立行政法人の保有する情報も，情報公開法により公開の対象となる。 
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問 4 文中の下線部(b)に関する記述として正しいものを下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしな
さい。 

(ｱ) 集会・結社の自由が保障されているので，道路でデモ行進をすることが自由にできる。 
(ｲ) 公務員の労働基本権が制約されるのは，職業選択の自由が認められているからである。 
(ｳ) 信教の自由も公共の福祉による制約があり，世を不安にさせる終末思想を説く教団の活動は禁止

される。 
(ｴ) 経済活動の自由は独占禁止法により制約されるが，書籍や新聞については再販売価格維持制度が

認められ，知る権利が尊重されている。 
問 5 文中の下線部(c)に関する記述として誤っているものを下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークし
なさい。 

(ｱ) 報道機関が誤った報道をしたときに，反論したり訂正を求めたりする権利をアクセス権という。 
(ｲ) サンケイ新聞意見広告事件では，自由民主党の意見広告に対して日本共産党の反対意見を同じス

ペースで述べるという反論権の成立が否定された。 
(ｳ) 名誉毀損は損害賠償義務を発生させるけれども，表現の自由がある以上，名誉毀損の表現を含む

出版物について裁判所による事前差し止めは認められない。 
(ｴ) 報道の自由の一環として取材の自由があるという見解があるが，刑事事件について取材源を秘密

にするための証言拒否を有罪とした判例がある。 
 

【8】2012 専修大学 2/10,一般(前期(学部個別ＡＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ方式))  
 犯罪行為が行われた場合，(ｲ)公訴権すなわち被疑者を起訴する権限は検察官に委ねられているが，その権限

行使は適正なものでなければならない。証拠不十分なままで起訴することはもちろんのこと，十分な証拠があ

りながら不起訴処分にすることも許されない。いわゆる検察審査会制度は，公訴権が適正に実行されたかどう

かに関して民意を反映させるための制度である。また，犯罪行為が起訴されると刑事裁判が行われるが，従来

その審理はもっぱら職業裁判官のみによってなされてきた。しかし，2009年 5月より裁判員制度が施行され
るに至り，日本型の(ﾛ)国民の司法参加の方法がスタートすることになった。以下，わが国における検察審査会

制度および裁判員制度の概要をみていくことにする。 
 まず，検察審査会は， (1) 内に最低一カ所置かれ，有権者の中から抽選で選ばれた11名の検察審査員で
構成されている。その権限は，(ﾊ)検察官の行った不起訴処分につき，被害者等の告訴権者から不服申立てがな

されたとき，または申立てがなくても新聞記事等をきっかけとして，その適正性を審査することである。審査

の結果，検察審査員 11人中の過半数によって被疑事件をさらに詳しく捜査すべきと判断したときは「 A 」，

11人中の少なくとも (2) 人によって起訴すべきと判断したときは「起訴相当」と議決することになる。も

っとも，従来はこのような検察審査会の議決がなされても，検察がこれに拘束されることはなかった。そこで，

2009年の検察審査会法の改正によって，同一の事件につき検察審査会が再度「起訴相当」と議決したときは，
 (3) が被疑者を強制的に起訴できることになった。 
 次に，裁判員制度は，(ﾆ)司法制度改革の一環としての国民の司法参加を実現すべく設置されたものであるが，

その概要は次のごとくである。裁判員は満 20歳以上の有権者の中から無作為にくじで選ばれる。ただし，当
該事件の関係者に親族がいる人，国会議員および法律関係の職業についている人などは対象外とされ，また，

妊娠・病気・介護などの事情で裁判所に通うことが困難な人は辞退することが可能とされている。裁判員裁判

は，死刑や B の懲役刑等に係る重大な刑事事件を対象とし，原則として裁判官3人および裁判員 6人から
構成される合議体で審理される。ただし，被告人が起訴事実を認め，かつ検察・弁護双方と被告人に異議がな

いときは， (4) の合議体も可能とされている。裁判員は，有罪・無罪および量刑の判断について裁判官と
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対等の権限を持つ。評決は過半数によるが，被告人に不利益な評決をする場合は，少なくとも (5) の賛成

が必要とされている。なお，裁判員には C 義務が課されており，審理中はもちろん，審理終了後も，評議

での意見の内容や関係者のプライバシーを話してはならないとされている。 
〔設問 1〕 本文中の空欄 (1) に入る最も適切な語句を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 22 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① 高等裁判所管轄区域 ② 地方裁判所管轄区域 ③ 簡易裁判所管轄区域 ④ 都道府県庁所在地 
⑤ 政令指定都市 

〔設問 2〕 本文中の空欄 (2) に入る最も適切な数字を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 23 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9 

