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【】現代の民主政治 

【】民主主義と政治 

[要点] 

対立や争いを解消するために決まりをつくり，解決に導くことを政治という。今日多くの

国では，国民主権にもとづいた民主主義の政治が行われている。ただ，すべての国民が直

接政治に参加する直接民主制は困難であるので，国民の選んだ代表者による間接民主制(議

会制民主主義)が行われる。民主政治では，全員の意見が一致しない場合には多数決の方法

がとられるが，その場合，少数意見も尊重しなければならない。 

 

[要点確認] 

対立や争いを解消するために決まりをつくり，解決に導くことを(   )という。今日多

くの国では，(   )主権にもとづいた(   )主義の政治が行われている。ただ，すべて

の国民が直接政治に参加する(   )制は困難であるので，国民の選んだ代表者による

(   )制(議会制民主主義)が行われる。民主政治では，全員の意見が一致しない場合には

(   )の方法がとられるが，その場合，(   )意見も尊重しなければならない。 

 

 

[問題1] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 対立や争いを解消するために決まりをつくり，解決に導くことを何というか。 

(2) (1)において，みんなで話し合い，決定を行うことを何主義というか。 

(3) (2)のためには，国民が(1)の在り方を最終的に決めることができることが必要である。

これを何というか。 

(4) (2)が基本にしている一人一人を尊重するという考え方を何というか。 

 

 

[問題2] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 政治を行うしくみについて，次の①，②のやり方を何というか。 

① 国民全体が直接話し合いに参加するやり方。 

② 代表者を選挙で選び，代表者が議会で話し合って決めるやり方。 

(2) 民主政治では，全員の意見が一致しない場合には，多数の意見を採用することが一般

的である。この原理を何というか。 

(3) (2)の場合には(  )意見も尊重しなければならない。 
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【】選挙 

[要点] 

(1) 現在の選挙の原則は，①一定の年齢に達していれば，誰にでも選挙権が与えられる普

通選挙，②1人につき，1票の投票権を持つ平等選挙，③無記名で投票を行う秘密選挙

，④議員を直接選挙する直接選挙 の4つである。 

(2) 1選挙区から1名を選ぶのが小選挙区制で，費用が少なくてすむ反面，死票の割合が多

い。比例代表制は政党名を書いて投票し，得票率に応じて各政党に議席を配分する。

支持する候補者
こ う ほ し ゃ

に投票できないという問題点がある。小選挙区制では単独政権が成立

しやすく，比例代表制では多党制になりやすい。衆議院の選挙区は小選挙区比例代表

並立制で，参議院の選挙区は都道府県単位の選挙区制と比例代表制である。 

(3) 現在の選挙に関する課題の1つは，棄権
き け ん

が増えて投票率
とうひょうりつ

が低下する傾向
けいこう

があことと，一

票の格差
か く さ

の問題(選挙区によって1票の価値が大きく異なる)がある。 

 

[要点確認] 

(1) 現在の選挙の原則は，①一定の年齢に達していれば，誰にでも選挙権が与えられる

(   )選挙，②1人につき，1票の投票権を持つ(   )選挙，③無記名で投票を行う

(   )選挙，④議員を直接選挙する(   )選挙 の4つである。 

(2) 1選挙区から1名を選ぶのが(   )制で，費用が少なくてすむ反面，(   )の割合が

多い。(   )制は(   )名を書いて投票し，得票率に応じて各政党に議席を配分す

る。支持する候補者に投票できないという問題点がある。(   )制では単独政権が

成立しやすく，(   )制では多党制になりやすい。衆議院の選挙区は(   )制で，

参議院の選挙区は都道府県単位の(   )制と(   )制である。 

(3) 現在の選挙に関する課題の1つは，棄権
き け ん

が増えて(   )率が低下する傾向
けいこう

があことと，

一票の(   )の問題(選挙区によって1票の価値が大きく異なる)がある。 
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[選挙の基本原則] 

[問題3] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 「1 人につき，1 票の投票権を持つ」という選挙の原則を何というか。 

