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1 日本国憲法の成立
a. ポツダム宣言受諾（1945）　松本案→ GHQ拒否→マッカーサー草案→帝国議会で審議・可決。
b. 三大原則　国民主権・平和主義・基本的人権の尊重。
c. 日本国憲法と大日本帝国憲法の比較

2 憲法と平和主義
a. 平和主義　「日本国民は，恒久の平和を念願」(前文 )。平和的生存権。
b. 第９条　戦争の放棄。戦力の不保持。交戦権の否認。
c. 冷戦構造　アメリカ等の資本主義陣営 (西側 )

とソ連等の社会主義陣営 (東側 )の対立構造。
d. 自衛隊の創設　朝鮮戦争勃発による GHQの指

示。警察予備隊 (1950)→保安隊 (1952)→自衛隊
(1954)。

e. 日本の独立　サンフランシスコ対日講和条約
(1951)，日米安全保障条約 (1951)→安保条約の
改定 (1960)→激しい反対運動 (安保闘争 )。

f. わが国の防衛政策　専守防衛が基本理念→文民
統制 (シビリアン・コントロール )の原則，非
核三原則 (核兵器を「もたず，つくらず，もち込
ませず」)等の政策。　

3 基本的人権の尊重
 基本的人権　「永久不可侵の権利」として尊重。自由・権利は「公共の福祉のために利用する責任」

4 新しい人権
a. 新しい人権　憲法に明文化されていないが，新しく認められたり主張されるようになった権利。
 知る権利，プライバシーの権利，環境権，自己決定権，アクセス権 (反論権 )，平和的生存権等。
b. 人権の国際化　世界人権宣言 (1948，法的拘束力なし )，国際人権規約 (1966，世界人権宣言を具体化→
法的拘束力のある条約 )，女性差別撤廃条約 (1979)，児童 (子ども )の権利条約 (1989)。

日本国憲法 大日本帝国憲法
主　権 国民主権 天皇主権
天　皇 日本国・日本国民統合の象徴 元首として統治権を総攬
国民の権利 永久不可侵の基本的人権 臣民ノ権利（法律の保留あり）
戦争・戦力 戦争の放棄，戦力の不保持，交戦権の否認 兵役の義務，天皇に陸海軍の統帥権
制定方法 民法憲法 欽定憲法

平等権 法の下の平等，貴族制度の廃止，男女の本質的な平等，参政権の平等など

自由権

精神の自由（思想・良心の自由，信教の自由と政教分離の原則，表現の自由，学問の自由等）
経済の自由（居住・移転・職業選択の自由，財産権の保障）…公共の福祉による制限明記
人身の自由（奴隷的拘束及び苦役からの自由，罪刑法定主義，法定手続きの保障，被疑者・
被告人の権利→令状主義，抑留・拘禁に対する保障，拷問及び残虐刑の禁止，黙秘権等）

社会権

人間らしく生きる権利。ワイマール憲法（1919）で初規定。
生存権 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」→朝日訴訟，プログラム規定説
教育を受ける権利
労働基本権 勤労権と労働三権→労働三法（労働基準法・労働組合法・労働関係調整法）

1950 朝鮮戦争勃発によるGHQの指示→警察予備隊
1951 サンフランシスコ平和条約，日米安全保障条約
1952 保安隊などに改組
1954 自衛隊創設

1992 国連平和維持活動（PKO）協力法→PKOに参加
1997 ガイドラインの見直し
1999 周辺事態法，有事法制関連法
2001 米同時多発テロ→テロ対策特別措置法
2003 イラク復興支援特別措置法
2007 防衛庁が防衛省に移行

