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【1】2012 西南学院大学 2/7,Ａ日程・一般･センター併用 文 法  

 公共の問題についての社会の人々の意見を世論という。世論の動向は，各種の社会運動やニュース報道など

に示される。既存の利益団体などに組織されていない不特定の人々がテーマごとに集まって主体となる社会運

動を，特に大衆運動と呼ぶことがある。同様に，社会の構成員としての自覚をもった自律的な諸個人に担われ

る社会運動を特に〔 ア 〕運動ということがあり，これに対し，争点が地域に密着した社会運動を特に A
 運動ということもある。また，特定の公共の問題について，一定数の人々の意見・態度をサンプルとして

集め，統計学の手法を利用することによって，その問題について人々の意見・態度の全体の状況を推し量るこ

とを B というが，これも頻繁に行われるようになった。その手段としてアンケートなどが用いられる。政

府や報道機関は， B を利用して世論の動向をつかもうとしている。また，人々も B の結果の報道を通

じて世論の動向を知ることができる。 
 高度情報社会のもとでは，世論の形成に報道機関の果たす役割が大きい。報道機関の役割は，事実を正確に

伝えることである。報道機関が行う時事的な問題の報道・解説のことを，〔 イ 〕という。人々はこれを参

考にしながら自分の意見を形成する。新聞，雑誌，テレビ，映画などを通じて，大量の斉一的メッセージが不

特定多数の受け手に伝達される現象を，一般に〔 ウ 〕という。現代の民主政治は〔 ウ 〕の特徴を無視

しては分析できない。しばしば指摘される危険性として次のようなものがある。まず，特定の目的のために人々

の公共の問題に関する意見を一定の方向に意図的に誘導することを C というが，報道機関等が無自覚のう

ちに，あるいは，政治権力等のさまざまな圧力に屈するなどして， C の手段になってしまうことがある。

次に，商業主義のために，興味本位の報道を行ったり，人々の感情をあおりたてること，すなわち D に陥

ったりする可能性もある。更に，報道機関による世論の報道によって，世論の動きが加速されたり変えられた

りすることもある。例えば，選挙戦の途中で実施された B の報道によって，人々の投票行動に影響が及ん

だりするといったような，〔 エ 〕が生じることもある。 
 世論が正しく形成されるためには，多様な世論形成のチャンネルがそれぞれ健全に働くことが必要である。

しかしそればかりでなく，国民の側にも，マス・メディアの報道を鵜呑みにせず，それを主体的批判的に読み

解く能力，すなわち E を身につけ，自らも情報を発信していくことが求められる。すなわち世論が正しく

形成されるためには国民の側にも政治に対する主体的な姿勢が必要なのであり，こういう点からすると，政治

に関心がない，政治は政治家に任せていればよいというような，政治的〔 オ 〕が広がっていることが危惧

される。 
問 1 文中の   (A～E)に最も適当な語または語句を記入せよ。 
問 2 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 アパシー 12 スピンオフ効果 13 革命 14 コーポラティズム  
15 マス・コミュニケーション 16 アノミー 17 マルチメディア 18 ジャーナリズム 
19 市民 20 マルコフ過程 21 アカウンタビリティー 22 傍観者効果 23 労働  
24 アナウンスメント効果 25 校閲 

 

【2】2012 東洋大学 2/9,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ａ②・Ｃ・Ｄ方式))  
 現在，日本の選挙の投票率は長期低落傾向にあり，国民の間に(a)政治的無関心が広がっている。アメリカの

社会学者リースマンは，政治的無関心を 2 つに分け，政治について無知であるために関心を持たないことを
 A と呼んだ。さらに，政治に関する知識があるにもかかわらず，政治に参加しても効果があるとは思えな

いため無関心になることを B と呼んだ。 
 特に近年の日本で注目されるのは，特定の支持政党を持たない C 層の増大である。こうした事態に歯止
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めをかけようと，各政党は選挙になると事前に D を公表し，そこに書かれた内容を実現すると国民にあら

かじめ約束することが浸透しつつある。 
 日本では，過去の政治腐敗の反省から(b)政治資金や選挙運動が厳しく規制されている。しかし，有権者の政

治に対する関心を高めるためには，これまでの選挙への規制を点検し，国民が政治を身近に感じられるように

改善をはかる必要がある。 
 国民の政治的関心を高めるのに重要な役割を果たすのが，(c)マス・メディアである。マス・メディアは現実

に起こっている出来事を人々に伝え，人々はそれを参者にして政治について自分の判断や意見を持つようにな

る。しかし，マス・メディアには課題も多く，興味本位で情報を流したり，視聴者の感情をあおり立てる E
 に基づく報道を行ったりすることがある。また，政府や政治家の圧力に屈して，国民に正しく情報が伝え

られず，意図的に人々の意見を導く世論 F が行われたりすることがある。 
 したがって，私たちはマス・メディアの政治報道を鵜呑みにするのではなく，情報を自分で批判的に読み解

く(d)メディア・リテラシーを身につける必要がある。そして国民は，政治家が何か不適切な行動をとったとき，

政治家ばかりを批判するのではなく，そうした政治家を選んだのは自分たち自身であることを思い起こさなく

てはならない。民主主義国の政治は，最終的には国民がどれだけ政治に関心を持ち，的確な判断を行い，(e)

政治に参加するかにかかっているのだ。 
問 1 空欄 A ～ F に入る最も適切なものを，次の中から一つずつ選べ。 
空欄 A の解答群  12  

① 現代的無関心 ② 革新的無関心 ③ 古代的無関心 ④ 学識的無関心 ⑤ 伝統的無関心  
⑥ 浅学的無関心 

空欄 B の解答群  13  
① 現代的無関心 ② 革新的無関心 ③ 古代的無関心 ④ 学識的無関心 ⑤ 伝統的無関心  
⑥ 浅学的無関心 

空欄 C の解答群  14  
① 無関心 ② 無気力 ③ 無頼派 ④ 無党派 ⑤ 無知 ⑥ 無印 

空欄 D の解答群  15  
① イニシアティブ ② アセスメント ③ マニフェスト ④ アジェンダ ⑤ フォーラム  
⑥ アピール 

空欄 E の解答群  16  
① コマーシャリズム ② ジャーナリズム ③ マルチラテラリズム ④ セクショナリズム 
⑤ センセーショナリズム ⑥ コンシューマリズム 

空欄 F の解答群  17  
① 捜査 ② 調査 ③ 形成 ④ 操作 ⑤ 統制 ⑥ 政治 

問 2 下線部(a)について，ラズウェルは人間の動機面から無政治的態度，脱政治的態度，反政治的態度の 3
つに分類した。それぞれの説明として最も適切なものを，次の中から一つずつ選べ。ただし，同じ番号は一

度しか選べない。 
無政治的態度  18  脱政治的態度  19  反政治的態度  20  
① 特定の思想や信条に基づいて政治に反抗心を抱いているため，政治を否定するという態度 
② 科学や芸術など政治以外のものに価値を見出すため，政治には価値を置かないという態度 
③ 政治への期待や要求が実現されず，幻滅を感じたため，政治にかかわらなくなるという態度 

問 3 下線部(b)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。 21  
① 立候補者は有権者の自宅を戸別訪問して，自分への支持を訴えることができる。 
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② 国からの政党交付金は，政党に所属していない者も含め国会議員全員に支給される。 
③ 企業や団体は，政治家個人への献金は禁止されているが，政党や政党の政治資金団体に対してなら

ば献金してもよい。 
④ 選挙活動の不正をなくすために政治資金規正法が改正され，選挙違反に対する連座制の強化がはか

られた。 
問 4 下線部(c)について述べた文として最も不適切なものを，次の中から一つ選べ。 22  

① マス・メディアは第三の権力とも呼ばれる。 
② マス・メディアとは，具体的にはテレビ・新聞・ラジオなどを指す。 
③ マス・メディアの選挙報道が有権者の投票行動に影響を及ぼすことをアナウンス効果という。 
④ マスコミという言葉はマス・メディアと同じ意味で使われがちだが，もともとは大衆に大量の情報

を伝達する過程を指す。 
問 5 下線部(d)について述べた文として最も不適切なものを，次の中から一つ選べ。 23  

① ニュースを見る際には，政治権力者が自分たちの政策を支持する世論を形成させようとして，一方

的な情報を流していないか注意しなければならない。 
② マス・メディアの行う世論調査は，客観的な数値によって国民の政治意識の実態を正確に映し出す

ため，政府が世論調査を踏まえて政策を実行しているかを国民は見定めることができる。 
③ 多くのマス・メディアは，広告収入によって運営される民間企業である。したがってマス・メディ

アには，広告主(スポンサー)を批判するような報道は避ける傾向があることを国民は意識する必要が
ある。 
④ マス・メディアを批判的に使いこなすには，複数の新聞やテレビから情報を得て報道内容を比べた

り，スポンサーによる影響が比較的少ないインターネットを活用したりして，主体的に情報を取捨選

択することが大切である。 
問 6 下線部(e)の方法として選挙での投票が挙げられるが，日本の選挙制度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。 24  
① 一票の格差は，参議院よりも衆議院の方が深刻である。 
② 参議院選挙では，小選挙区と比例代表の両方に立候補する重複立候補制が認められている。 
③ 日本の比例代表制では，各党の得票数を整数で割って商の大きい政党順に議席を与えるドント式が

採用されている。 
④ 衆議院選挙では，全国を単位とする非拘束名簿式比例代表制と，都道府県を単位とする中選挙区制

が並立されている。 
 

【3】2012 拓殖大学 2/5,ベスト２(Ａ) 商 政経 外国語 国際  

 戦後日本の政治を長らく特徴づけたのは， 11 と 12 という2つの大きな政党であり，また，そうし
た政党間の対抗関係を基軸とした体制であった。この体制は保守合同が実現した年にちなんで， 13 体制

と呼ばれている。 11 は当時の名称のまま政党としての活動を続けているが，1990年代に入って急速に国
民の支持を失った 12 は，1996年になると 14 と政党の名称を変えるに至った。 
 しかしながらそうした中の1993年，長期化した 11 による単独政権も次第に国民の支持を失い，同党は

総選挙での過半数割れに追い込まれた。これにより， 15 年にわたった 13 体制は崩壊した。 
 その後2009年 8月 30日に行われた第 45回衆議院議員選挙において，結党以来，衆議院第一党の地位を保
持してきていた 11 は，300から 119への議席減という歴史的な大敗を喫し，政権の座を 16 に明け渡