〔設問 3〕 本文中の空欄 (3) に入る最も適切な語句を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 24 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① 検察庁の指定した検察官 ② 検察庁の指定した弁護士 
③ 裁判所の指定した検察官 ④ 裁判所の指定した弁護士 ⑤ 裁判所の指定した検察審査員 

〔設問 4〕 本文中の空欄 (4) に入る最も適切な語句を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 25 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① 裁判官1人・裁判員 3人 ② 裁判官1人・裁判員 4人 
③ 裁判官1人・裁判員 5人 ④ 裁判官2人・裁判員 3人 ⑤ 裁判官2人・裁判員 4人 

〔設問 5〕 本文中の空欄 (5) に入る最も適切な語句を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 26 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① 裁判官1人 ② 裁判官2人 ③ 裁判官・裁判員各1人 ④ 裁判官1人・裁判員 2人 
⑤ 裁判員2人 

〔設問 6〕 本文中の下線部(ｲ)で述べるように，起訴権限を検察官が独占していることを示した最も適切な語
句を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 27 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 国家訴追主義 ② 検察官訴追主義 ③ 当事者訴追主義 ④ 検察独占主義 ⑤ 検察専断主義 

〔設問 7〕 本文中の下線部(ﾛ)の国民の司法参加の方法に関する記述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 28 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① アメリカの陪審制度では，12 人の陪審員が裁判官から独立して有罪・無罪の評決のみを行うが，
その評決は多数決による。 
② イギリスの陪審制度では，12 人の陪審員が裁判官から独立して有罪・無罪の評決および量刑判断
を行う。 
③ ドイツの参審制度では，有権者から無作為抽出された2 人の参審員が裁判官と合議体を構成し，
有罪・無罪の評決および量刑判断を行う。 
④ フランスの参審制度は，参審員が裁判官と合議体を構成して有罪・無罪の評決および量刑判断を行

う点でドイツと共通するが，対象が一定の重大犯罪に限られ，かつ参審員の人数が多い点等で異なる。 
⑤ 日本の裁判員制度は，参審制度に類似するが，ドイツやフランスよりも評決方法が巌格である。 

〔設問 8〕 本文中の下線部(ﾊ)の不起訴処分に関連して，犯人の年齢・性格・境遇，犯罪の軽重・情状および
犯行後の情況から訴追を必要としないときは不起訴処分とすることができることを示す最も適切な語句を，

次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 29 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 起訴猶予主義 ② 起訴裁量主義 ③ 起訴抑制主義 ④ 起訴停止主義 ⑤ 起訴便宜主義 

〔設問 9〕 本文中の下線部(ﾆ)の司法制度改革の中心の一つは裁判制度それ自体の改革であるが，そのうち裁
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判の迅速化に最も関係が深いものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 30 のマーク解答欄にマ

ークしなさい。 
① 法テラスの設置 ② 法科大学院の設置 ③ 公判前整理手続き ④ 裁判外紛争解決手続き 
⑤ 新司法試験制度の導入 

〔設問 10〕 本文中の空欄 A に入る最も適切な語句を漢字 5文字で記入しなさい。 
〔設問 11〕 本文中の空欄 B に入る最も適切な語句を漢字 2文字で記入しなさい。 
〔設問 12〕 本文中の空欄 C に入る最も適切な語句を漢字 2文字で記入しなさい。 
 
【9】2012 専修大学 2/13,一般(前期(学部個別ＡＳ・Ａ・Ｂ方式))  
 いわゆる司法とは，国家が裁判を通じて国民の自由や権利を保障し，法秩序を維持するという作用を意味す

る。そして，司法権とは，社会に発生する紛争・トラブルを法に基づいて裁判し解決する国家の権能をいうが，

憲法 (1) により，この司法権は最高裁判所および法律によって設置される下級裁判所に属するとされてい

る。以下，わが国の今日の裁判制度の概要についてみていくことにする。 
 裁判には民事・刑事および行政裁判があり，いずれの場合も，審理は順次レベルの高い裁判所で行われると

いう A 制がとられているが，通常は，「第一審，控訴審，上告審」の三審制である。民事裁判の第一審は，

訴額 (2) 万円を基準とし，それ以下の場合は簡易裁判所，それを超える場合は地方裁判所である。これに

対し，刑事裁判では， (3) 以上の刑の犯罪事件については地方裁判所が第一審になり，また，簡易裁判所

が第一審となる場合の上告審は B 裁判所である。少年犯罪や家事事件については，家庭裁判所が第一審に

なるが，後者については，訴えを起こす前に必ず家庭裁判所における (4) の手続を経なければならないと

されている。もっとも，以上の三審制は必ずしも厳格に貫かれているわけではなく，民事訴訟法上，高等裁判

所が上告審として行った終局判決に対しては， C を理由に最高裁判所に上訴することが認められている。

これを (5) という。 
 最高裁判所は，最高裁判所長官と (6) 人の最高裁判所判事から成る。通常の裁判は， (7) つの小法廷

で行われるが，判例変更などの場合は大法廷で行われる。高等裁判所は，全国 8 カ所に置かれているほか，
管内にその支部が置かれることがある。なお，司法制度改革の一環として，高度な専門知識を要する裁判への