日本社会の基本原理
1 日本国憲法の成立
①　国民の権利や国の義務，政治のしくみ等を定めた国の基本法は何か。

②　日本で最初の近代憲法は何か。

③　②は何という憲法を手本にしたか。

④　国の政治のあり方を最終的に決める権限が天皇にあることを何というか。

⑤　君主の一方的な権限で制定・公布された憲法を何というか。

⑥　国民の代表である議会によって制定された憲法を何というか。

⑦　②の下で天皇が陸海軍を指揮・統率した権限を何というか。

⑧　反政府運動や社会主義運動弾圧のため1925年に制定された法律は何か。

⑨　集会・結社・言論の自由や労働運動を制限した1900年制定の法律は何か。

⑩　「臣民ノ権利」は，法律での制限ができたが，そのことを何というか。
⑪　日本国憲法の基本原理を三つ答えよ。

⑫　憲法の中で，憲法の由来や基本原則を宣言した部分を何というか。

⑬　日本降伏後，占領政策にあたった連合国の機関を欧文略語で答えよ。

⑭　第二次世界大戦で無条件降伏を日本に迫った連合国の文書は何か。
⑮　憲法に定められた手続きで，憲法の条文を変更することを何というか。

2 憲法と平和主義
①　日本国憲法の基本原理の一つとして第9条に規定し，現在多くの国の憲法に

採用されることになった理念を何というか。

②　他国に対して行う違法な戦争を何というか。

③ 平和主義を具体化するための原則を定めたのは憲法何条か。
④　③の第1項において何を定めたか。

⑤　宣戦布告をして行う二国間以上での武力闘争を何というか。

⑥　国家が交戦国として保有する国際法上の権利のことを何というか。
⑦　他国との武力闘争を行うための物的能力のことを何というか。

⑧ 文民が自衛隊を統制するしくみを何というか。
⑨　核兵器を「もたず，つくらず，もち込ませず」とする政策を何というか。
⑩ 朝鮮戦争勃発を契機に創設された自衛隊の前身の組織を何というか。
⑪　⑩は1952年に何という組織に改組されたか。

⑫　⑪は1954年に何と改組されたか。

⑬　⑫の組織などを定めた法律は何か。

⑭　1951年に締結され，日本に米軍が駐留することになった条約は何か。

⑮　1960年の⑭の改定の際に定められた，在日米軍の配置や装備の重要な変更

があった場合に行う日米両国政府の協議のことを何というか。

⑯　自衛隊の国連平和維持活動への参加を可能にした法律は何か。
⑰　⑯の成立により，最初に自衛隊が派遣された国はどこか。

⑱　日本領土近辺での紛争への対応を図るため1999年に制定した法律は何か。

⑲　2001年の米同時多発テロを契機に成立したわが国の法律は何か。

⑳　イラクへの人道復興支援等に自衛隊派遣を可能にした法律は何か。
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3 基本的人権の尊重
①　国民の権利や国の義務，政治のしくみ等を定めた国の基本法は何か。

②　日本で最初の近代憲法は何か。

③　②は何という憲法を手本にしたか。

④　国の政治のあり方を最終的に決める権限が天皇にあることを何というか。

⑤　君主の一方的な権限で制定・公布された憲法を何というか。

⑥　国民の代表である議会によって制定された憲法を何というか。

⑦　②の下で天皇が陸海軍を指揮・統率した権限を何というか。

⑧　反政府運動や社会主義運動弾圧のため1925年に制定された法律は何か。

⑨　集会・結社・言論の自由や労働運動を制限した1900年制定の法律は何か。

⑩　「臣民ノ権利」は，法律での制限ができたが，そのことを何というか。
⑪　日本国憲法の基本原理を三つ答えよ。

⑫　憲法の中で，憲法の由来や基本原則を宣言した部分を何というか。

⑬　日本降伏後，占領政策にあたった連合国の機関を欧文略語で答えよ。

⑭　第二次世界大戦で無条件降伏を日本に迫った連合国の文書は何か。
⑮　憲法に定められた手続きで，憲法の条文を変更することを何というか。

4 新しい人権
①　日本国憲法の基本原理の一つとして第9条に規定し，現在多くの国の憲法

に採用されることになった理念を何というか。

②　他国に対して行う違法な戦争を何というか。

③　平和主義を具体化するための原則を定めたのは憲法何条か。
④　③の第1項において何を定めたか。

⑤　宣戦布告をして行う二国間以上での武力闘争を何というか。

⑥　国家が交戦国として保有する国際法上の権利のことを何というか。
⑦　他国との武力闘争を行うための物的能力のことを何というか。

⑧　文民が自衛隊を統制するしくみを何というか。
⑨　核兵器を「もたず，つくらず，もち込ませず」とする政策を何というか。
⑩　朝鮮戦争勃発を契機に創設された自衛隊の前身の組織を何というか。
⑪　⑩は1952年に何という組織に改組されたか。