した。 
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 もっとも政権交代からほぼ1年を経た 2010年 7月 11日に実施された第 22回参議院議員選挙では， 16
 が改選議席54を 44に減らす一方，野党系政党は議席数を伸ばし，参議院では衆議院と与野党の勢力が逆
転する現象が生じた。このように，両院での多数派が異なって議会運営に困難をきたす事態は，一般に， 1
7 現象と称されている。この参議院議員選挙では，結党間もない 18 が公務員制度改革等を主張して10
議席を獲得し，野党側の議席増に貢献した。 
11 空欄 11 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 民社党 ② 自由党 ③ 民政党 ④ 自由民主党 
12 空欄 12 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 日本社会党 ② 社会民主連合 ③ 新生党 ④ 政友会 
13 空欄 13 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 54年 ② 55年 ③ 56年 ④ 57年 
14 空欄 14 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 社会労働党 ② 日本新党 ③ 社会民主党 ④ 革新自由連合 
15 空欄 15 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 39 ② 38 ③ 37 ④ 36 
16 空欄 16 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 国民新党 ② 民主社会党 ③ 社民党 ④ 民主党 
17 空欄 17 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① 衆参逆転 ② ねじれ ③ ゆきづまり ④ よじれ 
18 空欄 18 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 

① みんなの党 ② 自由党 ③ 新党さきがけ ④ 新党日本 
19 衆議院の2011年 9月時点の定数として，最も適切なものを選びなさい。 

① 480 ② 500 ③ 512 ④ 526 
20 参議院の2011年 9月時点の改選議席数として，最も適切なものを選びなさい。 

① 242 ② 126 ③ 252 ④ 121 
 

【4】2012 神奈川大学 2/6,一般(前期(Ａ方式)) 法 経済 経営 外国語 人間科  

 政党は，民主政治において重要な役割を果たしている。 
 民主政治とは，「①人民の，人民による，人民のための政治」という言葉にあらわれているように，国民の

意思を政治に反映させ，国民のための政治を行うことである。民主政治を現実に行う方法には，国民が直接政

治に参加する直接民主制と，国民自らが選んだ代表者を通して政治を行う間接民主制がある。日本では，憲法

第 96条第 1項が定める ア が，前者の例として挙げられる。しかしながら，実社会においては様々な意見

や利害が複雑に対立しており，政治のすべての過程に国民が直接参加することは，不可能ないし非現実的であ

る。 
 現代の政治は，②政党を中心に行われているので，③政党政治と呼ばれている。日本における政党政治の発

展は，大日本帝国憲法が制定された明治時代以降のことである。 
 ④大日本帝国憲法下では，天皇の強大な⑤統治権のもと，⑥様々な勢力が影響力を有していた。そのような政

治状況のなか，⑦1898年に日本で最初の政党内閣が生まれ，1918年に成立した原敬内閣以降，政党を基盤と
する内閣が続いた。しかし，五・一五事件以後軍部が台頭し，1940 年の大政翼賛会結成に伴い政党は解散さ
せられた。 
 第二次世界大戦直後には，様々な政党が生まれ多党化現象が生じた。その後，いわゆる「⑧55年体制」を経
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て，日本の政治体制は本格的な⑨二大政党制に進みつつあるように見える。しかしながら，政党の分裂，結成，

再編も続いており，日本の政治体制が二大政党制に向かうのか，多党制に向かうのか，今後の先行きはなお予

断を許さない。 
問 1 文中の下線部①は，誰が述べた言葉であるか，下記の選択肢(1～5)の中から最適なものを 1つ選び，そ
の番号をマークしなさい。 

1 アリストテレス 2 エドワード・コーク 3 ケネディ 4 ラッサール 5 リンカン 
問 2 文中の空欄 ア に当てはまる最適な語句を，下記の選択肢(1～5)の中から 1つ選び，その番号をマー
クしなさい。 

1 国民投票 2 公開投票 3 住民投票 4 信任投票 5 累積投票 
問 3 文中の下線部②に関連する下記の記述(1～5)の中から最適なものを 1つ選び，その番号をマークしなさ
い。 

1 名望家政党とは，地域社会の「教養と財産」を持つ有産階級を中心に組織された政党のことである。 
2 大衆政党とは，特別の身分や地位を持たない庶民(無産者・労働者)を党首とする政党のことである。 
3 政権を担当する政党を野党といい，それ以外の政党を与党という。 
4 右翼・左翼とは，フランス革命期の国民議会において，議長席から見て，急進革命派議員が右側(右
翼)に座り，穏健派議員が左側(左翼)に座っていたことが語源となっている。 

5 保守政党とは，自由主義や資本主義の堅持を目的とした政党である。 
問 4 文中の下線部②に関連して，政党助成法が規定している政党とは何か，最適なものを，下記の選択肢(1
～5)の中から 1つ選び，その番号をマークしなさい。 

1 政府に圧力をかけ，政策決定に影響を与え，集団の固有の利益を追求・実現しようとするが，政権
獲得は目的としない団体のこと。 

2 営利を目的とせずに，不特定かつ多数の人の利益を増進させることを目的として，人権擁護などの
活動を行う団体のこと。 

3 平和の維持と国際協力の促進を目的とする団体のこと。 
4 特定の政治上の主義や政策を推進することなどを目的とする団体であって，衆議院議員または参議
院議員を 5人以上有する団体のこと。 

5 労働条件の向上などを目的として労働者が自主的に組織する団体のこと。 
問 5 文中の下線部②に関連して，政党を初めて作ったのは板垣退助といわれている。彼について述べた記述
として最適なものを下記の選択肢(1～5)の中から 1つ選び，その番号をマークしなさい。 

1 超然内閣を唱えた。 2 プロイセン憲法を基に，大日本帝国憲法を起草した。 
3 初代内閣総理大臣となった。 4 自由民権運動の中心的人物であった。 
5 治外法権を廃止した日英通商航海条約に調印した。 

問 6 文中の下線部②に関連して，政党助成法の目的として最適なものを下記の選択肢(1～5)の中から 1つ選
び，その番号をマークしなさい。 

1 政党の活動資金として政党交付金を交付することによって，政党の政治活動の健全な発達を促すこ
と。 

2 新政党の誕生を促して新しい政党を創設するまでの助言などを行うこと。 
3 既存の政党についての広報・周知を促して若者の政治離れを食い止めること。 
4 女性の立候補を促して女性議員の数を増やすこと。 
5 無党派層の台頭によりメディア対策が巧みな人が当選する傾向に鑑み，政党のメディア対策を助け
ること。 
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問 7 文中の下線部③に関連して，日本の政党政治に関して明らかに誤っている記述を，下記の選択肢(1～5)
の中から 1つ選び，その番号をマークしなさい。 

1 一般的に党員が少なく，党費収入が不足しがちである。 
2 国会での採決のさいに議員が所属政党の方針に従うことを強制する党議拘束は，政党助成法によっ
て禁じられている。 

3 いわゆる「ジバン，カンバン，カバン」を持つ者が，選挙で有利とされる。 
4 特定分野の政策決定に影響力を持つ有力議員がいる。 
5 有力政治家を中心とする党内派閥が形成され，政党の党首は派閥間の調整によって決まることがあ
る。 

問 8 文中の下線部④に関連して，1925年に制定された普通選挙法の説明として最適なものを下記の選択肢(1
～5)の中から 1つ選び，その番号をマークしなさい。 

1 選挙資格試験に合格した25歳以上の男性にのみ選挙権・被選挙権を認めた。 
2 25歳以上の男性にのみ選挙権を認めた。 
3 選挙権は25歳以上の男女に認めたが，被選挙権は男性にのみ認めた。 
4 直接国税15円以上の納付者にのみ選挙権・被選挙権を認めた。 
5 出身地によって選挙権が区別されていた。 

問 9 文中の下線部⑤の権限に含まれない権限は何か，最適なものを下記の選択肢(1～5)の中から 1 つ選び，
その番号をマークしなさい。 

1 陸軍・海軍を指揮すること。 2 法律を変更すること。 
3 条約を締結すること。 4 戒厳令を出すこと。 5 爵位を与えること。 

問 10 文中の下線部⑥に関連して，当時存在しなかった機関・身分は何か，最適なものを下記の選択肢(1～5)
の中から 1つ選び，その番号をマークしなさい。 

1 元老 2 枢密院 3 貴族院 4 宮内大臣 5 執政官 
問 11 文中の下線部⑦の内閣が誕生したきっかけについて述べた記述として最適なものを下記の選択肢(1～

5)の中から 1つ選び，その番号をマークしなさい。 
1 前内閣が米騒動の責任を問われ，総辞職したため誕生した。 
2 前内閣が日露戦争の戦後処理の責任を問われ，総辞職したため誕生した。 
3 前内閣が治安警察法により国民を弾圧した責任を問われ，首相が辞任に追い込まれ，総辞職したた
め誕生した。 

4 前内閣の首相が暗殺されたため，新たな内閣として誕生した。 
5 日清戦争後，政府と政党との対立を解消するため，誕生した。 

問 12 文中の下線部⑧の説明として最適なものを下記の選択肢(1～5)の中から 1 つ選び，その番号をマーク
しなさい。 

1 政党のほとんどが大同団結して連立政権に参加した。 
2 多くの政党が乱立していたため，連立政権が何度も組まれた。 
3 自由民主党が常に第一党として政権を掌握し続けた。 
4 自由民主党と日本社会党の議席が伯仲していたため，政策の決定にあたって他の少数政党がキャス
ティングボートを握っていた。 

5 二大政党が政権交代を繰り返した。 
問 13 文中の下線部⑨の一般的な説明として最適なものを下記の選択肢(1～5)の中から 1 つ選び，その番号
をマークしなさい。 
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1 二大政党制のもとでは，一党制に比べて，少数幹部による独裁政治のおそれがあり，民主的な政権
交代が行われにくい。 

2 二大政党制のもとでは，多党制に比べて，政局が不安定になりがちである。 
3 二大政党制のもとでは，多党制に比べて，責任の所在が不明確で，失政の追及がしにくい。 
4 二大政党制のもとでは，一党制に比べて，政策の一貫性が失われやすい。 
5 二大政党制のもとでは，多党制に比べて，少数意見が排除されにくい。 
 

【5】2012 國學院大学 2/2,Ａ日程(３教科)  
 政党は，議会制民主主義にとって不可欠の存在である。戦後の日本における政党の歴史を概観すると，まず，

1945 年に政党活動の自由が認められ，戦前にあった政党が活動を再開するとともに，(1)多くの政党が新たに

活動を始めた。 
 サンフランシスコ講和条約などの賛否をめぐって右派と左派に分裂していた 2 が統一することによっ

て，1955 年には， 2 と自由民主党との(3)二大政党の対立を軸とする政治形態が成立し，55 年体制とよば
れた。とはいえ(4)1960 年代からは多党化が進み，国会における与野党の議席数が接近した時期があったもの
の，自由民主党優位の時代が続いた。 
 (5)一時期をのぞいて単独政権を維持してきた自由民主党の内部には，いくつもの(6)派閥が存在し，批判され

ることも多いが，これにより党内の多様性が確保され，幾多の政治変動にも対応が可能であったとの評価もあ

る。 
 しかしながら(7)1989 年の参議院議員通常選挙において，自由民主党は過半数の議席数を確保することがで
きず，衆議院では与党，参議院では野党が多数を占める(8)「ねじれ現象」が生じた。また，(9)政界汚職事件な