対応の観点から，2005 年に D 高等裁判所が東京高等裁判所内に設置された。また，裁判における審理の

形式には合議制と単独制(一人制)とがあるが， (8) 裁判所での審理は後者を原則としている。 
 裁判とは，一般に，司法機関である裁判所または(ｲ)裁判官が具体的事件について行う公権的な判断を意味し，

これには，判決，決定，命令の 3種類があるが，判決は， (9) を経ている点で，後二者と区別される。そ

して，民事訴訟における裁判所の判決のうち，訴えや上訴を理由がないとして退けることを (10) という。 
 最後に，裁判は，憲法82条 1項により，(ﾛ)原則として公開の法廷で行うべきこととされている。 
〔設問 1〕 本文中の空欄 (1) に入る最も適切な条項を選びなさい。 

① 75条 ② 76条 1項 ③ 77条 1項 ④ 78条 1項 ⑤ 79条 1項 
〔設問 2〕 本文中の空欄 (2) に入る最も適切な数字を選びなさい。 

① 90 ② 100 ③ 120 ④ 140 ⑤ 150 
〔設問 3〕 本文中の空欄 (3) に入る最も適切な語句を選びなさい。 

① 懲役 ② 拘留 ③ 禁錮 ④ 罰金 ⑤ 科料 
〔設問 4〕 本文中の空欄 (4) に入る最も適切な語句を選びなさい。 

① 調停 ② 仲裁 ③ 和解 ④ 審判 ⑤ 斡旋 
〔設問 5〕 本文中の空欄 (5) に入る最も適切な語句を選びなさい。 

① 上告 ② 飛躍上告 ③ 特別上告 ④ 再上告 ⑤ 再抗告 
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〔設問 6〕 本文中の空欄 (6) に入る最も適切な数字を選びなさい。 
① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16 

〔設問 7〕 本文中の空欄 (7) に入る最も適切な数字を選びなさい。 
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 

〔設問 8〕 本文中の空欄 (8) に入る最も適切な語句を選びなさい。 
① 家庭 ② 地方 ③ 高等 ④ 簡易 ⑤ 小法廷 

〔設問 10〕 本文中の空欄 (10) に入る最も適切な語句を選びなさい。 
① 破棄差戻 ② 却下 ③ 棄却 ④ 破棄自判 ⑤ 破棄移送 

〔設問 11〕 本文中の下線部(ｲ)の裁判官に関する説明として最も不適切なものを選びなさい。 
① 最高裁判所長官は，内閣の指名に基づき天皇が任命する。 
② 最高裁判所判事は，内閣が任命し，天皇が認証する。 
③ 下級裁判所の裁判官は，最高裁判所長官の指名した者の名簿に基づき内閣が任命する。 
④ 裁判官のうち，原則として一人で裁判することができず，また，裁判長となることもできないのは，

判事補である。 
⑤ 裁判官には，最高裁判所長官を筆頭に，6種類ある。 

〔設問 12〕 本文中の下線部(ﾛ)に関する記述として最も適切なものを選びなさい。 
① 国民の基本的人権に関わる事件，政治犯罪および出版犯罪のうち，前二者については，必ず公開し

なければならない。 
② 公開が原則とされるのは，裁判の対審についてであり，判決は非公開でなされることがあってもよ

い。 
③ 裁判の対審については，担当裁判官の多数決により，公序良俗に反するおそれがあると判断した場

合は，非公開とすることができる。 
④ 公開が原則とはいえ，最高裁判所は，テレビ中継を含め開廷中の撮影は認めていない。 
⑤ 公開が原則とはいえ，傍聴席でメモをとることは許されていない。 

〔設問 13〕 本文中の空欄 A に入る最も適切な語句を漢字 2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漢字 2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漢字 4文字で記入しなさい。 
〔設問 16〕 本文中の空欄 D に入る最も適切な語句を漢字 4文字で記入しなさい。 
 
【10】2012 法政大学 2/8,Ａ方式(Ⅰ・Ⅱ日程) 法 文 経営  

 司法とは，具体的な争訟において，法を適用し，宣言することによって，これを裁定する国家の作用をいう。

日本国憲法は，「(1)すべて司法権は，最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」

と規定し(76条 1項)，司法権の一元的帰属を定める。裁判所は，行政が法律に従っているか，(2)立法が憲法に

適合しているかどうかを判断する。このような憲法や法律との適合性をチェックすることによって，裁判所が

法の支配の実現を監視し，人権保障の最後の砦としての役割を果たすことが期待されている。 
 それだけに，裁判所に関しては，行政や立法からの干渉や圧力を排除して司法権の独立を確保することが重