⑫　⑪は1954年に何と改組されたか。

⑬　⑫の組織などを定めた法律は何か。

⑭　1951年に締結され，日本に米軍が駐留することになった条約は何か。

⑮　1960年の⑭の改定の際に定められた，在日米軍の配置や装備の重要な変

更があった場合に行う日米両国政府の協議のことを何というか。

⑯　自衛隊の国連平和維持活動への参加を可能にした法律は何か。
⑰　⑯の成立により，最初に自衛隊が派遣された国はどこか。

⑱　日本領土近辺での紛争への対応を図るため1999年に制定した法律は何か。

⑲　2001年の米同時多発テロを契機に成立したわが国の法律は何か。

⑳　イラクへの人道復興支援等に自衛隊派遣を可能にした法律は何か。

㉑　武力攻撃事態対処法等有事の体制整備を目的とする法制を何というか。
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65. 【日本国憲法の制定過程】　次の表の空欄（　①　）～（　⑦　）に適する語句を答えよ。

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

66. 【日本国憲法の成立】　次の文章を読み，以下の問いに答えよ。
　わが国は，1945年（　①　）を受諾し，連合国に無条件降伏した。その後，⒜連合国軍総司令部最高司令
官（　②　）の示唆を受けて，政府は明治憲法の改正作業に取りかかった。連合国軍総司令部と調整をし，
1946年の（　③　）に憲法改正草案を提出し，若干の修正の上日本国憲法は，可決・成立した。
　日本国憲法には⒝三つの基本原理がある。第一は，〔　A　〕である。明治憲法では主権は天皇にあった
が，日本国憲法では主権は国民全体にあると定められた。天皇は日本国及び日本国民統合の（　④　）とさ
れ，その地位は国民の総意に基づくとされた。そのため天皇は（　⑤　）に関する権能をいっさい持たず，	
（　⑥　）の助言と承認の下に，憲法に定められた（　⑦　）だけを行うようになった。
　第二は，〔　B　〕である。明治憲法でも，人権は自由権を中心に定められていたが，それは「臣民ノ権利」
であり⒞法律で制限できるものであった。日本国憲法では，永久不可侵の基本的人権として，自由権の範
囲が広げられるとともに，（　⑧　）も加えられた。
　第三は，〔　C　〕である。日本国憲法の前文では，さきの戦争に対する反省と国際平和への決意が宣言
され，第９条では，それを具体化するための原則が定められた。
　このように日本国憲法は，形式的には（　⑨　）である明治憲法を改正する形で成立したが，憲法の基本
原理が大きく変更されたので，実質的には，（　⑩　）としての新憲法の制定といえる。なお，日本国憲法
は，⒟憲法の改正には法律の改正よりも厳しい手続が必要である。
問１　空欄（　①　）〜（　⑩　）に適する語句を次から選べ。
　ア．欽定憲法　　イ．国事行為　　ウ．国政　　エ．社会権　　オ．象徴　　カ．内閣　
　キ．帝国議会　　ク．ポツダム宣言　　ケ．マッカーサー　　コ．民定憲法
問2　下線部⒜の略称をアルファベットで答えよ。
問3　下線部⒝について，空欄〔　A　〕〜〔　C　〕に適する語句を答えよ。
問4　下線部⒞について，このことを何というか。
問5　下線部⒟のような憲法を何というか。

年月日 内　容
1945年8月14日 （　①　）受諾

10月11日 （　②　）再校司令官（　③　），帝国憲法の改正を指示
1946年２月８日 政府，（　④　）を（　②　）に提出

2月13日 （　②　），（　④　）を拒否し，（　②　）草案を政府に手交
3月6日 政府，憲法改正草案要綱を発表

8月24日 （　⑤　）本会議，憲法制法
10月7日 （　⑤　）本会議，貴族院の回付案を可決
11月3日 日本国憲法（　⑥　）

1947年5月3日 日本国憲法（　⑦　）

問１ 　① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

問2 問3　A B C

問4 問5
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67. 【日本国憲法の制定過程】　次の表の空欄（　①　）～（　⑦　）に適する語句を答えよ。