(2) 「無記名で投票を行う」という選挙の原則を何というか。 

(3) 「一定の年齢に達していれば，誰にでも選挙権が与えられる」という選挙の原則を何

というか。 

(4) 「議員を直接選挙する」選挙の原則を何というか。 

(5) 現在の日本では普通選挙が行われており，(   )歳以上のすべての男女に選挙権が

与えられている。 

 

 

[問題4] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) わが国で1889年に行われた選挙は，制限選挙とよばれるものであった。どのような人

が選挙権を持っていたか。その条件をすべて答えよ。 

(2) 大正時代の1925年に普通選挙法が成立したが，どのような人が選挙権をもつことにな

ったか。 

(3) わが国で初めて婦人参政権が認められたのは何年のことか。 

(4) 普通選挙とは，どのようなことを指すか。説明せよ。 

 

 

[日本の選挙制度] 

[問題5] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 1つの選挙区から，1人の代表を選出する選挙制度を何というか。 

(2) 政党名を書いて投票し，得票率に応じて各政党に議席を配分する選挙制度を何と

いうか。 

(3) 現在，衆議院議員選挙でとられている選挙制度を何というか。 

(4) 参議院議員の選挙区はどうなっているか。 

(5) 現在の日本の選挙制度を規定している法律の名前を答えよ。 
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[問題6] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 小選挙区制の選挙では投票用紙に候補者の名前を書くが，比例代表制では投票用紙に

何を書くか。 

(2) 比例代表制とはどのような制度か。｢政党｣｢議席｣の 2 つの語句を使って説明せよ。 

(3) 次の①～⑤のような特徴があるのは，それぞれ，小選挙区制，比例代表制のどちらか。 

  ① 死票が出て有権者の意志が反映されにくい。 

  ② 多党制が生まれやすく，連立政権がつくられることが多い。 

  ③ 単独政権が成立しやすい。 

  ④ 支持する候補者
こ う ほ し ゃ

に投票できない 

  ⑤ 小さな政党の候補者が，選出されにくくなる。 

 

 

[問題7] 

 右の図を見て，以下の各問いに答えよ。 

(1) 図の選挙が小選挙区制として，各問いに答え

よ。 

① 当選者となる条件を簡単に書け。 

② A 党とD 党の当選者はそれぞれ何人か。 

(2) 図の選挙で A 党と D 党の全選挙区の合計の

得票数はそれぞれ何票か。 

(3) 図の 8 つの選挙区すべてあわせて比例代表

制で当選者を 8 人出す場合，A 党，B 党，C

党，D 党の当選者はそれぞれ何人か。 
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[選挙の課題] 

[問題8] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 資料は，4 都県の参議院議員 1 人あたり

の有権者数である。このうち一票の価

値が最も高い都県名を書け。 

(2) 一票の価値の格差が大きいことが，憲

法問題として争われる理由を簡潔に書

け。 

(3) 選挙区における1票の格差のほかにも，(   )の低下が民主政治への危険信号である

と心配されている。 

(4) 最近は，投票しやすくする様々な制度上の工夫も行われている。具体的にどのような

ことがあるか，1つ書け。 
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【】政党・住民運動・世論 

[要点] 

(1) 国会で多数をしめる政党
せいとう

が内閣を組織して政権を担当する。この多数党を与党
よ と う

と

いい，それ以外の政党を野党
や と う

という。小選挙区制
しょうせんきょくせい

では二党制
に と う せ い

(二大政党制)が発達

しやすい。比例代表制
ひれいだいひょうせい

では，多党制が生まれやすく，2つ以上の政党が政権を担

当する連立政権が作られることが多い。 

(2) 政治や社会の問題についての国民の意見を世論
せ ろ ん

といい，その形成に大きな役割を

はたしているのがマスメディアである。マスメディアからの情報をうのみにせず，

批判的に読み取る力をメディアリテラシーという。 

 

[要点確認] 