どにより自由民主党は議席数を減らし始めた。そしてついに，(10)1993年には衆議院でも過半数を割り非自民
連立内閣が誕生して，55 年体制は終焉を迎えたのである。その後はさまざまな政党が離合集散し，複数の政
党で政権を担う(11)連立政権の時代となった。 
 ところで，政党間の議席数が伯仲すると，国会での採決にあたって多数派を構成することが重要となってく

る。そこで，議会で採決される案件に対し政党があらかじめ賛成か反対かを決めておき，所属する政党の決定

を議員が守らなければならないという(12)党議拘束によって得票を固めることがしばしば行われる。党議拘束

に従わない投票は， 13 投票とよばれ，このような行動をとった議員に対して党として制裁を与えること

も多い。しかしこれらについては，憲法第 51条において「両議院の議員は，議院で行つた演説，討論又は表
決について， 14 で責任を問はれない。」として保障されている議員の自由な議会活動を阻害していると

いう批判や，議会制民主主義の精神に反するという批判もある。 
問 1 下線部(1)に関して，1945年に活動を始めた政党として適切でないものを，次のア～オの中から 1つ選
び，解答欄 1 にマークしなさい。 
ア 日本自由党 イ 日本社会党 ウ 日本進歩党 エ 日本協同党 オ 自由民主党 

問 2 空欄 2 へ入れるのに最も適切な政党名を，次のア～オの中から1 つ選び，解答欄 2 にマークし

なさい。 
ア 日本共産党 イ 公明党 ウ 民主社会党 エ 日本社会党 オ 日本民主党 

問 3 下線部(3)に関連して，各国の政党政治の形態について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，解答欄 3 にマークしなさい。 
ア イギリスでは第二次世界大戦後，労働党と保守党の二大政党が政権の座を争ってきたが，2010年，
保守党と自由民主党との連立政権が誕生した。 
イ フランスやイタリアでは，現在，いくつかの政党が政権を争う多党制である。 
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ウ ロシア連邦や中華人民共和国では，現在，一党制をとっており共産党以外の政党は存在しない。 
エ 55 年体制においては，自由民主党の方が国会における議席が多かったため，二大政党制というよ

りは「1
2
1
政党制」といわれていた。 

オ 2003年には民主党と自由党が合併して民主党となり，2009年の衆議院議員総選挙では，民主党と
自由民主党との二大政党間で政権が争われた。 

問 4 下線部(4)に関して，1960 年代から 1970 年代に成立した政党として適切でないものを，次のア～オの
中から 1つ選び，解答欄 4 にマークしなさい。 
ア 民主社会党 イ 公明党 ウ 社会民主連合 エ 新自由クラブ オ 日本新党 

問 5 下線部(5)に関して，1983 年から 1986 年の間に自由民主党と連立した政党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 5 にマークしなさい。 
ア 新党さきがけ イ 新自由クラブ ウ 公明党 エ 日本共産党 オ 保守党 

問 6 下線部(6)に関する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，解答欄 6 にマーク

しなさい。 
ア 政党は国会内外で活動する政治団体であるのに対し，派閥は国会内だけの団体であり，国会法では

派閥の所属議員数の比率により，各議院の常任委員や特別委員を割り当てることになっている。 
イ 1選挙区から最大 5人の当選者を出す中選挙区制の下で，1つの党から 1つの選挙区に複数の候補
者を出し，しかも「共倒れ」になることを避けるために派閥は機能した。 
ウ 派閥を率いる有力リーダー間の抗争と取引によって党首が決まり，政策が左右されることを「派閥

政治」という。 
エ 自由民主党単独政権下では，党の総裁が首相になるため，総裁の座をめぐって派閥間の抗争が激化

した。 
オ 自由民主党において，派閥の長は「領袖」とよばれ，所属する議員に選挙費用を配分し大臣のポス

トなどを提供していた。 
問 7 下線部(7)に関して，この選挙の際，主要な争点となったもの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 7 にマークしなさい。 
ア 国鉄分割民営化 イ 道州制 ウ 自衛隊イラク派遣 エ 消費税 オ 子ども手当 

問 8 下線部(8)に関する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，解答欄 8 にマーク

しなさい。 
ア 1998 年，参議院議員通常選挙で自由民主党が議席の過半数を失った結果，衆議院は自由民主党の
小渕恵三，参議院は民主党の菅直人を首相に指名し，両院協議会が開かれた。 

イ 2008 年，新テロ対策特措法案については，衆議院で可決された後，参議院では否決されたため衆
議院で再度審議されたが，3分の 2以上の多数で再可決できず成立しなかった。 
ウ 2008 年，日本銀行総裁人事について，参議院で過半数を占める民主党が同意しなかったことによ
り，戦後初めて日本銀行総裁の座が空席となった時期があった。 
エ 2009 年，捜査段階の取調べの様子を録音・録画し，捜査の可視化を義務づける刑事訴訟法改正法
案が参議院で可決されたが，衆議院では審議入りせず廃案となった。 
オ 2010年，民主党の菅直人内閣が発足したが，同 7月の参議院議員通常選挙において民主党が単独
過半数を獲得できなかったため，「ねじれ現象」が生じた。 

問 9 下線部(9)に関連する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，解答欄 9 にマー

クしなさい。 
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ア ロッキード事件は，アメリカの航空機製造会社の旅客機受注をめぐる国際的贈収賄事件であり，日

本では田中角栄が起訴された。 
イ 東京佐川急便事件は，陸運大手の東京佐川急便が多くの政治家に巨額の政治献金を提供していた疑

獄事件であり，5億円の受領が明るみに出た自由民主党の金丸信副総裁が衆議院議員を辞職した。 
ウ リクルート事件は，情報産業リクルート社が，子会社リクルートコスモス社の未公開株を政治家や

官僚に賄賂として供与した事件であり，竹下登首相が起訴された。 
エ 1948 年に制定された政治資金規正法は，汚職事件などにより政治資金の規制強化が主張される状
況の下で改正を経た結果，現在では企業・団体からの政治家個人への寄付を禁止している。 
オ 1994 年に制定された政党助成法は，政党に対する企業・団体献金を制限するかわりに，国が政党
に対し政党交付金による助成を行うこととし，このために必要な政党の要件などを定めた。 

問 10 下線部(10)に関して，この内閣の総理大臣として最も適切な人名を，次のア～オの中から 1 つ選び，
解答欄 10 にマークしなさい。 
ア 片山哲 イ 細川護煕 ウ 橋本龍太郎 エ 小沢一郎 オ 鳩山由紀夫 

問 11 下線部(11)に関して，内閣とその連立政党の組閣時における組み合わせとして適切でないものを，次
のア～オの中から 1つ選び，解答欄 11 にマークしなさい。 
ア 1994年の村山富市内閣――――――――自由民主党・日本社会党・新党さきがけ 
イ 1999年の小渕恵三第二次改造内閣―――自由民主党・自由党・公明党 
ウ 2000年の森喜朗内閣―――――――――自由民主党・公明党・保守党 
エ 2008年の麻生太郎内閣――――――――自由民主党・公明党 
オ 2010年の菅直人内閣―――――――――民主党・社会民主党・国民新党 

問 12 下線部(12)に関連する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，解答欄 12 に

マークしなさい。 
ア 1994 年の政治改革四法案については，日本社会党から党議拘束に従わない者が出て参議院で否決
され，両院協議会が開かれた。 
イ 1999 年の国旗・国歌法案については，民主党では保守系議員を中心に賛成する意見が少なくなか
ったため，党議拘束をはずした。 
ウ 2005年の郵政民営化法案については，自由民主党から党議拘束に従わない者や棄権する者が出て，
多くの議員が除名や離党勧告などの処分を受けた。 

エ 2009 年の臓器移植法改正案については，「脳死は人の死」を前提とするものであるとして，日本
共産党をのぞく全ての党が党議拘束をかけた。 
オ 2011年 6月の菅直人内閣に対する不信任決議案については，民主党から党議拘束に従わず賛成票
を投じた者が出て，それらの議員は除籍された。 

問 13 空欄 13 へ入れるのに最も適切な語を，次のア～オの中から1つ選び，解答欄 13 にマークしな

さい。 
ア 強制 イ 累積 ウ 信任 エ 秘密 オ 造反 

問 14 空欄 14 へ入れるのに最も適切な語を，次のア～オの中から1つ選び，解答欄 14 にマークしな

さい。 
ア 裁判 イ 党内 ウ 国会 エ 内閣 オ 院外 
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【6】2012 札幌学院大学 2/8,一般(Ａ日程) 法 経済 経営 社会情報  

 国政においては，社会や経済の大きな変化に対応して，政策の異なる政党の間で政権交代が起こるのは民主

主義の常道であると言われている。しかし，日本では 1955年の社会党の統一と保守合同により，日本社会党
と A を中心とする(ｱ)政治体制が誕生した。60 年代には，50 年代の分裂を克服した日本共産党や，社会党
から分裂した B ，宗教団体を支持母体のひとつとする C なども議席を増やし，日本政治は多党化して

いったが， A は政権政党として長く与党の地位にあった。 
 この状況が大きく変わったのは，80 年代末からの政治家と企業との癒着・汚職事件の多発にみられる政治
スキャンダルが明るみに出てきたことであった。このような癒着・汚職事件が多発するのは，選挙制度に根本

的な原因があるとされ，選挙制度改革を中心とする政治改革を実行できるかどうかが問われるようになった。 
 (ｲ)1993 年 7 月衆議院総選挙では，政治改革問題をめぐる党内対立をきっかけとして A が分裂し，従来

の野党の多くと新しく結成された政党との 8党派による連立政権が誕生した。 
 このとき誕生した連立政権は早くも翌年には倒閣され，再び A を中心とする政権に戻った。しかし，そ

の後 A は単独で政権を担うことはなく，いくつかの政党と連立で内閣を構成した。また2000年代初頭に
は(ｳ)国民的な人気を博した小泉純一郎首相によって圧倒的な支持を得たこともあったが，この首相が退陣した

あとは，政権の行き詰まりも手伝い，(ｴ)2009年 8月の衆議院総選挙で民主党に政権交代した。 
問 1 文中のA～Cの   に当てはまる政党名を書き入れよ。 
問 2 下線部(ｱ)の政治体制を何というか，答えよ。 
問3 下線部(ｲ)の時期の衆議院選挙制度と下線部(ｴ)の時期の衆議院選挙制度をそれぞれ何というか，答えよ。 
問 4 下線部(ｳ)に関連して，小泉純一郎首相時代の政治の特徴として，もっとも適当なものを，次の①～④の
中から一つ選び，番号で答えよ。 
① 小泉首相の時代は，大きな政府を目指し，福祉元年と呼ばれるさまざまな社会保障制度が創設され