68. 【日本国憲法の成立】　次の文章を読み，以下の問いに答えよ。
　わが国は，1945年（　①　）を受諾し，連合国に無条件降伏した。その後，⒜連合国軍総司令部最高司令
官（　②　）の示唆を受けて，政府は明治憲法の改正作業に取りかかった。
　連合国軍総司令部と調整をし，1946年の（　③　）に憲法改正草案を提出し，若干の修正の上日本国憲
法は，可決・成立した。
　日本国憲法には⒝三つの基本原理がある。第一は，〔　A　〕である。明治憲法では主権は天皇にあったが，
日本国憲法では主権は国民全体にあると定められた。天皇は日本国及び日本国民統合の（　④　）とされ，
その地位は国民の総意に基づくとされた。
　そのため天皇は（　⑤　）に関する権能をいっさい持たず，（　⑥　）の助言と承認の下に，憲法に定めら
れた（　⑦　）だけを行うようになった。
　第二は，〔　B　〕である。明治憲法でも，人権は自由権を中心に定められていたが，それは「臣民ノ権利」
であり⒞法律で制限できるものであった。日本国憲法では，永久不可侵の基本的人権として，自由権の範
囲が広げられるとともに，（　⑧　）も加えられた。
　第三は，〔　C　〕である。日本国憲法の前文では，さきの戦争に対する反省と国際平和への決意が宣言
され，第９条では，それを具体化するための原則が定められた。
　このように日本国憲法は，形式的には（　⑨　）である明治憲法を改正する形で成立したが，憲法の基本
原理が大きく変更されたので，実質的には，（　⑩　）としての新憲法の制定といえる。なお，日本国憲法
は，⒟憲法の改正には法律の改正よりも厳しい手続が必要である。
問１　空欄（　①　）〜（　⑩　）に適する語句を次から選べ。
　ア．欽定憲法　　イ．国事行為　　ウ．国政　　エ．社会権　　オ．象徴　　カ．内閣　
　キ．帝国議会　　ク．ポツダム宣言　　ケ．マッカーサー　　コ．民定憲法
問2　下線部⒜の略称をアルファベットで答えよ。
問3　下線部⒝について，空欄〔　A　〕〜〔　C　〕に適する語句を答えよ。
問4　下線部⒞について，このことを何というか。
問5　下線部⒟のような憲法を何というか。

年月日 内　容
1945年8月14日 （　①　）受諾

10月11日 （　②　）再校司令官（　③　），帝国憲法の改正を指示
1946年2月8日 政府，（　④　）を（　②　）に提出

2月13日 （　②　），（　④　）を拒否し，（　②　）草案を政府に手交
3月6日 政府，憲法改正草案要綱を発表

8月24日 （　⑤　）本会議，憲法制法
10月7日 （　⑤　）本会議，貴族院の回付案を可決
11月3日 日本国憲法（　⑥　）

1947年5月3日 日本国憲法（　⑦　）

69. 【日本国憲法の成立】　次の文章を読み，以下の問いに答えよ。
　わが国は，1945年（　①　）を受諾し，連合国に無条件降伏した。その後，⒜連合国軍総司令部最高司令
官（　②　）の示唆を受けて，政府は明治憲法の改正作業に取りかかった。
　連合国軍総司令部と調整をし，1946年の（　③　）に憲法改正草案を提出し，若干の修正の上日本国憲
法は，可決・成立した。
　日本国憲法には⒝三つの基本原理がある。第一は，〔　A　〕である。明治憲法では主権は天皇にあったが，
日本国憲法では主権は国民全体にあると定められた。天皇は日本国及び日本国民統合の（　④　）とされ，
その地位は国民の総意に基づくとされた。
　そのため天皇は（　⑤　）に関する権能をいっさい持たず，（　⑥　）の助言と承認の下に，憲法に定めら
れた（　⑦　）だけを行うようになった。
　第二は，〔　B　〕である。明治憲法でも，人権は自由権を中心に定められていたが，それは「臣民ノ権利」
であり⒞法律で制限できるものであった。日本国憲法では，永久不可侵の基本的人権として，自由権の範
囲が広げられるとともに，（　⑧　）も加えられた。
　第三は，〔　C　〕である。日本国憲法の前文では，さきの戦争に対する反省と国際平和への決意が宣言
され，第９条では，それを具体化するための原則が定められた。
　このように日本国憲法は，形式的には（　⑨　）である明治憲法を改正する形で成立したが，憲法の基本
原理が大きく変更されたので，実質的には，（　⑩　）としての新憲法の制定といえる。なお，日本国憲法
は，⒟憲法の改正には法律の改正よりも厳しい手続が必要である。
問１　空欄（　①　）〜（　⑩　）に適する語句を次から選べ。
　ア．欽定憲法　　イ．国事行為　　ウ．国政　　エ．社会権　　オ．象徴　　カ．内閣　
　キ．帝国議会　　ク．ポツダム宣言　　ケ．マッカーサー　　コ．民定憲法
問2　下線部⒜の略称をアルファベットで答えよ。
問3　下線部⒝について，空欄〔　A　〕〜〔　C　〕に適する語句を答えよ。
問4　下線部⒞について，このことを何というか。
問5　下線部⒟のような憲法を何というか。