(1) 国会で多数をしめる政党が内閣を組織して政権を担当する。この多数党を

(   )といい，それ以外の政党を(   )という。小選挙区制では(   )制が

発達しやすい。比例代表制では，(   )制が生まれやすく，2つ以上の政党が政

権を担当する(   )政権が作られることが多い。 

(2) 政治や社会の問題についての国民の意見を(   )といい，その形成に大きな役

割をはたしているのが(   )である。(   )からの情報をうのみにせず，批判

的に読み取る力を(   )という。 

 

 

[政党と政治] 

[問題9] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 政権を担当している政党を何というか。 

(2) 政権に参加せずに，政権を批判する立場にある政党を何というか。 

(3) 政権を担当する政党が複数であるときの政権を何というか。 

 

[問題10] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 一般に，( ① )院議員選挙で第一党となった政党の( ② )が，国会で( ③ )

に指名されて内閣を組織することが多い。 

(2) 政党政治において，政党は与党と野党に分けられる。与党とは何か。政権という

語を用いて説明せよ。 

(3) 現在の与党をすべてあげよ。 

(4) 複数の政党による連立政権は，どのような場合にとられるか。 
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[問題11] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 力の接近する2つの政党が対立し，かわるがわる政権を担当しあう仕組みを何と

いうか。 

(2) (1)ができやすいのは，小選挙区制か比例代表制か。 

(3) (1)のもとで成立しやすいのは，単独政権か，それとも連立政権か。 

(4) 3つ以上の政党が選挙で政権を争う仕組みを何というか。 

(5) (4)ができやすいのは，小選挙区制か比例代表制か。 

(6) (4)のもとで成立しやすいのは，単独政権か，それとも連立政権か。 

(7) 政党や候補者が，実現をめざす政策について具体的な数字などを示した，政権公

約のことをカタカナで何というか。 

 

 

[マスメディアと世論] 

[問題12] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 政治や社会の問題について，多数をしめる国民の意見を何というか。 

(2) (1)の形成に大きな役割をはたしている新聞，テレビ，ラジオ，週刊誌などをまとめて

何というか。 

(3) 国民の意見を明らかにする調査を何というか。 

(4) (2)からの情報をうのみにせず，批判的に読み取る力を何というか。 
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【】国会 

【】国会の地位・しくみ 

[要点] 

(1) 「国会は，国権
こっけん

の最高機関であって，国の唯一
ゆいいつ

の立法機関である」(41条)  

(2) 国会には，毎年1月中に召集される常会
じょうかい

(通常国会)，衆議院解散後に 召集
しょうしゅう

されて

内閣総理大臣を指名する特別会(特別国会)，内閣が必要と認めたとき，または，

いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に開かれる臨時会
り ん じ か い

(臨

時国会)，衆議院の解散中に必要が生じたときに開かれる緊急
きんきゅう

集会
しゅうかい

がある。 

(3) 衆議院
しゅうぎいん

議員475名のうち，180名は比例代表制によって選出され，295名は小選挙区制

によって選出され，任期は4年で被選挙権は25歳以上である。参議院
さ ん ぎ い ん

議員242名のうち，

96名は比例代表制によって選出され，146名は都道府県ごとの選挙区制によって選出

され，任期は6年で被選挙権は30歳以上である。 

 

[要点確認] 

(1) 「国会は，国権
こっけん

の(   )機関であって，国の唯一
ゆいいつ

の(   )機関である」(41条)  

(2) 国会には，毎年(   )月中に召集される(   )会，衆議院解散後に 召集
しょうしゅう

され

て内閣総理大臣を指名する(   )会，内閣が必要と認めたとき，または，いず

れかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に開かれる(   )会，衆

議院の解散中に必要が生じたときに開かれる(   )がある。 

(3) 衆議院
しゅうぎいん

議員475名のうち，180名は(   )制によって選出され，295名は(   )制に

よって選出され，任期は(   )年で被選挙権は(   )歳以上である。参議院
さ ん ぎ い ん

議員

242名のうち，96名は(   )制によって選出され，146名は都道府県ごとの(   )

制よって選出され，任期は(   )年で被選挙権は(   )歳以上である。 

 

 

[国会の地位] 

[問題13] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 「国会は国権の( ① )機関であって，国の唯一
ゆいいつ