た時期であった。 
② 小泉首相の時代には，規制改革や郵政民営化にみられるように，公的部門の民間企業やNPOなど
への開放が進んだ。 

③ 小泉首相の時代には，雇用改革が進み，失業率が低下するとともに，一人当り国民所得も大幅に上

昇した。 
④ 小泉首相の時代は，東アジア重視の政治姿勢を示し，中国や韓国との話し合いを基調とする政治を

進め，これらの国との戦後の懸案を解決することができた。 
 

【7】2012 西南学院大学 2/6,Ａ日程・一般･センター併用 神 経済  

 政党とは，実現されるべき政策について考えを同じくする者が，政権の獲得を目指して結合する政治団体を

いう。近代初期ではほとんどの国で，選挙権・被選挙権は A ・性別・身分・宗教などの点で一定の条件を
満たした人にだけ与えられるという，制限選挙制がとられていた。この時代には，政党は選挙区の有力者が中

心になっていた。こうした政党は，構成員の属性に着目して〔 ア 〕と呼ばれる。20 世紀に入ると，普通
選挙制が普及したことを背景に，多くの国で政党は，一般の人々の多様な利益や要求を集約する政党である〔 

イ 〕へ発達した。 
 政党は，その活動方針を綱領として掲げ，人々に支持を求めると共に，人々の意思を政治に反映させようと

する。最近の日本では政党は，選挙の際に，掲げる政策の実施時期や到達目標などを有権者に明示するために，

「声明書」・「宣言書」を意味する〔 ウ 〕とよばれる政策文書を作成することが多くなった。 
 しかし他方で，国民の利益の要求の多様化が進み，政党が国民の要求を1 つの政策体系にまとめるのが困
難になってきた。政治過程において影響力を行使し，自らの利益の擁護・増進を図る利益団体(利益集団)を一
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般に B と呼ぶが， B にはこうした政党の弱点を補う機能もある。その反面，政治家との癒着を生み，

〔 エ 〕を助長する恐れもある。 
 第2次世界大戦後のわが国の政党政治を概観すると，1950年代に〔 オ 〕が分裂していた左派・右派の
再統一をはたし，それが刺激となって自由民主党が〔 カ 〕により成立した。それ以降，わが国の政治はこ

の 2つの政党を中心とする C 体制のもとで推移することとなった。1970年代から再び多党化の傾向が見
られるようになったが，それでも 1990年代に入るまで，自由民主党の一党優位が続き，政権交代はなかった。 
 こうした状況の下で，特定の政策分野に精通し，その分野の政策決定に強い発言力をもつ政治家，すなわち

 D が，特定の業界団体などから集票や政治資金提供といった恩恵を受ける見返りに，それら組織の要求を

政策として実現するという関係が形成された。この関係は贈収賄事件の温床となったが，こうした贈収賄事件

は上記のような当事者間の強固な関係を背景に生じた点をとらえて〔 キ 〕とよばれた。 
 1990 年代に入ると，東京佐川急便事件やゼネコン汚職事件などが相次ぎ，抜本的な〔 ク 〕が必要であ
るとの世論が高まった。1993年の解散・総選挙の結果，細川護熙を首班とする 7党 1会派による非自民連立
政権が成立し，ついに C 体制は終わりを告げた。そして，翌年の1994年には，公職選挙法，政治資金規
正法，〔 ケ 〕などの〔 ク 〕関連4法が成立した。 
 こうしていったん自由民主党は下野したが，1994 年の自社さ連立政権の樹立とともに再び政権の座に復帰
した。この後も，自由民主党を中心とする連立政権が次々と形を変えて現れたが，ついに 2009年，生活第一，
政治主導をかかげた E が単独過半数を獲得して政権交代を実現し，社民党・〔 コ 〕とともに，3党連
立政権を樹立した。 
問 1 文中の   (A～E)に最も適当な語または数字を記入せよ。 
問 2 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 公明党 12 マニフェスト 13 側近政治 14 名望家政党 15 階級政党 16 日本社会党 
17 大衆政党 18 前衛政党 19 官僚政治 20 金権政治 21 世界観政党 22 パンフレット 
23 クレド 24 地域政党 25 日本共産党 

問 3 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 司法制度改革 27 内閣府設置法 28 勢力均衡 29 保守合同 30 業務上横領  
31 保革伯仲 32 疑獄 33 政治改革 34 国民新党 35 構造汚職 36 政党助成法  
37 新党日本 38 国民投票法 39 みんなの党 40 行政改革 

 

【8】2012 中央大学 2/15,一般Ⅱ 経済  

 近代的なa政党の起源はイギリスにあり，17 世紀後半には，後の自由党，保守党となる政党がそれぞれ結
成された。一方日本では，板垣退助が率いる ① 党と大隈重信が率いる ② 党が合同して ③ 党が結

成され，日本で最初の政党内閣である，いわゆる隈板内閣が 1898年に成立したが短命に終わった。大正時代
になると， ④ の総裁であり，平民宰相として人気があったb原敬による，日本で最初の本格的な政党内閣

が成立した。その後，1932年の ⑤ 事件によって， ⑥ を首相とする内閣は倒れ，これを契機に事実上

c政党内閣は終わりを告げた。 
 第二次世界大戦後，GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって，言論や政治活動の自由が保障されると，
次々に政党が結成された。しかしその後政党の合併が行われ，1955 年には，左派と右派に分裂していた日本
社会党は統一により再結成され，保守合同により自由民主党が結成され，社会党と自民党による二大政党制が

実現した。しかし社会党の議席は自民党のそれより少なく「 ⑦ 政党制」と呼ばれ，自民党による長期政
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権が続いた。また，1960年代以降，二大政党制が崩れ多党化現象が生まれた。例えば， ⑧ 年に，社会党

から分離した右派系議員によって民主社会党が結成され， ⑨ 年にd民社党に改称された。また ⑩ 年

には，公明党が結成された。 
 1990年代において，自民党による長期政権は終わりを告げ，いわゆる 55年体制が崩壊した。1993年の総
選挙によって，自民党の獲得議席は過半数を割り，8党派による e細川内閣に政権を奪われた。しかしその翌

年，自民党は，社会党および ⑪ とともに，村山富市を総理大臣とする連立内閣を成立させ，再び政権の

座につくことになった。その後，自民党は，いろいろな政党と連立政権を組み政権を維持したが， ⑫ 年

の総選挙において民主党が圧勝し，本格的な政権交代がおこった。 
問 1 文中の空欄 ① ～ ⑫ にあてはまる適切な語句または数字を解答欄に記入しなさい。 
問 2 下線部aに関して，政党を，「ある特定の主義または原則で一致している人々が，その主義または原則
に基づき国民的利益を増進すべく協力するために結成した団体」と定義した，イギリスの政治思想家の名前

を答えなさい。 
問 3 下線部bに関して，原敬は選挙法を改正し，国税に関する選挙人資格の要件をいくら以上に引き下げた
か答えなさい。 

問 4 下線部cに関して，大日本帝国憲法下の一時期において，「憲政の常道」と呼ばれる慣例にしたがって
政党内閣が成立した。「憲政の常道」とはどのようなものか，50字以内で説明しなさい(句読点も 1字に数
える)。 
問 5 下線部d に関して，民社党は，1994年にある政党が結成されるにともない解党された。その政党は何
か，答えなさい。 

問 6 下線部eに関して，細川内閣に続く非自民連立内閣の総理大臣は誰か，またその所属政党は何か，答え
なさい。 
 

【9】2012 同志社大学 2/8,学部個別日程 法 グローバル･コミュニケーション  

 国民の意思を政治に反映させる最大の機会が選挙である。(a)選挙の原則の一つは，一定の年齢に達した国民

すべてに選挙権・被選挙権を認める( A )である。 
 選挙制度には，候補者個人に投票する個人代表制と，各政党の得票率に応じて議席を配分する( B )があ
り，(b)個人代表制のうち，選挙区ごとの議員定数を 1名とするのが小選挙区制，2名以上とするのが大選挙区
制である。日本では，戦後約 40年にわたって，衆議院で 1選挙区の議員定数を 3～5名としていた。しかし，
選挙区内で票を分け合うための地盤作りと維持に政治家が熱心になり，選挙資金が多大となるなどの欠点が見

られた。この時期は 55年体制と呼ばれ，自由民主党(自民党)と( C )による二大政党制の期待をもって出発
したが，自民党が選挙で常に勝ち，長期にわたり政権を握り続けていた。自民党は官僚制と密接に結びつくと

共に，利益誘導政治によって利益集団の支持を集め，ここに官庁と利益集団との間に立って利益調整を行う( 
D )が誕生した。また，自民党内では有力な派閥の領袖が首相の座を争い，各選挙区内では各派閥の自民党
候補同士が争った。そのため多額の政治資金を要することから，( E )がはびこり，(c)汚職事件が相次いで

露呈した。 
 こうして自民党への批判が高まり，1993年の総選挙の結果，非自民の( F )として( G )内閣が誕生し，
55 年体制は崩壊した。この内閣において，「金のかからない選挙」の実現を目的とした政治改革として 199
4年に，( ア )改正，(d)政治資金規正法改正，( カ )法，選挙区確定審議会設置法の四法が成立した。 
〔設問 1〕 文中の( A )～( G )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～Gに記入せよ。 

1．平等選挙 2．直接選挙 3．中選挙区制 4．比例代表制 5．社会民主党 6．民主社会党  
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7．普通選挙 8．民主党 9．日本社会党 10．族議員 11．圧力団体 12．テクノクラート  
13．業界団体 14．国対政治 15．金権政治 16．単独政権 17．連立政権 18．密室政治  
19．羽田 20．細川 21．宮沢 22．村山 

〔設問 2〕 下線部(a)に関連して，選挙の方法についての説明として，次の(ⅰ)～(ⅳ)の中で適当でないものは
いくつあるか。選択肢 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。 
(ⅰ) 選挙人の自由な意思を守るため，投票した人がどの候補者に投票したかが分からないようにする選挙
の方法をとることは，憲法上保障されている。 

(ⅱ) 衆議院議員選挙も参議院議員選挙も，国民が直接，候補者または政党への投票を行う。 
(ⅲ) 地方公共団体の長の選挙も地方議会議員選挙も，住民が直接，候補者への投票を行う。 
(ⅳ) アメリカ大統領選挙では，有権者が選んだ大統領選挙人が候補者への投票を行う。 

<選択肢>  
1．1つ 2．2つ 3．3つ 4．4つ 5．なし 

〔設問 3〕 下線部(b)に関連して，日本における小選挙区制と大選挙区制を比較して述べた説明として，最も
適切なものを次の 1～4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．大選挙区制では，少数党に有利であり，有権者が候補者の人格・識見をよく知ることができる。 
2．小選挙区制では，買収など，不正選挙の可能性が高くなり，候補者にとって選挙費用が多くなる。 
3．小選挙区制では，有権者が候補者をよく知ることができるが，死票が多くなる。 
4．大選挙区制では，人物選択の幅があるが，地方の利益を優先し国民代表としての適性を欠く人物が
輩出しやすい。 