70. 【日本国憲法の制定過程】　次の表の空欄（　①　）～（　⑦　）に適する語句を答えよ。
年月日 内　容

1945年8月14日 （　①　）受諾
10月11日 （　②　）再校司令官（　③　），帝国憲法の改正を指示

1946年2月8日 政府，（　④　）を（　②　）に提出
2月13日 （　②　），（　④　）を拒否し，（　②　）草案を政府に手交
3月6日 政府，憲法改正草案要綱を発表

8月24日 （　⑤　）本会議，憲法制法
10月7日 （　⑤　）本会議，貴族院の回付案を可決
11月3日 日本国憲法（　⑥　）

1947年5月3日 日本国憲法（　⑦　）

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

問１ 　① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

問2 問3　A B C

問4 問5

問１ 　① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

問2 問3　A B C

問4 問5

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦
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（2）人権に関する記述として最も適当なものを次から選べ。	 〔07本試〕
1　学問の自由は，教育と研究の場である大学が国家権力による不当な支配を受けないという大学の自治の保
障を含む。

2　教育の自由は，政治と教育を分離するという政教分離原則によってより強く保障される。
3　労働三権とは，団結権，団体交渉権，団体行動権のことであり，公務員にも，民間労働者の場合と同様の
権利行使が，法律で認められている。

4　黙秘権とは，民事責任にかかわる不利益な供述を強要されない権利のことであり，冤罪を防
止する役割がある。

4 新しい人権
（1）大日本帝国憲法に関する記述として最も適当なものを次から選べ。	 〔06本試〕

1　人権は生まれながらに与えられるものと考えられていたが，公共の福祉のための人権制約は可能だった。
2　地方自治が保障されていたが，地方自治体の事務の多くは国の指揮監督下で行う機関委任事務であった。
3　軍の指揮監督と組織編成を行う権限は，文民統制の考え方の下，内閣総理大臣に与えられていた。
4　司法権は裁判所に与えられていたが，天皇の名において行使されており，特別裁判所の設置
も認められていた。

（2）�日本国憲法の改正手続は憲法96条で決められている。この改正手続に関する記述として最も適当なものを次か
ら選べ。	 〔06本試〕
1　憲法改正の公布は，国民の名において内閣総理大臣が行う。
2　憲法改正の発議は，衆参両院ともに総議員の過半数の賛成で行う。
3　憲法改正の発議に際して，参議院の賛成が得られない場合は，両院協議会において3分の2以上の賛成が必
要となる。

4　憲法改正の承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において過
半数の賛成を必要とする。

5 人権保障
（1）�世界情勢の大きな変化などを受け，戦争放棄を規定した憲法9条をめぐって様々な議論が交わされている。憲
法9条に関する日本政府の公式の立場に関する記述として最も適当なものを次から選べ。	 〔06本試〕
1　憲法9条の下，日本は自衛権を有していないため，集団的自衛権を行使することはできない。
2　戦力の保持は憲法9条により禁止されているが，自衛隊は自衛のための必要最小限の実力にすぎず，憲法9
条にいう戦力には該当しない。