要な課題となる。この意味での(3)司法権の独立は裁判官の職権の独立に他ならないが，これの実効性を確保す

るために，(4)裁判官の身分保障や(5)司法府の独立・自主性が認められている。 
 国の規制の撤廃や緩和などによる社会経済情勢の変化に伴い，司法の果たすべき役割がますます重要となっ

ている。そこで，2001年 12月に司法制度改革推進本部が内閣に設置され(2004年 11月に解散)，新しい時代
にふさわしい，国民に身近で信頼される司法制度の構築を目指して(6)様々な改革が行われた。とりわけ(7)裁判
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員制度の導入は，国民の司法に対する理解を増進させるだけでなく，国民の常識的感覚を裁判に反映させるこ

とによって(8)冤罪
えんざい

を防ぐことも期待されている。 
問 1 文中の下線部(1)に関連した記述として，誤っているものを，次のア～オのなかから 1 つ選び，その記
号を解答欄にマークせよ。 
ア 明治憲法では，行政事件の裁判権は司法権に含まれないことが明記されていたが，これ以外の裁判

は，天皇の名において法律により裁判所がこれを行うものとされていた。 
イ 家庭裁判所は家庭に関する事件や少年の保護事件など特定の種類の事件だけを扱うものであるが，

憲法で禁止された特別裁判所に当たらない。 
ウ 独占禁止法に基づく公正取引委員会の審決は行政機関による裁判であるが，これは憲法に違反しな

い。 
エ 議員の資格に関する争訟については，裁判所がこれの裁判を行うことはできない。 
オ 会議の定足数や議決の有無等の議事手続に関しては，両議院の自律性に委ねられるべきだから，裁

判所の審査権は及ばない。 
問 2 文中の下線部(2)に関連して，最高裁判決の趣旨と異なるものを，次のア～オのなかから 1 つ選び，そ
の記号を解答欄にマークせよ。なお，引用法令名および該当条文は，事件当時のものとし，最高裁判決は 2
010年末までのものとする。 
ア 県が靖国神社に春秋の例大祭やみたま祭に支出した玉ぐし料などを公費で負担したのは，憲法20
条 3項(政教分離)・89条(公金支出・公的財産供用の禁止)に違反する。 
イ 郵便法68 条及び 73 条の規定のうち，書留郵便物について，郵便の業務に従事する者の故意又は
重大な過失によって損害が生じた場合に，不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し，又は制限し

ている部分は，憲法 17条(国・公共団体の賠償責任)に違反する。 
ウ 1996年 10月 20日に施行された衆議院議員の総選挙当時，公職選挙法が国外に居住していて国内
の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が国政選挙において投票をするのを全く認めてい

なかったことは，憲法 15条 1項，3項(公務員の選定・罷免権，普通選挙)，43条 1項(両議院の組織)，
44条ただし書(議員と選挙人の資格)に違反する。 
エ 法律上の夫婦でない者の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦である者の間に生ま
れた子(嫡出子)の相続分の 2分の 1と定めた民法 900条の規定は，憲法 14条(法の下の平等)に違反
する。 

オ 市の所有する土地を神社の敷地として無償で提供することは，憲法89条(公金支出・公的財産供用
の禁止)，20条 1項(宗教団体に対する特権の付与の禁止)に違反する。 

問 3 文中の下線部(3)に関連して，司法権の独立に係わる事件を，次のア～オのなかから 3 つ選び，その記
号を解答欄にマークせよ。 
ア 平賀事件 イ 大津事件 ウ 恵庭事件 エ 免田事件 オ 浦和事件 

問 4 文中の下線部(4)に関連した記述として，誤っているものを，次のア～オのなかから 1 つ選び，その記
号を解答欄にマークせよ。 
ア 裁判官は，心身の故障のために職務をとることができないと裁判で決定された場合には罷免される。 
イ 最高裁判所の裁判官は，すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は，在任中，これを減額す

ることができない。下級裁判所の裁判官も同様である。 
ウ 裁判官は，法律の定める定年に達した時に退官する。最高裁判所および下級裁判所の裁判官の定年

は，いずれも 70歳である。 
エ 下級裁判所の裁判官の任期は10年であるが，再任されることができる。これに対して，最高裁判
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所の裁判官には任期はない。 
オ 両議院の議員で組織される弾劾裁判所による罷免の裁判の宣告によって，裁判官は罷免される。 