〔設問 4〕 下線部(c)に関連して，このような事件について述べた説明として，最も適切なものを次の 1～4
のうちから 1つ選び，その番号を解答欄Ⅱ－乙に記入せよ。 

1．陸運大手の会社が，政界に政治献金をばらまいた事件では，首相が知事であった時代に献金を受け
たことを認め，起訴された。 

2．大手情報産業会社が，子会社の値上がり確実な未公開株を政治家・官僚・財界人に譲渡して，自社
に有利な行政を求めた事件では，首相が起訴された。 

3．大手総合建設会社が起こした事件では，政治献金によって公共事業を誘致し，その工事を落札しよ
うとしたことが次々と発覚し，首相が有罪判決を受けた。 

4．アメリカの会社の航空機売り込みに関係する国際的な贈収賄事件では，資金の提供を受けた当時の
首相が，そのアメリカの会社の航空機を導入するように日本の会社に働きかけたとして，一，二審で

有罪となった。 
〔設問 5〕 文中の( ア )に関し，次の文章の( ア )～( オ )に最も適切な語句を解答欄Ⅱ－甲に記入し，

( H )，( I )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H，Iに記入せよ。 
 1994 年の( ア )改正により，( H )議員を選出する選挙に( イ )制が導入された。これは，2 つの
選挙方法を組み合わせることにより，それぞれの欠点を補うことを目指したものであるが，( ウ )制によ
り，一方で落選した者が他方で当選することがあるという問題が指摘されている。 
 ( I )議員を選出する選挙では，2000 年の( ア )改正により，投票用紙に候補者の個人名又は政党名
を記入して，その合計票数に従い( エ )式により各党に議席を配分し，その政党の中では個人名の得票の
多い候補者から順に議席を得る方式である( オ )制が導入された。これによって，政党ではなく人を選び
たいという選挙人の意思が生かされることとなったが，政党が，タレントなどを候補者に立てて議席数を増

やそうとする手法は問題であると指摘されている。 
1．衆議院 2．参議院 



私大2012 政党政治と選挙 14/26 

〔設問 6〕 文中の( ア )についての記述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．この法律では，選挙の際，戸別に各家庭を訪問して投票を依頼することを禁止している。 
2．この法律では，選挙運動に際して，有権者に候補者の政見を知らせるために候補者を一堂に集め，
同一の場所を用意して演説会を開くことが認められている。 

3．この法律では，議員定数の不均衡は，国勢調査の結果に基づいて手直しされることになっている。 
4．この法律では，選挙運動の中核的な人が選挙違反を犯し，禁錮刑以上の刑に処せられた場合，候補
者の当選を無効とし，その選挙区での立候補は制限することが規定されている。 

5．この法律では，定められた期間以外に選挙運動をすることを禁止している。 
〔設問 7〕 下線部(d)に関する記述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．この法律では，企業による政治家個人への政治活動に関する寄附は禁止されているが，政党・政治
資金団体への政治活動に関する寄附は禁止されていない。 

2．この法律では，企業による政治家個人への政治活動に関する寄附は禁止されていないが，政党・政
治資金団体への政治活動に関する寄附は禁止されている。 

3．この法律では，企業による政治家個人への政治活動に関する寄附も，政党・政治資金団体への政治
活動に関する寄附も，禁止されている。 

4．この法律では，政治資金の提供を受けた政治家の収支報告義務が定められているが，政治資金の提
供を受けた政治団体については，そのような義務は定められていない。 

5．この法律では，政治資金パーティー開催については，規制されていない。 
〔設問 8〕 文中の( カ )には，政治資金をめぐる疑惑の発生を防止することを目的として，所属国会議員が

5人以上又は一定の国政選挙の得票率が 2パーセント以上の政治的集団に対して，その政治活動費用の一部
を国費により交付するため，1994 年に制定された法律の名称が入る。この法律の名称として最も適切な語
句を，解答欄Ⅱ－甲に記入せよ。 
 

【10】2012 松山大学 2/11,Ⅱ期日程 経済 経営  

 現代では，政治的意見を同じくする人たちが集まって政党を結成し活動する。政治のあり方を決定する議会

においては一般的に多数決の原理(a)が働くので，政党は一定の政策をまとめて有権者に訴えかけ，多数の支持

を得て( 1 )の獲得を目指す。 
 日本国憲法前文は，「そもそも国政は，国民の厳粛

げんしゅく

な( 2 )によるものであって，その権威は国民に由来
し，その権力は国民の( 3 )がこれを行使し，その福利は国民がこれを享受

きょうじゅ

する」と定め，民主的政治の職

責にふさわしい( 3 )を公正な手段で選出することを求めている。国会議員や，地方自治体の長(b)あるいは議

員などを選出する行為を選挙といい，通常は投票によって行われる。 
 選挙を公正なものとするために必須と考えられている原則には，普通選挙(c)，秘密投票(d)，平等選挙(e)，あ

るいは A 選挙， B 選挙といったものがある。また，選挙の方法には様々なものがあり，大別すると，

小選挙区制(f)と大選挙区制(g)，それに比例代表制(h)に分けられる。 
1) 空所( 1 )に入れるのに最も適切なものを，次の中から 1つ選べ。 13  

① 公 約 ② 政 権 ③ 代 表 ④ 利 権 ⑤ 授 権 
2) 空所( 2 )に入れるのに最も適切なものを，次の中から 1つ選べ。 14  

① 信 用 ② 受 託 ③ 信 託 ④ 授 権 ⑤ 信 頼 
3) 空所( 3 )に入れるのに最も適切なものを，次の中から 1つ選べ。 15  
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① 代表者 ② 統治者 ③ 象 徴 ④ 元 首 ⑤ 責任者 
4) 空所 A ， B に入れるのに最も適切な語句の組み合わせを，次の中から1つ選べ。 16  

① 直接と自由 ② 直接と代理 ③ 直接と義務 ④ 権利と自由  
⑤ 権利と代理 ⑥ 権利と義務 

5) 下線部分(a)について，最も適切なものを，次の中から 1つ選べ。 17  
① 「最大多数の最大幸福」という言葉で表される。 ② 全員(全会)一致が原則とされる。 
③ この考え方を最大限に活用すべき，と唱えたのが，J. S. ミルである。 
④ 少数派の意見に配慮することは前提とならない。 
⑤ この原理自体は民主制とは直接関係がない。 

6) 下線部分(b)にあてはまらないものを，次の中から 1つ選べ。 18  
① 市 長 ② 知 事 ③ 教育長 ④ 町 長 ⑤ 村 長 

7) 下線部分(c)について，不適切なものを，次の中から 1つ選べ。 19  
① 対になる概念は，「制限選挙」である。 
② 選挙権者を一定額以上の納税者とすることは，普通選挙とはいえない。 
③ 選挙権者を特定の思想を持たないものに限定することは，普通選挙とはいえない。 
④ 選挙権者の年齢を制限することは，普通選挙とはいえない。 
⑤ かつて日本では，選挙権者を男性のみとする普通選挙が存在した。 

8) 下線部分(d)について，不適切なものを，次の中から 1つ選べ。 20  
① 対になる概念は，「公開投票」である。 ② 無記名での投票は，この原則が背景にある。 
③ 選挙権者に対する干渉を防ぐ意図がある。 
④ 選挙権者が買収などの不正に関与しても，秘密が保障されるので処罰されない。 
⑤ 日本では，憲法で保障されている。 

9) 下線部分(e)について，不適切なものを，次の中から 1つ選べ。 21  
① 対になる概念は，「差別選挙」である。 
② 選挙権者の性別によって投票数が異なることは，平等選挙とはいえない。 
③ 選挙権者の納税額によって投票数が異なることは，平等選挙とはいえない。 
④ 「議員定数配分(一票の価値の平等)」の問題は，この原則に関係する問題である。 
⑤ 日本では，憲法で保障されていないが，法律で保障されている。 

10) 下線部分(f)について，最も適切なものを，次の中から 1つ選べ。 22  
① 選挙区の広さが大選挙区制に比べて小さいことからつけられた呼称である。 
② 各選挙区から2名以上を選ぶ方式である。 
③ 「大政党に有利で，死票が増える」との批判がある。 
④ 少数政党にとって，当選者を出しやすくなるメリットがある。 
⑤ 日本では，現在採用されていない。 

11) 下線部分(g)について，最も適切なものを，次の中から 1つ選べ。 23  
① 選挙区の広さが小選挙区制に比べて大きいことからつけられた呼称である。 
② 各選挙区から4名以上を選ぶ方式である。 
③ 「大政党に有利で，死票が増える」との批判がある。 
④ 二大政党制を導きやすくなる，といわれている。 
⑤ かつて日本では，衆議院選挙で「中選挙区制」として採用されていた。 

12) 下線部分(h)について，不適切なものを，次の中から 1つ選べ。 24  



私大2012 政党政治と選挙 16/26 

① 各政党の得た票の割合に応じ，政党に議席を割り当てる方式である。 
② 各選挙区から3名以上を選ぶ方式である。 
③ 「小党が分立して議会で意見がまとまりにくくなる」との批判がある。 
④ 死票が少なく，選挙権者の意向が反映されやすい，というメリットがある。 
⑤ 日本では，衆議院選挙で現在採用されている。 
 

【11】2012 明治学院大学 2/2,Ａ日程 社会 法 国際 心理  

 政党は，国民の間の様々な利益を集約し，それらを具体的な政策に転換して政治に反映させる役割を担う。

こうした意味において政党は民主政治の担い手といえる。 
 そもそも政党の始まりは，17世紀後半のイギリスにおける a 党と b 党(後の自由党)であるといわれ
ているが，当時は，制限選挙を背景に財産と教養をもった少数の人々による c 政党であり，その後，選挙

権の拡大とともに d 政党に発展していった。 
 日本で最初の本格的な政党内閣は，1918年立憲政友会の e 内閣であり，1924年の加藤高明護憲三派内
閣から政党内閣は続いたが，1932年の五・一五事件により政党内閣は終わり，1940年に f が結成された

ことで政党活動は終焉を迎えた。戦後，言論の自由や政治活動の自由が認められると，政党は次々と復活・誕

生していき，現代の議会政治における中心的アクターとなっている。 
 政党は議会内で活動するだけでなく，日常活動において組織拡大に努め，選挙時には候補者を立てて政権獲

得を目指す。政権をとった政党は g ，それ以外の政党は h と呼ばれ，両者は議会で政策論争を行い，

選挙で公約した政策の実現に向けて努力する。政党政治はいくつかのタイプに分類されるが，(1)イギリスやア

メリカなどのように 2つの有力政党が競争するタイプを i 制，フランス，イタリア，ドイツなどのように
3つ以上の政党が競争するタイプを j 制という。 
〔問 1〕 文中の空欄 a ～ j 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，アメリカとイギリスそれぞれで競い合っているもっとも有力な 2つの政党は何
か。 
 