3　近隣国が日本攻撃用の兵器を開発していることが明らかな場合は，憲法9条の下，その開発施設に対する
攻撃を相手方の攻撃前に行うことができる。

4　核兵器の保有，製造，持込みは憲法9条により禁止されているので，非核三原則を廃止するこ
とはできない。

（2）日米安全保障条約に関する記述として適当でないものを次から一つ選べ。	 〔05本試〕
1　占領軍として駐留していたアメリカ軍は，日米安全保障条約によって，占領終了後も引き続き在日アメリ
カ軍として日本に駐留することになった。

2　現行の日米安全保障条約は，日本の領土と極東の安全を確保する目的でアメリカ軍が日本に駐留すること
を認めている。

3　現行の日米安全保障条約は相互防衛条約だから，日本国外でアメリカ軍が攻撃された場合にも日本の自衛
隊は共同して相手を攻撃することが義務づけられている。

4　日本は，日米安全保障条約では義務づけられてはいないが，「思いやり予算」としてアメリカ軍の駐留経費
の一部を負担しており，それによって，駐留アメリカ軍人の住宅やスポーツ施設なども建設さ
れている。

1 日本国憲法の成立
（1）大日本帝国憲法に関する記述として最も適当なものを次から選べ。	 〔 センター 06本試〕

1　人権は生まれながらに与えられるものと考えられていたが，公共の福祉のための人権制約は可能だった。
2　地方自治が保障されていたが，地方自治体の事務の多くは国の指揮監督下で行う機関委任事務であった。
3　軍の指揮監督と組織編成を行う権限は，文民統制の考え方の下，内閣総理大臣に与えられていた。
4　司法権は裁判所に与えられていたが，天皇の名において行使されており，特別裁判所の設置
も認められていた。

（2）�日本国憲法の改正手続は憲法96条で決められている。この改正手続に関する記述として最も適当なものを次か
ら選べ。	 〔 共通 21第1〕
1　憲法改正の公布は，国民の名において内閣総理大臣が行う。
2　憲法改正の発議は，衆参両院ともに総議員の過半数の賛成で行う。
3　憲法改正の発議に際して，参議院の賛成が得られない場合は，両院協議会において3分の2以上の賛成が必
要となる。

4　憲法改正の承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において過
半数の賛成を必要とする。

2 憲法と平和主義
（1）�世界情勢の大きな変化などを受け，戦争放棄を規定した憲法9条をめぐって様々な議論が交わされている。憲
法9条に関する日本政府の公式の立場に関する記述として最も適当なものを次から選べ。	 〔 高認 21第1回〕
1　憲法9条の下，日本は自衛権を有していないため，集団的自衛権を行使することはできない。
2　戦力の保持は憲法9条により禁止されているが，自衛隊は自衛のための必要最小限の実力にすぎず，憲法9
条にいう戦力には該当しない。

3　近隣国が日本攻撃用の兵器を開発していることが明らかな場合は，憲法9条の下，その開発施設に対する
攻撃を相手方の攻撃前に行うことができる。

4　核兵器の保有，製造，持込みは憲法9条により禁止されているので，非核三原則を廃止するこ
とはできない。

（2）日米安全保障条約に関する記述として適当でないものを次から一つ選べ。	 〔 センター 05本試〕
1　占領軍として駐留していたアメリカ軍は，日米安全保障条約によって，占領終了後も引き続き在日アメリ
カ軍として日本に駐留することになった。

2　現行の日米安全保障条約は，日本の領土と極東の安全を確保する目的でアメリカ軍が日本に駐留すること
を認めている。

3　現行の日米安全保障条約は相互防衛条約だから，日本国外でアメリカ軍が攻撃された場合にも日本の自衛
隊は共同して相手を攻撃することが義務づけられている。

4　日本は，日米安全保障条約では義務づけられてはいないが，「思いやり予算」としてアメリカ軍の駐留経費
の一部を負担しており，それによって，駐留アメリカ軍人の住宅やスポーツ施設なども建設さ
れている。

3 基本的人権の尊重
（1）�立法府は，実質的な平等を実現するための立法や，多様な文化や価値観の尊重を目指す立法を行っているが，
そのことに関する記述として適当でないものを次から一つ選べ。	 〔06追試〕
1　アイヌ民族の伝統と文化の尊重を目指す法律が制定された。
2　地方自治体の外国籍職員の増加を図るための法律が制定された。
3　男女の人権を尊重し男女共同参画社会の実現を目指す法律が制定された。
4　障害者の雇用の促進を図るための法律が制定された。