問 5 文中の下線部(5)に関連した記述として，誤っているものを，次のア～オのなかから 1 つ選び，その記
号を解答欄にマークせよ。 
ア 裁判官の懲戒処分は，行政機関がこれを行うことはできない。 
イ 裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項については，最高裁判所が規則制定権を有する。 
ウ 訴訟に関する手続，弁護士に関する事項について，最高裁判所は規則を定める権限を有する。 
エ 下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣でこれを任命する。 
オ 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣でこれ

を任命する。 
問 6 文中の下線部(6)に関連して，この改革とは関係しないものを選びマークせよ。 

ア 知的財産高等裁判所の設置 イ 刑事対象年齢の引き下げなどの少年法の改正 
ウ 法科大学院の設置 エ 裁判迅速化法の制定 
オ 日本司法支援センター(いわゆる法テラス)の設置 

問 7 文中の下線部(7)に関連した記述として，誤っているものを，次のア～オのなかから 1 つ選び，その記
号を解答欄にマークせよ。 
ア 裁判員が評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは，懲役または罰金に処せられる。 
イ 対象となる事件は，地方裁判所で行われる刑事裁判のうち，死刑または無期の懲役・禁錮

き ん こ

に当たる

罪にかかる事件などである。 
ウ 裁判員は，衆議院議員の選挙権を有する者の中から選ばれる。 
エ 合議体は，原則として裁判官3名と裁判員 6名で構成される。 
オ 裁判員は，事実の認定や法令の適用，刑の量定について判断する。この点では，ドイツの参審制で

はなくて，アメリカの陪審制に近い。 
問 8 文中の下線部(8)に関連して，本人の死後の再審として注目を集めた事件を，次のア～オのなかから 1
つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア 吉田巌窟王事件 イ 財田川事件 ウ 松山事件 エ 徳島ラジオ商殺し事件 オ 梅田事件 
 

【11】2012 武蔵大学 2/6,一般方式(個別学部日程) 経済 人文  

 司法とは，(a)具体的な争訟(争いごと)について，法を適用し，その結果を判決という形で宣言して裁定する
国家作用のことであり，司法を行う権限のことを司法権という。司法権は国家に固有の権限であると考えられ

ており，それゆえ国民は司法権に従うだけの存在にすぎないというイメージもある。しかし，日本国憲法は(b)

裁判を受ける権利(日本国憲法第 32 条)という形で国民を司法の利用者として積極的に捉えている点を忘れて
はならない。 
 司法権の帰属については，日本国憲法第76条第 1項が「すべて司法権は，最高裁判所及び法律の定めると
ころにより設置する下級裁判所に属する」と規定しており，(c)裁判所(司法裁判所)にのみ司法権が帰属するこ
とを明らかにしている。最高裁判所は，(d)一切の法律，命令，規則又は処分が日本国憲法に適合するかを決定

する権限(違憲立法審査権)を有する終審裁判所とされており(日本国憲法第 81 条)，「 ア の番人」といわ

れることもある。また，最高裁判所は司法の運営に必要な(e)規則を制定する権限が与えられており(日本国憲
法第 77 条第 1 項)，職員の配置や経理などの事務的管理(司法行政)の最高責任者でもある。下級裁判所とは，
最高裁判所以外のすべての裁判所のことである。現在，下級裁判所には，最下級の裁判所である イ ，家

庭に関する事件の審判(家事審判)や(f)少年に関する事件の審判(少年審判)などを専門に扱う ウ ，通常の訴
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訟の第一審裁判所である エ ，通常の訴訟の第二審裁判所である オ がある。 
 すべての裁判所には司法権を行使する公務員である裁判官が配置されている。(g)裁判官の任命や罷免につい

ては，日本国憲法上，最高裁判所と下級裁判所とでは異なる扱いがなされている。しかし，すべて裁判官は，

「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ，この憲法及び法律にのみ拘束される」とされ(日本国憲法第 76条
第 3 項)，(h)その身分や待遇も保障されている。こうした日本国憲法における裁判官の保護は，他の国家機関

から裁判官の独立性を保障することによって(i)裁判所(司法権)の独立性を保障し，ひいては国民の基本的人権
を保障しようとする考え方が背景にあるとされる。 
 日本国憲法の制定以来，わが国は経済的・社会的に大きな変化にみまわれたが，司法制度は善かれ悪しかれ