【12】2012 青山学院大学 2/21,個別学部日程(Ｂ方式) 法 経営  

 次の文章を読み，下の問い(問 1～3)に答えなさい。(解答番号 39 ～ 41 ) 
 自民党(自由民主党)は， 39 年の結党以来，長いあいだ与党であり続けた。しかし，1993 年に自民党が
分裂し，その年の衆議院選挙の結果，自民党は野党になった。これ以降，(a)政党は離合集散を繰り返していっ

た。 
 1993年の政権交代からしばらくして，自民党は与党の座に戻った。それから 10年以上が過ぎた 2009年の
衆議院選挙では，自民党は大きく議席を減らす一方で，民主党が躍進し，再び(b)政権交代が起きるという結果

になった。それから約 1年後の 2010年の参議院選挙では，与党が議席を減らし，参議院では野党が多数とな
る「ねじれ現象」が生まれた。 
 今後，日本で政権交代が日常化するのか，そして政党制はどのようになるのかは，社会状況や国民の意向，

選挙制度などによっても左右され，予測することは難しいであろう。 
問 1 文中の空欄 39 に入る最も適切な数字を下の①～④のうちから1つ選び，数字をマークしなさい。 

① 1950 ② 1955 ③ 1960 ④ 1965 
問 2 下線部(a)についての説明として，最も適切なものを下の①～④のうちから 1つ選びなさい。 

① 政治資金規正法は，企業・団体による政党への献金を禁止している。 
② 日本国憲法は，政党の要件を規定している。 
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③ 政党助成法により，政党に対して政党交付金が国から交付されている。 
④ 公職選挙法により，政党はマニフェストの公表を義務付けられている。 

問 3 下線部(b)に関連して，1993年と 2009年の政権交代と 2010年の参議院選挙についての説明として，適
切ではないものを下の①～④のうちから 1つ選び，数字をマークしなさい。 41  
① どちらの政権交代も，新たに成立した政権は連立政権であった。 
② どちらの政権交代も，直後に発足した新内閣は，一年もたなかった。 
③ 1993年の衆議院選挙の結果，自民党は衆議院で最大の議席をもつ第一党の座を維持した。 
④ 2010年の参議院選挙の結果，自民党は参議院で最大の議席をもつ第一党の座を奪還した。 
 

【13】2012 成城大学 2/11,Ａ方式(３教科) 文芸  

 『職業としての政治』を著した a は，政党の発展を貴族主義的政党から名望家政党を経て b へと至

るプロセスとして描いた。この b は，普通選挙制度の導入により登場し，日本国憲法のもとでも中心的な

役割を果たしている。 
 最高裁判所の判例によると，政党は「議会制 c を支える不可欠の要素」であり，「国民の政治意思を形

成する最も有力な媒体」である。このような媒体としては，政党以外にも，新聞，放送といった d や各種

圧力団体などが考えられる。政党は，選挙を通して，(A)その構成員を国会に送り込むことにより，国民の政治

意思の形成に直接関与することができるという特徴を有している。そこで，健全な政党政治を育成することを

目的として，1994年に e 法が制定された。しかし，この法律に対しては，政党はあくまで憲法第21条の
保障する f に基づく私的な政治団体であることを強調し，国家による関与を強めてしまうとの批判もある。 
 議院内閣制を採用している日本国憲法のもとでは，与党は国会と内閣を媒介するきわめて重要な機能を果た

している。通常，与党の党首が，(B)国会により内閣総理大臣に指名される。そして多くの場合，(C)内閣総理大

臣はすみやかに与党の有力議員を国務大臣に任命して組閣する。このような与党の役割に照らすと，与党およ

び内閣を批判する(D)野党の役割が重要なものとなる。 
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)に関連して，第 2次世界大戦後の日本の政党は，その政策を国民に対して明確に掲げる一方，
所属議員に対する規律強化を図る傾向にある。国会における表決に際して，政党執行部が所属議員に対して

党の方針に従うことを強制する慣行を何と呼ぶか。 
問 3 下線部(B)について，日本国憲法第 67条 2項によれば，衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場
合，両議院の g を開いても意見が一致しないとき，または衆議院が指名の議決をした後，国会休会中の

期間を除いて h 日以内に参議院が指名の議決をしないときは，衆議院の議決が国会の議決となる。空欄

g，hを埋めるのに最も適当な語句または数字を記せ。 
問 4 下線部(C)について，次の(ｱ)～(ｵ)の文章のうち，内閣総理大臣による国務大臣の任命の説明として，法
制度上，正しいものには○，誤っているものには×を記せ。 

(ｱ) 内閣総理大臣は，国務大臣の過半数を衆議院議員から選ばなければならない。 
(ｲ) 内閣総理大臣は，国務大臣の数を衆議院議員と参議院議員に均等に割り振らなければならない。 
(ｳ) 内閣総理大臣は，国務大臣の半数未満を民間人から選ぶことができる。 
(ｴ) 内閣総理大臣は，国務大臣の数を20名以上としなければならない。 
(ｵ) 内閣総理大臣は，すべての国務大臣を文民から選ばなければならない。 
問 5 下線部(D)に関連して，イギリスでは，野党は政権交代に備えて，与党とは異なる政策を立案する組織
をつくる慣例がある。この組織を何と呼ぶか。 
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【14】2012 明治大学 2/14,一般 法  

 間接民主制をとる現代民主主義国家において，選挙は全国民の代表者を決定し，国民の意思を政治に反映さ

せる意義を持つ制度である。選挙に関する基本原則は，制限選挙・差別選挙・間接選挙・公開選挙から，それ

ぞれ A 選挙・平等選挙・直接選挙・秘密選挙へと発展してきた。制限選挙は，財産，身分，性別等によっ

て選挙権・被選挙権を制限するものであり，これに対して A 選挙はそれを制限しないものである。平等選

挙は，選挙人の一票を同等の価値として平等に扱うものである。また，直接選挙は，選挙人が直接，候補者に

投票するものであり，そして，秘密選挙は，選挙人がどの候補者に投票したかを公開せず，自由な投票を保障

しようとするものである。 
 わが国における選挙権の拡大を衆議院について見ると，1890 年に国会が開設されたときは，満 25 歳以上
の男子で直接国税 15円以上の納税者に選挙権が，満 30歳以上の男子で直接国税 15円以上の納税者に被選挙
権が与えられるという制限選挙であったが，その後の選挙権運動の結果， B 年には，納税額を問わず満2
5歳以上の男子に選挙権が，満 30歳以上の男子に被選挙権が認められ，そして，1945年に満 20歳以上の男
女に選挙権が，満 25歳以上の男女に被選挙権が認められた。 
 (1)選挙区制度については，「小選挙区制」，「大選挙区制」，「比例代表制」などに分かれる。小選挙区制

は，1選挙区から 1名の代表を選出するものであり，大選挙区制は，1選挙区から 2名以上の代表を選出する
方法である。また，政党や候補者に投じられた得票数に比例して(2)一定の方式によって各政党に議席を配分す

る制度が(3)比例代表制である。 
 選挙制度については，1950 年制定の C 法を中心に現在まで運営されてきた。衆議院の選挙区制は，各

都道府県をいくつかの選挙区に分け，1選挙区 3～5名程度の議員を選出してきた。これは， D 制と呼ば

れる日本独特の制度であり，いくつかの長所があったものの，選挙区内で票を分け合うための地盤形成とその

維持に政治家の関心が集中する点などが短所として指摘された。 
 1994 年，細川連立内閣の下で C 法が改正され，衆議院において小選挙区比例代表 E 制が導入され

た。これは，有権者が 2票を投じ，小選挙区で 300名，比例代表で 200名(2010年 12月時点で 180名)を選
出するものである。 
 一方，参議院は，2010年 12月時点で，全国を 1選挙区として 96名の議員が選出される比例代表と，各都
道府県ごと(2～10名)に 146名の議員が選出される選挙区とに分けて代表を選出している。2000年の C 法

の改正により，比例代表には，投票用紙に候補者の個人名または政党名を記入して，その合計票数に従い一定

の方式によって各政党の議席を配分し，政党の中においては個人名の得票の多い候補者から順に議席を得る方

式( F 比例代表制)が導入された。 
問 1 空欄A～Fに最も適当と思われる語句を，解答欄に記入しなさい。 
問 2 下線部(1)に関して，1812年，アメリカのマサチューセッツ州知事が操作した選挙区の形が伝説上の怪
獣の姿に似ていたために命名されたもので，特定の党派や候補者に有利になるように選挙区を決定すること

を何というか。最も適当と思われる語句を解答欄に記入しなさい。 
問 3 下線部(2)に関して，これを考案したベルギーの学者にちなんで命名されたもので，比例代表制において
議席の配分が政党の得票数に比例して決められる方式を何というか。最も適当と思われる語句を解答欄に記

入しなさい。 
問 4 下線部(3)に関して，比例代表制の短所について，70字以内で説明しなさい。 
 

【15】2012 青山学院大学 2/21,個別学部日程(Ｂ方式) 法 経営  

 間接民主制において，選挙は，主権者である国民が政治に関する意思を表明し，みずからの代表である議員

を選出する極めて重要な機会である。したがって，議員の選出のルールである選挙制度は，間接民主制の根幹
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をなす制度である。 
 衆議院では，長らく，1つの選挙区から 3～5名の議員を選出する(a)中選挙区制が採用されていたが， 32
 年に 33 の一環として(b)小選挙区比例代表並立制に改革された。現在の衆議院の選挙制度の特徴として，

小選挙区と比例区の両方に立候補できる重複立候補制の採用がある。小選挙区と比例区に重複立候補した候補

者は，小選挙区で落選しても比例区で復活当選することが可能となる。復活当選は，比例名簿の同じ順位に複

数の重複立候補者がいるとき， 35 候補者から順に認められる。その一方で，参議院議員は， 36 を単

位とする選挙区選挙と， 37 を単位とする比例代表選挙によって選出される。また，参議院選挙では，(c)

非拘束名簿式が採用されていることも大きな特徴としてあげられる。 
 近年では，政治に対して興味や関心をいだかない政治的無関心が国民のあいだで広がってきている。間接民

主制における選挙の意義を改めて確認し，主権者としての自覚をもつことが国民には求められよう。 
問 1 下線部(a)についての説明として，最も適切なものを下の①～④のうちから 1 つ選び，数字をマークし
なさい。 31  
① 中選挙区制は，大政党に有利な選挙制度である。 
② 中選挙区制は，アメリカやイギリスの国政でも採用されている。 
③ 中選挙区制では，政党が過半数の議席を獲得するためには，同じ選挙区に複数の候補者を擁立する