4　日本社会の基本原理
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89. 【自由民主主義体制】　次の文章を読み，以下の問いに答えよ。 〔 センター 07本試改〕

　近代以前の国家は，君主である国王の支配権が強い国家形態が多かった。国王の支配権は神から与えられたもの
であり，その権力は法に拘束されないとする（　①　）が説かれ，統治権力は君主が独占し，その地位は世襲された。
しかし，この王権の扱いをめぐって近代以降に生じた考え方の違いから，今日のイギリスとアメリカの政治制度は
大きく異なるものとなった。
　まず，イギリスは，君主を国家元首とする制度を維持しながら，実際の政治権力は議会が握るという議会主権を
確立させた。その決定のきっかけとなったのは，名誉革命の後に発表された（　②　）（1689年）であった。その後，
君主の統治権を制限する政治形態である（　③　）が誕生した。こうして，イギリスでは，君主は「君臨すれども統
治せず」という原則にもとづいて，⒜王権の制限が確立した。
　一方，アメリカでは，1775年から1783年にかけて行われた（　④　）により，宗主国であるイギリスの王権の支配
から免れることに成功した。こうした⒝王権の否定によって生じた統治権の空白を埋め，統治の正当性を新たに確
保するために，⒞独立宣言において掲げられたのが，（　⑤　）主権である。（　⑤　）の多数意思によって国家の政
治活動が決定，行使される政治の仕組みは，世襲にもとづく君主制に対して（　⑥　）と呼ばれる。
このような両国間の王権に対する考え方の違いは，民主主義制度のあり方をも異なるものとした。イギリスでは，
内閣が議会の信任にもとづいて存立する制度である（　⑦　）が発達した。（　⑦　）では，⒟首相には原則的に議会
第一党の党首がなり，首相が内閣を組織する。
　一方，（　⑤　）主権を強調するアメリカにおいては，国民が直接国家元首を選出する大統領制が採用された。そ
こでは，大統領は国家元首であると同時に，行政府の長である。イギリスの（　⑦　）が，立法と行政の密接な関係
による政治運営を特徴としているのに対し，アメリカの大統領制では，大統領が議会から独立して行政権を行使す
る。そのため，⒠アメリカでは権力分立の原則がより徹底されている。
問1　（　①　）〜（　⑦　）に適する語句を答えよ。
問2　下線部⒜に関連して，1215年にイギリスで王権の制限を目的に取り交わされた文書は何か。
問3　下線部⒝に関連して，イギリスの旧植民地で，今日までイギリス国王（女王）を国家元首としている国を次
から二つ選べ。

　ア．カナダ　　イ．ドミニカ　　ウ．ニュージーランド　　エ．インド　　オ．キプロス
問4　下線部⒞について，この宣言案を起草した人物は誰か。
問5　下線部⒟に関連して，イギリスにおいて野党が政権交代に備えて組織する機関を何と呼ぶか。
問6　下線部⒠に関連して，アメリカ大統領の権限として不適切なものを次から一つ選べ。
　ア．大統領は，連邦議会に教書を送付することができる。
　イ．大統領は，司法長官を指名することができる。
　ウ．大統領は，連邦議会で可決した法律に署名を拒むことができる。
　エ．大統領は，連邦議会による弾劾手続を拒むことができる。
　オ．大統領は，連邦最高裁判所の判事を指名することができる。
問7　日本とイギリスとの統治制度の違いを比較した記述のうち適当なものを次から二つ選べ。
	 〔 共通 21第1〕
　ア．日本では，首相が国会議員の中から国会の議決で指名されるが，イギリスでは，首相が国民の直接選挙