大きな変化を経験してこなかった。しかし，近年行われた(j)司法制度改革によって裁判制度にも大きな変革が

もたらされた。このため，国民と裁判所との関係には大きな変化が生まれようとしている。 
問 1 空欄アにあてはまる最も適切な語句を次の①～⑤から1つ選べ。 1  

① 行政 ② 権利 ③ 憲法 ④ 法令 ⑤ 立法 
問 2 空欄イ～オにあてはまる最も適切な語句を次の①～⑤からそれぞれ1つ選べ。 

イ： 2  ウ： 3  エ： 4  オ： 5  
① 家庭裁判所 ② 簡易裁判所 ③ 高等裁判所 ④ 知的財産高等裁判所 ⑤ 地方裁判所 

問 3 下線部(a)に関連して。わが国の裁判について述べた次の文 a～dのうち，正しいものには①を，誤って
いるものには②をマークせよ。 

a： 6  b： 7  c： 8  d： 9  
a 刑事裁判とは，犯罪の成否や刑罰の内容を争う裁判のことであり，刑事裁判の提起は犯罪の被害者に代
わって検察官がこれを行う。 

b 民事裁判とは，私人間の生活関係における権利義務の存否や内容を争う裁判のことであり，民事裁判を
提起する側を原告，提起される側を被告人という。 

c 行政裁判とは，行政機関の私人に対する行政上の措置の効力などを争う裁判のことであり，行政機関相
互の間における紛争は行政裁判には含まれない。 

d 刑事事件の被害者は，民事裁判や行政裁判を提起することによって犯罪行為で受けた経済的・精神的損
害の賠償を請求することができる。 

問 4 下線部(b)に関連して述べた次の文①～④のうち，適切でないものを 1つ選べ。 10  
① 裁判を受ける権利は，大日本帝国憲法においてすでに認められていた権利であり，日本国憲法にお

いて初めて認められた権利ではない。 
② 日本国憲法第32条の文言からすると，裁判を受ける権利の主体は国民に限定され外国人は原則と
して含まれないと考えるべきである。 

③ 日本国憲法第32条のいう「裁判」は公開裁判を意味しているが，日本国憲法は一定の場合には裁
判における対審を公開しないで行うことを認めている。 

④ わが国は三審制を採用しているため，日本国憲法第32条のいう「裁判を受ける」とは，「裁判を
3回受ける」ことを意味していると考えるべきである。 

問 5 下線部(c)に関連して述べた次の文①～④のうち，日本国憲法に違反するものを 2つ選べ。 
① 自衛隊員の規律違反行為に対する処分を判断するために司法裁判所から独立した系統の裁判所を

設置すること 
② 皇族相互間における民事訴訟などを判断するために司法裁判所から独立した系統の裁判所を設置

すること 
③ 行政機関による処分の可否や内容を司法裁判所による裁判の前審として判断する機関を行政府に
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設置すること 
④ 職務違反があった裁判官の罷免を判断するために司法裁判所の系統から独立した機関を立法府に

設置すること 
問 6 下線部(d)に関連して。次の①～⑤のうち，最高裁判所において違憲判決が下された事件・訴訟として
正しいものを 1つ選べ。 13  
① 愛媛玉ぐし料訴訟 ② 津地鎮祭事件 ③ 東大ポポロ事件 ④ 長沼ナイキ訴訟  
⑤ 三菱樹脂事件 

問 7 下線部(e)に関連して述べた次の文①～④のうち，適切でないものを 1つ選べ。 14  
① 最高裁判所が下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することは憲法上認めら

れていない。 
② 最高裁判所の規則制定権は，国会が唯一の立法機関であること(日本国憲法第 41 条)の憲法上の例
外である。 

③ 検察庁は司法ではなく行政に属する機関であるが，検察官は最高裁判所の定める規則に従う憲法上

の義務が課せられている。 
④ 最高裁判所の規則制定権の対象は，訴訟に関する手続，弁護士，裁判所の内部規律および司法事務

処理に関する事項である。 
問 8 下線部(f)に関連して。罪を犯した少年の裁判について述べた文①～④のうち，適切なものを 2つ選べ。 

① 罪を犯した少年も，公平な裁判所による迅速な公開裁判を受ける権利が日本国憲法において保障さ

れている。 
② 被告人である少年も，令状により逮捕された場合であっても裁判によって有罪が確定されるまでは

無罪の推定を受ける。 
③ 罪を犯した少年も，裁判において自己に不利益な証拠の1 つが本人の自白である場合には，有罪
とされたり刑罰を科せられたりすることはない。 
④ 被告人である少年は弁護人を依頼する権利を有するが，被告人が弁護人を依頼できない場合，親権

者が少年に代わってこれを依頼しなくてはならない。 
問 9 下線部(g)に関連して。裁判官の地位について最高裁判所と下級裁判所とで日本国憲法上の扱いが同じも
のを次の①～⑤から 1つ選べ。 17  
① 国会が任命する点 ② 内閣が指名する点 ③ 国民の審査により罷免される点  
④ 法律の定めたときに退官する点 ⑤ 任免に天皇の認証が必要である点 