の( ② )機関である。」(41条)  

(2) (1)のように日本国憲法は，国会を「国権の(①)機関」と定めているが，このことは，

日本国憲法の3つの原則のどれと最も関係があるか。 
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[問題14] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 民主政治は一般に国民の代表である議員がつくる議会によって行われるが，これを何

というか。 

(2) 国会には衆議院と参議院があり，「全( ① )を代表する( ② )された議員」(憲法

43条)で組織される。このことから，国会は国民の( ③ )機関であるといえる。 

(3) わが国で国民に選ばれた代表により構成される国会は，(   )を制定することので

きる唯一の立法機関である。 

(4) 国会は国権の最高機関とされているが，このような地位を認められているのはなぜか。 

 

 

[国会の種類] 

[問題15] 

 次の(1)～(4)にあてはまる国会の種類を書け。 

(1) 衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集され，内閣総理大臣の指名を行う国会。 

(2) 毎年1回1月に召集され会期が150日間である国会。 

(3) 内閣が必要と認めたとき，または，いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があ

った場合に開かれる。 

(4) 衆議院の解散中に緊急の必要があった場合に開かれる。 

 

 

[問題16] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 常会は毎年何月に召集されるか。 

(2) 常会の会期は何日間か。 

(3) 常会で必ず審議されることは何か。 

(4) 特別国会は，衆議院の解散後の総選挙の日から(  )日以内に召集される。 

(5) 特別国会では，何が行われるか。 

(6) 臨時国会は，内閣が必要と認めたとき，または，いずれかの議院の総議員の(  )分

の1以上の要求によって召集される。 
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[定数・任期・被選挙権・選挙区] 

[問題17] 

次の表の①～⑧にあてはまる数字を答えよ。 
 

 院 名  衆議院  参議院 
 定 数  ( ① )人 ( ② )人 
 任 期  ( ③ )年(解散あり) 任期( ④ )年で，( ⑤ )年ごとに半数改選 
 選挙権  ( ⑥ )歳以上 ( ⑥ )歳以上 
 被選挙権  ( ⑦ )歳以上 ( ⑧ )歳以上 

 
 

 

[問題18] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 参議院
さ ん ぎ い ん

議員242名のうち，96名は( ① )制によって選出され，146名は( ② )制に

よって選出される。 

(2) 衆議院
しゅうぎいん

議員475名のうち，180名は( ① )制によって選出され，295名は( ② )制に

よって選出される。 

(3) 衆議院議員選挙で行われている選挙制度を何というか。 

(4) 衆議院は，参議院と違って( ① )があるので，議員は( ② )年の任期
 にんき

の途中で議員

の資格を失うこともある。 
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【】二院制・衆議院の優越 

[要点] 

(1) 国会は衆議院と参議院で構成されているが，これを二院制
に い ん せ い

という。その目的は，国民

のさまざまな意見をより広く国会に反映させることと，慎重
しんちょう

な審議
し ん ぎ

によって衆議院の

行き過ぎをおさえるためである。予算の審議，法律の制定などについては衆議院の

優越
ゆうえつ

が認められている。これは，任期が短く解散もあるため国民とより強く結びつい

ている衆議院の意思を優先させて，国会の意思形成をしやすくするためである。 

(2) 衆議院で可決
か け つ

した法律案を参議院が否決
ひ け つ

した場合，衆議院が出席議員の3分の2以

上で再可決
さ い か け つ

した場合は，衆議院の議決だけで法律が成立する。予算については衆

議院に先議権
せ ん ぎ け ん

がある。また，衆議院で可決した予算案を参議院で否決した場合，

両院協
りょういんきょう

議会
ぎ か い

が開かれるが，それでも意見が一致しないときは，衆議院の議決を

国会の議決とする。 

(3) 法律や予算の議決のほか，衆議院の優越
ゆうえつ

が認められているのは，内閣総理大臣の

指名，条約の承認
しょうにん

である。また，内閣不信任の議決は衆議院だけに認められてい

る。両院に対等な権限が認められているのは，憲法改正の発議
は つ ぎ

，国政
こくせい

調査権
ちょうさけん

など

である。 

 