必要がある。 
④ 中選挙区制では，各政党の議席の配分は，それぞれの政党が獲得した票の数に応じて行われる。 

問 2 文中の空欄 32 に入る最も適切な数字を下の①～④のうちから1つ選び，数字をマークしなさい。 
① 1984 ② 1989 ③ 1994 ④ 1999 

問 3 文中の空欄 33 に入る最も適切な語句を下の①～④のうちから1つ選び，数字をマークしなさい。 
① 行政改革 ② 構造改革 ③ 政治改革 ④ 地方分権改革 

問 4 下線部(b)に関連して，次の表は 2009年 8月 30日に執行された衆議院議員総選挙の党派別得票率・当
選者数(全国)を，小選挙区と比例区ごとに表したものである。この選挙結果の記述として適切ではないもの
を下の①～④のうちから 1つ選び，数字をマークしなさい。 34  

 
① 小選挙区で，過半数の議席を獲得した政党はない。 
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② 比例区で，過半数の議席を獲得した政党はない。 
③ 小選挙区で，50％超の得票率を得た政党はない。 
④ 比例区で，50％超の得票率を得た政党はない。 

問 5 文中の空欄 35 に入る最も適切な文章を下の①～④のうちから1つ選び，数字をマークしなさい。 
① 選挙区の有権者の数が多い ② 選挙区の当選者の得票数が多い 
③ 惜敗率が高い ④ 得票率が高い 

問 6 文中の空欄 36 ， 37 に入る最も適切な語句を下の①～④のうちからそれぞれ1つ選び，数字を
マークしなさい。 36 ， 37  
① 市町村 ② 都道府県 ③ 衆議院比例ブロック ④ 全 国 

問 7 下線部(c)の制度のもとで有権者が投票用紙に記入する内容として，最も適切なものを下の①～④のうち
から 1つ選び，数字をマークしなさい。 38  
① 候補者名のみ ② 候補者名および政党名 ③ 候補者名もしくは政党名 ④ 政党名のみ 
 

【16】2012 学習院大学 2/7 文  

 現代の国家はよく行政国家①と呼ばれる。あるいは福祉国家と呼ばれることもある。いずれにしても，国家

による行政サービスの量と種類が格段に多くなった結果，行政機関の役割が複雑となり，また肥大化してきた

ことを示している。 
 特に第2 次世界大戦後は，多くの先進国で行政機構の肥大化が進んだため，それに対する批判的な思潮も
起ってきた。1つの代表的な考え方として，1980年代にイギリスの首相であった人物の名前をとって A と

呼ばれるものが挙げられる。また同様な考え方はアメリカのレーガン大統領にも，また，かなりの程度はわが

国の中曽根康弘首相②にも見られたと言われている。 
 その後，1990年代の後半には再び行政機構の改革の動きが活発となり，橋本首相の下で B が設置され，

その提言に従って 2001年，「1府 12省庁」体制への中央省庁の再編が実現した。さらに中央省庁から現業・
サービス部門を切り離す目的で独立行政法人の制度も導入された。また，内閣機能を強化するための方策とし

て，内閣府が設置されたのもこれらの一連の改革の結果である。 
 そうした改革を受けながら，これまでの自民党政治とは大きく異なる政権運営を行ったのが小泉純一郎首相

であった。「聖域なき構造改革」をスローガンとし，道路公団改革などに加え，中央と地方との間のいわゆる

三位一体の改革③を推進した。その一方で，自民党内部の反対派を抵抗勢力と呼んで対決姿勢を際立たせ，ほ

ぼ一貫して国民からの支持を得ることに成功した。 
 しかしながら，「自民党をぶっ壊す」と叫んでいた小泉首相は，これまでの自民党政権の運営の仕組みを本

当に破壊してしまった面があった。小泉首相の後を継いだ安倍晋三・ C ・麻生太郎の3人の自民党の首相
は，いずれも 1年程度の短命政権に終わったが，その背景には小泉政治の反動・余波④という面が少なからず
あったと考えられている。 
 こうして自民党の統治の仕組みが崩れるのと対照的に，民主党が対抗勢力として台頭してきた。そして20
09年 8月の総選挙の結果，遂に本格的な政権交代が起ったのである⑤。民主党は，これまでの自民党政治を官
僚依存として批判し，自らは「政治主導」の体制を築くことを重要なスローガンとして掲げていた。 
 こうした方針に従って鳩山政権は，政権交代の直後， D 会議を廃止したが，これは19世紀の終わり頃，
つまりわが国に内閣制度が形成されたころから存在していた制度であった。ただし同会議は，その後，各府省

連絡会議という名称で形を変えながら復活した。また，閣僚委員会や国家戦略室，あるいは行政全般の無駄の

排除や不正を正すための機関として E 会議を設置した。しかしながら，これらの機構改革はその運営がう

まく軌道に乗らなかったりしたため，必ずしも十分な成果を挙げたとはいえないものも多い。 
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問 1 文中の空欄 A ～ E にあてはまる語句を解答欄に記入しなさい。〔解答用紙記述〕 
問 2 下線部①に関連して，19 世紀までの状況で行政国家とは全く逆に行政サービスの極めて限られていた
国家を何と呼ぶかを漢字 2字で解答欄に記入しなさい。〔解答用紙記述〕 
□□国家 

問 3 下線部②に関連して，中曽根首相について記述した文章のうち，誤っているものを以下の a～d から 1
つ選び，解答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 

a 防衛費の対GNP比 1パーセントの枠を実際に突破させた。 b 国鉄を分割民営化させた。 
c 自らの自民党総裁の後継者として竹下登を指名した。 
d 首相の任期中に3度の解散総選挙を行った。 

問 4 下線部③に関連して，いわゆる三位一体の改革に含まれないものを以下の a～dから 1つ選び，解答欄
にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 

a 機関委任事務の廃止 b 地方交付税の見直し c 国庫補助金の削減 d 地方税の増強 
問 5 下線部④に関連して，小泉首相がいわゆる郵政民営化を推進したために，自民党の内部からも強い反対
が出た。綿貫民輔，亀井静香らは結局，小泉首相と厳しく対立して自民党を離党し，新党を設立した。この

新党の名称を漢字 4字で解答欄に記入しなさい。〔解答用紙記述〕 
問 6 下線部⑤に関連して，この時の民主党と自民党が獲得したそれぞれの議席数の組み合わせとして，実際
の数字にもっとも近い組み合わせはどれか。該当する組み合わせの記号をマークしなさい。 

a 民主党 260 自民党 160 b 民主党 290 自民党 140 
c 民主党 310 自民党 120 d 民主党 340 自民党 100 
 

【17】2012 京都産業大学 1/28,前期日程(３科目) 経済 経営 法 外国語 文化  

 日本の選挙とマスメディアに関する以下の会話を読み，各設問に答えよ。 
ミナミ：  選挙は，私たちが参加して，自分たちの意思を政治に反映させることのできる大切なチャンスよ

ね。 
マコト：  でも最近は，特定の支持政党を持たない無党派層と言われる人々や，政治に関心を持っていない

人たちが増えているんだ。国政選挙の投票率は下がってきてるから，①投票率を上げる努力もしてい

るよ。 
ミナミ：  選挙運動は自由でなければいけないと思うけど，同時に②フェアでないといけないわね。野球と

同じようにルールがあると言うけど，どんなルールがあるの？ 
マコト：  選挙のルールは公職選挙法，③政治とお金に関するルールは政治資金規正法などがあるよ。 
ミナミ：  「民主的な選挙を」とよく言われるけど，具体的にはどうだったら民主的な選挙だと言えるの？ 
マコト：  ④普通選挙，平等選挙，秘密選挙，自由選挙などの原則があるんだ。 
ミナミ：  日本は民主的な国だから，どの原則も守られているのよね。 
マコト：  平等選挙というのは，有権者一人一人の一票の持つ価値を等しくすることを意味するんだ。確か

に僕たち有権者は一人一票ずつを持っているけど，議員定数と有権者の数の関係から「⑤一票の格差」

が問題になって，裁判にもなっているよ。 
ミナミ：  ふ～ん，簡単じゃないのね。ところで日本の国会は⑥二院制だけど，衆議院と参議院で選挙の方

法にも違いがあるの？ 
マコト：  衆議院のほうは，⑦小選挙区制と比例代表制を組み合わせた「小選挙区比例代表並立制」でやっ

ているよ。 
ミナミ：  参議院はどうなの？ 
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マコト：  参議院議員は，3年ごとに，全国 1ブロックの比例代表区と，都道府県を単位とする選挙区から
選ばれるんだ。 

ミナミ：  衆議院にも参議院にも，比例代表制があるのね。 
マコト：  衆議院と参議院の選挙の方法がよく似ているし，参議院も⑧政党政治化したことが，問題とされ

ているんだ。 
ミナミ：  そういえば，この間のニュースで首相が辞めるって言ってたよね。世論調査の結果で政策が変わ

るっていうのはまだ分かるけど，⑨政党支持率や内閣の支持率調査で首相まで辞めさせられるなんて，

世論ってすごいのね。 
マコト：  「民の声は神の声」って言った人もいたね。現代の政治では，⑩世論の役割は大きいって，この

間先生が授業で言っていたよね。世論には，新聞，テレビ，雑誌，ラジオなどのマス・メディアが

大きな影響を与える，とも言っていたような・・・。でも，最近インターネットが登場して，新聞

を読まない人も増えているよ。 
ミナミ：  マス・メディアが落ち目って言うこと？ 
マコト：  ケイタイで新聞を読む人もいるから，そうとも言えない。⑪新しいメディアが登場して，報道の

しかたが多様化したという程度かな。 
問 1 下線部①のために近年に行われた法改正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
一つ選び，その番号をマークせよ。 

1．期日前投票が認められるようになった。 
2．候補者による戸別訪問を，選挙期間中にもできるようにした。 
3．インターネットによる選挙運動を解禁した。 
4．政党に対して，マニフェストの作成と配布を義務づけた。 

問 2 下線部②に関連して，公職選挙法では，候補者間の経済力の格差が選挙結果に直接影響しないような工
夫がなされている。その内容についての記述として最も不適切なものを，次の 1～4の中から一つ選び，そ
の番号をマークせよ。 

1．選挙公報を作成して，全戸に配布している。 
2．ビラやポスターなどの文書の作成を，公費で行っている。 
3．候補者の経歴や政見をテレビで放送している。 
4．選挙事務所として，市区町村の土地や建物を候補者に提供している。 

問 3 下線部③についての記述として最も適切なものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号をマークせ
よ。 

1．政党助成法では，地方議員のみの政治団体に対しても，国が政党交付金を支出することになってい
る。 

2．選挙違反の連座制により，選挙運動の責任者が買収などを行った場合には当選が無効になる。 
3．企業や団体が，政党や政党支部に対して献金することを禁止している。 
4．政治資金管理団体を通じてであっても，親が子に政治資金を引き継がせることは禁止されている。 

問 4 下線部④についての記述として不適切なものを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号をマークせよ。 
1．最高裁判所は，議員定数配分規定が法の下の平等に反していて違憲だという判断を下したことがあ
る。 