問 10 下線部(h)に関連して述べた次の文①～③のうち，最も適切なものを 1つ選べ。 18  
① すべての裁判官は定期的に相当額の報酬を受ける権利を有するが，この報酬は増額をすることはで

きても在任中に減額をすることはできない。 
② 行政機関が最高裁判所の裁判官の懲戒処分を行うことは違憲であるが，下級裁判所の裁判官の懲戒

処分を行うことは違憲ではない。 
③ 最高裁判所の裁判官の場合には再任可能な1期 10年の任期制であるが，下級裁判所の裁判官の場
合には任期制は採用されていない。 

問 11 下線部(i)に関連して。司法権の独立の擁護にかかわる逸話で知られる事件として正しいものを選べ。 
① 恵庭事件 ② 大津事件 ③ 島田事件 ④ 砂川事件 ⑤ 松山事件 

問 12 下線部(j)に関連して。司法制度改革の内容について述べた次の文①～④のうち，適切でないものを 1
つ選べ。 
① 法的な紛争を解決するために必要な情報やサービスなどの提供を目的として，法テラスが開設され
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た。 
② 将来の法曹需要の増加に対応するために法曹養成に特化した教育機関である法科大学院が設置さ

れた。 
③ 紛争当事者間の交渉と裁判との中間に位置する紛争解決手段として，裁判外紛争解決手続が拡充さ

れた。 
④ 一般国民の価値観などを反映した裁判を実現するために，アメリカで行われている陪審制度が導入

された。 
 

【12】2012 明治学院大学 2/8,Ａ日程 文 経済 心理  

 日本の裁判には， a と刑事裁判とがある。 a は，個人や団体の財産上または身分上の権利義務につ

いて紛争が生じたとき，その紛争解決のために争われる裁判である。なお，これに準じたものとして，国や地

方公共団体が行った決定に対して国民が異議申し立てを行う b がある。これに対して，刑事裁判は，法律

に定める犯罪があった場合に，公益を代表する検察官が被疑者を(1)裁判所に(2)起訴し，弁護人が起訴された人

(被告人)を弁護する。そして，(3)裁判官は，検察官・被告人・弁護人の申し立てを聞いて真実の発見に努め，

その上で判決を下すという裁判である。 
 これらの裁判は，国民の権利保障を慎重に行うため，第一審裁判所の判決に不服がある場合，上級の裁判所

に c することができ，その判決にも不服がある場合には，さらに d することができるという e を

原則としている。また，日本国憲法は，公正な裁判が行われるように f の原則を定めている(第 82条)。し
かし，このような制度にもかかわらず，判決確定後，判決に合理的な疑いがあるような証拠が発見されたとき

に，裁判のやり直しが行われる g の制度によって(4)冤罪であることが認められ，無罪となった刑事事件も

少なくない。 
 刑事裁判については，2009年 5月より国民が直接に刑事裁判に参加する裁判員制度が実施されている。裁
判員制度は，重大な刑事事件について，事件ごとに一般市民から裁判員を抽出し，裁判官とともに，事実認定，

有罪・無罪の決定と量刑を行う制度である。その意味で，この制度は，一般市民が裁判官から独立して事実認

定をして有罪・無罪を決め，有罪の場合には裁判官が量刑を行う h とは異なっている。裁判員制度は，一

般市民の感覚が裁判内容に反映されるなどの利点があるものの，選ばれた裁判員には出頭義務や守秘義務など

の負担が課せられている。このため，(5)審理の迅速化を図る手続きが導入されるなど，裁判員の負担軽減措置

が講ぜられている。 
〔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，各種の裁判所のうち，訴額が 140万円以下の事件や罰金以下の事件を扱う下級
裁判所を何というか。 

〔問 3〕 下線部(2)について，有権者の中からくじで選ばれた 11 名の一般市民によって構成され，検察官の
不起訴処分の当否を判断する機関を何というか。 

〔問 4〕 下線部(3)について，裁判官の身分に関する以下の記述のうち，正しいものはどれか，1 つ選びなさ
い。 
① すべての裁判官は，その良心に従い独立してその職権を行うが，下級裁判所の裁判官は最高裁判所

からの指揮命令には拘束される。 
② 下級裁判所の裁判官の任命は内閣が行い，その裁判官の懲戒処分も内閣が行う。 
③ 最高裁判所の裁判官の任命は内閣の指名にもとづいて天皇が行う。 
④ 下級裁判所の裁判官は，国会議員で組織される弾劾裁判所の裁判以外に罷免されることはない。 
⑤ 最高裁判所の裁判官は，国民審査において投票者の過半数が罷免を可とした場合には罷免されるが，
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これまで罷免された裁判官は 1人もいない。 
〔問 5〕 下線部(4)について，1990年に発生した殺人事件で被告人の自白と DNA鑑定にもとづいて無期懲役
の有罪判決が確定した事件において，その後の DNA再鑑定によって遺留物の DNA型が一致しないことが
判明し，2010年 3月に無罪判決が下された事件を何というか。 