[要点確認] 

(1) 国会は衆議院と参議院で構成されているが，これを(   )制という。その目的は，

国民のさまざまな意見をより広く国会に反映させることと，(   )な審議によって

衆議院の行き過ぎをおさえるためである。予算の審議，法律の制定などについては

(   )の優越
ゆうえつ

が認められている。これは，これは，(   )が短く(   )もあるた

め国民とより強く結びついている衆議院の意思を優先させて，国会の意思形成をしや

すくするためである。 

(2) 衆議院で可決
か け つ

した法律案を参議院が否決
ひ け つ

した場合，衆議院が出席議員の(   )

以上で再可決
さ い か け つ

した場合は，(   )の議決だけで法律が成立する。予算について

は衆議院に(   )権がある。また，衆議院で可決した予算案を参議院で否決し

た場合，(   )会が開かれるが，それでも意見が一致しないときは，衆議院の

議決を国会の議決とする。 

(3) 法律や予算の議決のほか，衆議院の優越
ゆうえつ

が認められているのは，(   )の指名，

条約の(   )である。また，(   )の議決は衆議院だけに認められている。両

院に対等な権限が認められているのは，憲法改正の(   )，(   )調査権
ちょうさけん

など

である。 
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[問題19] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 国会は衆議院と参議院の2つの議院からなり立っているが，これを何というか。 

(2) 国会が(1)の制度をとっている理由は何か。「意見」「慎重」という語句を使って説明

せよ。 

(3) 予算の審議，法律の制定などについては衆議院が参議院より強い権限をもつ。こ

れを何というか。 

(4) 衆議院が参議院より強い権限をもつ根拠は何か。「任期」「解散」「国民」「国

会の意思形成」という語句を使って説明せよ。 

(5) 次のうち衆議院が参議院より強い権限をもつのは，どの場合か。すべてあげよ。 

A 法律の議決
ぎ け つ

，B 裁判官の弾劾
だんがい

裁判， C 憲法改正の発議
は つ ぎ

，D 国政調査 

E 予算の議決，F 内閣総理大臣
ないかくそうりだいじん

の指名，G 条約の承認
しょうにん

 

 

[問題20] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合，衆議院が①(総議員／出席議

員)の( ② )以上で再可決
さい かけつ

した場合は，衆議院の議決
ぎ け つ

だけで成立する。 

(2) 予算の審議，議決はまず衆議院で行う。この権限を何というか。 

(3) 予算・条約の承認で，参議院が異なった議決をしたとき，(    )を開き意見が不一

致の場合は，衆議院の議決が国会の議決となる。 

(4) 衆議院のみにあって参議院にはない権限は何か。 

(5) 憲法改正の発議
は つ ぎ

については，衆議院は参議院に優越しているか，それとも衆議院

と参議院は対等な権限をもつか。 

 

[問題21] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 参議院が，衆議院の可決した予算を受け取った後，国会休会中の期間を除いて(   )

日以内に，議決しないときは，衆議院の議決を国会の議決とする。 

(2) 法律案の審議
し ん ぎ

は衆参どちらの議院が先でもよいが，衆議院で先に審議することが決め

られているものを，次から選べ。 

ア 予算の審議 イ 条約の承認
しょうにん

 ウ 憲法改正の発議
は つ ぎ

 エ 内閣総理大臣
ないかくそうりだいじん

の指名 

(3) 衆議院で可決し参議院で否決した場合に両院協議会を開き，それでも意見が一致

しない場合，再議決をすることなく，衆議院の議決が国会の議決になるのは次の

うちのどれか。すべてあげよ。 

ア 法律案  イ 予算案  ウ 内閣総理大臣の指名  エ 条約の承認 
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[問題22] 