で選ばれる首相公選制を採用している。
　イ．日本は「日本国憲法」という成文の憲法典を持つが，イギリスは「連合王国憲法」というような国としての

成文の憲法典を持たない。
　ウ．日本では，通常裁判所が違憲（立法）審査権を行使するが，イギリスでは，通常裁判所とは別個に設けら

れた憲法裁判所が違憲（立法）審査権を行使する。
　エ．日本の参議院は，選挙により一般国民の中から議員が選ばれるが，イギリスの上院は，貴族身分を有す

る者により構成されている。

90. 【自由民主主義体制】　次の文章を読み，以下の問いに答えよ。 〔 センター 07本試改〕

　近代以前の国家は，君主である国王の支配権が強い国家形態が多かった。国王の支配権は神から与えられたもの
であり，その権力は法に拘束されないとする（　①　）が説かれ，統治権力は君主が独占し，その地位は世襲された。
しかし，この王権の扱いをめぐって近代以降に生じた考え方の違いから，今日のイギリスとアメリカの政治制度は
大きく異なるものとなった。
　まず，イギリスは，君主を国家元首とする制度を維持しながら，実際の政治権力は議会が握るという議会主権を
確立させた。その決定のきっかけとなったのは，名誉革命の後に発表された（　②　）（1689年）であった。その後，
君主の統治権を制限する政治形態である（　③　）が誕生した。こうして，イギリスでは，君主は「君臨すれども統
治せず」という原則にもとづいて，⒜王権の制限が確立した。
　一方，アメリカでは，1775年から1783年にかけて行われた（　④　）により，宗主国であるイギリスの王権の支配
から免れることに成功した。こうした⒝王権の否定によって生じた統治権の空白を埋め，統治の正当性を新たに確
保するために，⒞独立宣言において掲げられたのが，（　⑤　）主権である。（　⑤　）の多数意思によって国家の政
治活動が決定，行使される政治の仕組みは，世襲にもとづく君主制に対して（　⑥　）と呼ばれる。
このような両国間の王権に対する考え方の違いは，民主主義制度のあり方をも異なるものとした。イギリスでは，
内閣が議会の信任にもとづいて存立する制度である（　⑦　）が発達した。（　⑦　）では，⒟首相には原則的に議会
第一党の党首がなり，首相が内閣を組織する。
　一方，（　⑤　）主権を強調するアメリカにおいては，国民が直接国家元首を選出する大統領制が採用された。そ
こでは，大統領は国家元首であると同時に，行政府の長である。イギリスの（　⑦　）が，立法と行政の密接な関係
による政治運営を特徴としているのに対し，アメリカの大統領制では，大統領が議会から独立して行政権を行使す
る。そのため，⒠アメリカでは権力分立の原則がより徹底されている。
問1　（　①　）〜（　⑦　）に適する語句を答えよ。
問2　下線部⒜に関連して，1215年にイギリスで王権の制限を目的に取り交わされた文書は何か。
問3　下線部⒝に関連して，イギリスの旧植民地で，今日までイギリス国王（女王）を国家元首としている国を次
から二つ選べ。

　ア．カナダ　　イ．ドミニカ　　ウ．ニュージーランド　　エ．インド　　オ．キプロス
問4　下線部⒞について，この宣言案を起草した人物は誰か。
問5　下線部⒟に関連して，イギリスにおいて野党が政権交代に備えて組織する機関を何と呼ぶか。
問6　下線部⒠に関連して，アメリカ大統領の権限として不適切なものを次から一つ選べ。
　ア．大統領は，連邦議会に教書を送付することができる。
　イ．大統領は，司法長官を指名することができる。
　ウ．大統領は，連邦議会で可決した法律に署名を拒むことができる。
　エ．大統領は，連邦議会による弾劾手続を拒むことができる。
　オ．大統領は，連邦最高裁判所の判事を指名することができる。
問7　日本とイギリスとの統治制度の違いを比較した記述のうち適当なものを次から二つ選べ。
	 〔 高認 21第1回〕
　ア．日本では，首相が国会議員の中から国会の議決で指名されるが，イギリスでは，首相が国民の直接選挙

で選ばれる首相公選制を採用している。
　イ．日本は「日本国憲法」という成文の憲法典を持つが，イギリスは「連合王国憲法」というような国としての

成文の憲法典を持たない。
　ウ．日本では，通常裁判所が違憲（立法）審査権を行使するが，イギリスでは，通常裁判所とは別個に設けら

れた憲法裁判所が違憲（立法）審査権を行使する。
　エ．日本の参議院は，選挙により一般国民の中から議員が選ばれるが，イギリスの上院は，貴族身分を有す

る者により構成されている。
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