2．女性にも選挙権が保障されるようになったのは，男性の普通選挙が認められてから約 20年たった，
第 2次世界大戦後のことであった。 

3．最高裁判所は，議員定数不均衡のため選挙結果が無効であるとして選挙のやり直しを命じたことは
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ない。 
4．主権者としての意思を明確にするため，公職選挙法は投票することを有権者に義務づけている。 

問 5 下線部⑤を是正するための努力についての記述として適切なものを，次の1～4の中から一つ選び，そ
の番号をマークせよ。 

1．衆議院選挙において，小選挙区選挙で法定得票数に達しなかった候補者は，重複立候補をしていて
も比例区で当選者となることができないようにした。 

2．衆議院議員選挙区画定審議会を設置して，10年ごとに人口の変動に応じて小選挙区の区割りを見直
すことにした。 

3．衆議院議員選挙において，比例代表制から選出する議員の数を，2000年に 200人から 180人に削
減した。 

4．参議院選挙の比例代表制において，候補者の個人名に対しても投票を可能とする，非拘束名簿式を
採用した。 

問 6 下線部⑥を国政において採用していない国を，次の 1～4の中から一つ選び，その番号をマークせよ。 
1．アメリカ 2．イギリス 3．中 国 4．フランス 

問 7 下線部⑦についての記述として最も不適切なものを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号をマーク
せよ。 

1．1つの選挙区から，1名の当選者を出す選挙制度である。 
2．他の選挙制度と比べて，死票が多くなる傾向がある。 
3．大政党間で競い合う選挙制度であるため，無所属として立候補することができない。 
4．一般的に，相対多数を得た第一党は，得票率の差よりも大きな差をつけて議席占有率を得る。 

問 8 下線部⑧についての記述として最も不適切なものを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号をマーク
せよ。 

1．大日本帝国憲法の下では，政党の活動の自由は制限されていた。 
2．政党とは，選挙を通じて政策の実現や政権の獲得を目指す政治集団をいう。 
3．政党には，一つの政策や争点を重点的に訴える政党もある。 
4．個人の政治的活動の自由を尊重するために，政党は党員を除名することはできない。 

問 9 下線部⑨の近年の推移を示す，次の図中のA～Cに当てはまる組合せを，次の 1～6の中から一つ選び，
その番号をマークせよ。 

1． A－自民党 B－民主党 C－支持政党なし 
2． A－自民党 B－支持政党なし C－民主党 
3． A－民主党 B－自民党 C－支持政党なし 
4． A－民主党 B－支持政党なし C－自民党 
5． A－支持政党なし B－自民党 C－民主党 
6． A－支持政党なし B－民主党 C－自民党 

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の中から一つ選び，その番号をマークせよ。 

1．世論調査の結果によって，選挙における有権者の投票行動が影響を受けることがある。 
2．政治や政策に関する世論調査は民間が行うべきものとされており，政府機関が行うことはない。 
3．世論を形成する人々はあまりにも数が多いので，一定の方向に誘導しようとすることは不可能とさ
れている。 

4．世論は人々の合理的・理性的な判断に基づいて形成されるので，感情的なものには影響されない。 
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問 11 下線部⑪に関す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，その番号をマークせよ。 
1．デジタル化や多チャンネル化によって放送事業者に関する免許制度は廃止されて，放送局の開設が
自由化されている。 

2．多様な意見を報道に反映させるために，新聞社が社説などを通じて特定の意見を表明することは控
えられるようになっている。 

3．インターネットの急速な普及によって，高齢者や障害者などの情報格差の問題が解消し，経済格差
も小さくなっている。 

4．インターネット上の情報は，出所が不明確で内容が不正確なものも多いので，受け取る側にも批判
的に吟味する能力が必要となっている。 

 
【18】2012 明治学院大学 2/5,Ａ日程 文 法  

 選挙は，主権者としての国民がその意思を表明する重要な機会であるが，かつては一定の財産資格がある人

にのみ選挙権が与えられるような a 制度が主であった。これに対し労働者を中心として参政権を求める運

動が高まり，たとえばイギリスでは 1830年～40年代の b 運動などを経て，選挙権が拡大していった。日

本においても参政権拡大運動が展開された結果， c 年には男子普通選挙制，1945 年には女性参政権が実
現した。 
 選挙制度には，1 選挙区で 1 人の代表を選出する d 制，1 選挙区から複数の代表を選出する e 制，

政党の得票数に比例して議席を配分する f 制などがある。 d 制は，多数派の政党に有利であり少数派

が議席を獲得しにくいことから政治が安定しやすいといわれるが， g が多く選挙民の多様な意思が反映し

にくい問題点がある。また f 制は， g が少なく有権者の意思を公正に議会に反映できる長所がいわれ

るが，政治が不安定になる場合もある。 
 日本の衆議院の選挙制度は，1994 年に h 法が改正され，また2000 年には再度の法改正により現在，
 i 名を選出する d 制と j 名を選出する f 制を合わせた制度となっている。(1)この選挙制度では，

 d と f の両方に立候補することが認められており， d で落選しても k の高い候補者は，場合に

よっては， f 制で議員となることができる。 
 選挙活動については，選挙の公正さを守るために， h 法で選挙運動に関するルールが細かく定められて

おり，(2)選挙違反に対する罰則も強化されている。 
〔問 1〕 文中の空欄 a ～ k にもっとも適切な語句や数字を入れなさい。 
〔問 2〕 下線部(1)について，この制度を何というか。 
〔問 3〕 下線部(2)について，選挙運動の中核的な人が選挙違反を犯し，禁錮刑以上の刑に処せられた場合に，
候補者の当選が無効となる制度を何というか。 
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【1】2012 西南学院大学 2/7,Ａ日程・一般･センター併用 文 法  

問 1 A 住民 B 世論調査 C 世論操作 D センセーショナリズム E メディア・リテラシー 
問 2 ア 19 イ 18 ウ 15 エ 24 オ 11 

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

問 1 A ⑤ B ① C ④ D ③ E ⑤ F ④ 
問 2 無政治的態度…② 脱政治的態度…③ 反政治的態度…① 
問 3 ③ 問4 ① 問5 ② 問6 ③ 

【3】2012 拓殖大学 2/5,ベスト２(Ａ) 商 政経 外国語 国際  

11 ④ 12 ① 13 ② 14 ③ 15 ② 16 ④ 
17 ② 18 ① 19 ① 20 ④ 

【4】2012 神奈川大学 2/6,一般(前期(Ａ方式)) 法 経済 経営 外国語 人間科  

問 1 5 問2 1 問3 1 問4 4 問5 4 問6 1 
問 7 2 問8 2 問9 2 問10 5 問11 5 問12 3 
問 13 4 

【5】2012 國學院大学 2/2,Ａ日程(３教科)  

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

【6】2012 札幌学院大学 2/8,一般(Ａ日程) 法 経済 経営 社会情報  

問 1 A 自由民主党 B 民主社会党 [民社党] C 公明党 問2 55年体制 
問 3 (ｲ) 中選挙区制 (ｴ) 小選挙区比例代表並立制 問4 ② 

【7】2012 西南学院大学 2/6,Ａ日程・一般･センター併用 神 経済  

問 1 A 財産 B 圧力団体 C 55年 D 族議員 E 民主党 
問 2 ア 14 イ 17 ウ 12 エ 20 オ 16 
問 3 カ 29 キ 35 ク 33 ケ 36 コ 34 

【8】2012 中央大学 2/15,一般Ⅱ 経済  

問 1 ① 自由 ② 進歩 ③ 憲政 ④ 立憲政友会 ⑤ 五・一五 ⑥ 犬養毅 

 ⑦ 1
2
1  [一か二分の一] ⑧ 1960 ⑨ 1969 ⑩ 1964 ⑪ 新党さきがけ ⑫ 2009 

問 2 (アーネスト・)バーカー 問3 3円以上 
問 4 衆議院の第一党の党首が首相となり，その内閣が倒れた時には野党第一党の党首が首相になると
いう原則。  問5 新進党 問6 羽田孜，新生党 

【9】2012 同志社大学 2/8,学部個別日程 法 グローバル･コミュニケーション  

〔設問 1〕A 7 B 4 C 9 D 10 E 15 F 17 G 20 〔設問2〕 5 〔設問3〕 3  
〔設問 4〕 4 〔設問5〕ア 公職選挙法 イ 小選挙区比例代表並立 ウ 重複立候補  
エ ドント オ 非拘束名簿式比例代表 H 1 I 2 〔設問6〕 2 〔設問7〕 1  
〔設問 8〕 政党助成 

【10】2012 松山大学 2/11,Ⅱ期日程 経済 経営  

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

 

 



私大2012 政党政治と選挙 26/26 

【11】2012 明治学院大学 2/2,Ａ日程 社会 法 国際 心理  

〔問 1〕 a トーリー b ホイッグ [ウイッグ] c 名望家 d 大衆  e 原敬 f 大政翼賛会 
 g 与党 h 野党  i 二大政党 j 多党 [小党分立] 
〔問 2〕 アメリカ…民主党，共和党 イギリス…労働党，保守党 

【12】2012 青山学院大学 2/21,個別学部日程(Ｂ方式) 法 経営  

問 1 ② 問2 ③ 問3 ④ 
【13】2012 成城大学 2/11,Ａ方式(３教科) 文芸  

問 1 a マックス＝ウェーバー b 大衆政党 c 民主主義 d マスメディア e 政党助成法  
f 結社の自由 問2 党議拘束 問3 g 協議会 h 10 
問 4 (ｱ) × (ｲ) × (ｳ) ○ (ｴ) × (ｵ) ○ 問5 影の内閣 [シャドーキャビネット] 

【14】2012 明治大学 2/14,一般 法  

問 1 A 普通 B 1925 C 公職選挙 D 中選挙区 E 並立 F 非拘束名簿式 
問 2 ゲリマンダー 問3 ドント方式 
問 4 小選挙区制と比べ少数政党も議席を得やすいので，議会では少数分立を起こしやすくなり，政権
運営や政局が不安定になりやすい。 

【15】2012 青山学院大学 2/21,個別学部日程(Ｂ方式) 法 経営  

問 1 ③ 問2 ③ 問3 ③ 問4 ① 問5 ③ 問6 36 ② 37 ④ 問7 ③ 
【16】2012 学習院大学 2/7 文  

問 1 A サッチャリズム B 行政改革会議 C 福田康夫 D 事務次官 E 行政刷新 
問 2 夜警 問3 d 問4 a 問5 国民新党 問6 c 

【17】2012 京都産業大学 1/28,前期日程(３科目) 経済 経営 法 外国語 文化  

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

【18】2012 明治学院大学 2/5,Ａ日程 文 法  

〔問 1〕 a 制限選挙 b チャーチスト c 1925 d 小選挙区 e 大選挙区 f 比例代表 
 g 死票 h 公職選挙 i 300 j 180 k 惜敗率 〔問2〕 重複立候補制度 〔問3〕 連座制 

 