〔問 6〕 下線部(5)について，検察側と弁護側が立証しようとする事実や主張を開示し，裁判所が証拠調べの
採否や順序などを決めておくことで，事前に事件の争点や証拠を整理しておく手続きを何というか。 
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【1】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 14 ③ 15 ③ 16 ⑤ 17 ④ 18 ③ 
問 2 ④ 問3 ② 問4 ② 問5 ③ 問6 ④ 問7 ③  問 8 ④ 

【2】2012 中京大学 2/1,一般(前期日程(Ｍ方式(２・３教科型(文系型))))  

問 1 1 オ 2 シ 3 ク  問 2 エ  問 3 A オ B ウ C コ D キ 
問 4 イ 問5 ウ 問6 エ 

【3】2012 日本大学 2/15,Ａ方式 文理  

〔1〕 4 〔2〕 3 〔3〕 3 〔4〕 2 〔5〕 3 〔6〕 2 
〔7〕 1 〔8〕 3 〔9〕 4 〔10〕 3 

【4】2012 関西大学 3/3,後期日程(３教科)  

1 (ﾇ) 2 (ﾅ) 3 (ｶ) 4 (ｲ) 5 (ﾋ) 6 (ｺ) 7 (ﾈ) 8 (ﾁ) 9 (ｾ) 10 (ﾂ) 
【5】2012 國學院大学 2/3,Ａ日程(得意科目重視)  

問 1 オ 問2 ウ 問3 イ 問4 カ 問5 ア 問6 エ  問 7 イ 問8 オ 問9 エ  
問 10 エ 問11 オ 問12 エ  問 13 オ 問14 オ 

【6】2012 駒澤大学 2/4,全学部統一日程  

問 1 1 (ｸ) 2 (ｾ) 3 (ｼ) 4 (ﾀ) 5 (ﾁ) 6 (ｶ)  7 (ｲ) 8 (ﾂ) 9 (ｵ) 
問 2 (ｲ) 問3 (ｳ) 問4 (ｲ) 問5 (ｳ) 

【7】2012 駒澤大学 2/7,Ｔ方式 文 経済 経営  

問 1 1 (ｿ) 2 (ｾ) 3 (ﾂ) 4 (ｹ) 5 (ｼ) 6 (ｷ)  7 (ｻ)  問 2 (ｳ) 問3 (ｲ) 問4 (ｴ)  
問 5 (ｳ) 

【8】2012 専修大学 2/10,一般(前期(学部個別ＡＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ方式))  

〔設問 1〕 ② 〔設問2〕 ④ 〔設問3〕 ④ 〔設問 4〕 ② 〔設問5〕 ③ 〔設問6〕 ① 
〔設問 7〕 ④ 〔設問8〕 ⑤ 〔設問9〕 ③ 
〔設問 10〕 不起訴不当 〔設問11〕 無期 〔設問12〕 守秘 

【9】2012 専修大学 2/13,一般(前期(学部個別ＡＳ・Ａ・Ｂ方式))  

〔設問 1〕 ② 〔設問2〕 ④ 〔設問3〕 ③  〔設問 4〕 ① 〔設問5〕 ③ 〔設問6〕 ④ 
〔設問 7〕 ② 〔設問8〕 ① [④] 〔設問10〕 ③ 〔設問11〕 ③ 〔設問12〕 ④ 
〔設問 13〕 審級 〔設問14〕 最高 〔設問15〕 憲法違反  〔設問 16〕 知的財産 

【10】2012 法政大学 2/8,Ａ方式(Ⅰ・Ⅱ日程) 法 文 経営  

問 1 ウ 問2 エ 問3 ア，イ，オ  問 4 ウ 問5 オ 問6 イ 問7 オ 問8 エ 
【11】2012 武蔵大学 2/6,一般方式(個別学部日程) 経済 人文  

問 1 ③  問 2  イ ② ウ ① エ ⑤ オ ③  問 3 a ① b ② c ② d ①  問 4 ② 
問 5 ①，② 問6 ① 問7 ① 問8 ①，②  問 9 ④ 問10 ① 問11 ② 問12 ④ 

【12】2012 明治学院大学 2/8,Ａ日程 文 経済 心理  

〔問 1〕 a 民事裁判 b 行政裁判 [行政事件訴訟] c 控訴 d 上告 e 三審制 f 裁判公開  
g 再審 h 陪審制  〔問 2〕 簡易裁判所 〔問3〕 検察審査会 〔問4〕 ⑤ 
〔問 5〕 足利事件 〔問6〕 公判前整理手続 

 