 次の(1)～(7)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 

(1) 「衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合，衆議院が総議員の過半数で再可

決した場合は，衆議院の議決だけで成立する。」 

(2) 「予算は，先に参議院に提出しなければならない。」 

(3) 「予算について，参議院で衆議院と異なった議決をした場合に両院協議会を開いても

意見が一致しないときは，衆議院の議決が国会の議決になる。」 

(4) 「国会は内閣不信任の決議案を可決することができる。」 

(5) 「憲法改正の発議については，衆議院の優越の原則はあてはまらない。」 

(6) 「参議院が，衆議院の可決した予算を受け取った後，国会休会中の期間を除いて10日

以内に，議決しないときは，衆議院の議決を国会の議決とする。」 

(7) 「条約の承認については，両院は対等である。」 
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【】国会の仕事 

[要点] 

(1) 法律案は国会議員または内閣によって，どちらかの議院に提出される。提出された法

律案は，専門の委員会
い い ん か い

で審議され，場合によっては専門家や国民の意見を聞く公聴会
こうちょうかい

が開かれることもある。その後法律案は，本
ほん

会議
か い ぎ

に移されて審議・議決が行われる。

可決されれば，他の議院に送られ，同じ手続きを経て，先議の議院と同様に可決され

れば法律となり天皇によって公布
こ う ふ

される。 

(2) 法律の制定以外の国会の仕事としては，税金などを財源とする予算の審議と議決，内

閣が外国との間で結んだ条約の承認
しょうにん

，内閣総理大臣の指名，内閣不信任案の議決(衆

議院のみ)，憲法改正の発議
は つ ぎ

，裁判官をやめさせるかどうかを決める弾劾
だんがい

裁判所の設置

などがある。また，国会は証人を呼んだり記録を提出させたりする国政
こくせい

調査権
ちょうさけん

をもつ。 

 

[要点確認] 

(1) 法律案は(   )または(   )によって，どちらかの議院に提出される。提出された

法律案は，専門の(   )会で審議され，場合によっては専門家や国民の意見を聞く

(   )会が開かれることもある。その後法律案は，(   )会議に移されて審議・議

決が行われる。可決されれば，他の議院に送られ，同じ手続きを経て，先議の議院と

同様に可決されれば法律となり(   )によって公布
こ う ふ

される。 

(2) 法律の制定以外の国会の仕事としては，税金などを財源とする(   )の審議と議決，

内閣が外国との間で結んだ条約の(   )，(   )の指名，(   )の議決(衆議院の

み)，(   )の発議
は つ ぎ

，裁判官をやめさせるかどうかを決める(   )の設置などがあ

る。また，国会は証人を呼んだり記録を提出させたりする(   )権をもつ。 
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[法律の制定] 

[問題23] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 法律案を提出できるのは議員

と右図のAの( ① )である。

法律案は各議院の議長に送付

され，Bの( ② )会で十分に

審議された後，議員全員で構成

するDの( ③ )で審議・議決

される。(②)会において，学識

経験者や利害関係人の意見を

聞くCの( ④ )が開かれることがある。 

(2) 国会が定めた法律を公布するEは誰か。 

(3) 委員会や本会議で法律案などを可決するためには，( ① )議員の( ② )の賛成

が必要である。 

(4) 衆議院と参議院の意見が異なる場合，( ① )を開くことがある。衆議院で可決

した法律案が参議院で否決された場合，衆議院が出席議員の( ② )以上の賛成

で再可決すれば，法律案は成立する。 

 

 

[予算の審議・議決] 

[問題24] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 税金などの収入にもとづいて，1年間に必要とする経費の見積もりを何というか。 

(2) (1)の原案をつくる省庁はどこか。 

(3) (1)を国会に提出するのはどこか。 

(4) (1)は先に①(衆議院／参議院)に提出される。これを(1)の( ② )権という。 

(5) 予算について，参議院で衆議院と異なった議決をした場合に必ず開かなければな

らない会は何か。 

(6) (5)を開いても意見が一致しなかった場合はどうなるか。 
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[内閣総理大臣の指名] 

[問題25] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 内閣総理大臣はどのような職務につく人から選出されるか，漢字4字で答えよ。 

(2) 国会は，内閣総理大臣の( ① )を行い，それに従って天皇が内閣総理大臣を

( ② )する。 

(3) 内閣総理大臣を選出する場合，衆議院と参議院で異なる議決をした場合に結果は

どのようになるか。(両院協議会でも一致しなかったとする) 

 

 

[その他の仕事] 

[問題26] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) ①条約を締結
ていけつ

するのはどこか。②また，締結された条約を承認
しょうにん

するのはどこか。 

(2) 国会が憲法改正の( ① )をするには，両議院で( ② )の( ③ )以上の賛成が

必要である。 

(3) 法律案や予算の審議の中で，証人を呼んだり，記録を提出させたりする国会の権

限を何というか。 

(4) 国会は，不適任だと訴えられた裁判官をやめさせるかどうかを決める(   )を

設置する。 
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[全般：正誤問題] 

[問題27] 

 次の(1)～(14)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 

(1) 「法律案をつくって国会に提出できるのは内閣のみである。」 

(2) 「法律案は，はじめに衆議院で審議される。」 

(3) 「委員会では，審議の過程で必要に応じて，専門家や利害関係の深い人々の意見

を聞く聴聞会を開くことができる。」 

(4) 「委員会で議案を審議するときは，公聴会を開くことが義務づけられている。」 

(5) 「法律案を議決するとき，衆参両議院の意見が一致しないときは，両院協議会を

開かなければならない。」 

(6) 「衆議院で可決された法律案が参議院で否決された後，衆議院で出席議院の4分

の3以上で再可決した場合は，法律が成立する。」 

(7) 「法律を公布するのは国会である。」 

(8) 「内閣における予算の作成は，内閣府が担当し，各省庁の要求を検討して原案を

まとめて，閣議で決定される。」 

(9) 「国会では，証人を呼んだり記録を提出させたりして，内閣のしごとなど政治が

どのように行われているかを調べることがある。国会がもつこのような権限を国

政調査権という。」 

(10) 「国政調査権は，衆議院だけにある。」 

(11) 「予算を作成し，国会に提出できるのは，内閣だけであり，議員はできない。」 

(12) 「国会は条約の締結を行う。」 

(13) 「国会は内閣総理大臣の任命を行う。」 

(14) 「国会は憲法改正の発議を行う。」 
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【】内閣 

【】内閣の組織と議院内閣制 

[要点] 

(1) 法律や予算にもとづいて政治を行うことを行政という。その最高機関は内閣
ないかく

で，

長たる内閣総理
そ う り

大臣
だいじん

と国務
こ く む

大臣で構成され，閣議
か く ぎ

で方針を決定する。内閣総理大

臣は，国会議員の中から国会が指名
し め い

して，天皇が任命
にんめい

する。国務大臣は内閣総理

大臣が任命するが，その過半数は国会議員でなければならない。 

(2) 内閣は国会の信任
しんにん

のもとに成り立ち，国会に対して連帯
れんたい

して責任を負う。これを

議院
ぎ い ん

内閣制
ないかくせい

という。衆議院が内閣不信任
ないかくふしんにん

を決議したとき，内閣は総辞職
そうじしょく

するか10

日以内に衆議院を解散
かいさん

しなければならない。衆議院が解散されたときは，40日以

内に総選挙をおこない，選挙の日から30日以内に特別会(特別国会)を開く。この

国会では，まず内閣総理大臣の指名を行う。 

 

[要点確認] 

(1) 法律や予算にもとづいて政治を行うことを(   )という。その最高機関は

(   )で，長たる(   )大臣と(   )大臣で構成され，(   )で方針を決

定する。内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣は，(   )の中から国会が(   )して，天皇が(   )

する。国務大臣は(   )が任命するが，その(   )は国会議員でなければなら

ない。 

(2) 内閣は国会の(   )のもとに成り立ち，国会に対して(   )して責任を負う。

これを(   )制という。(   )が内閣不信任
ないかくふしんにん

を決議したとき，内閣は(   )

するか10日以内に(   )しなければならない。衆議院が解散
かいさん

されたときは，40

日以内に総選挙をおこない，選挙の日から30日以内に(   )会を開く。この国

会では，まず(   )を行う。 

 

 

[内閣の組織] 

[問題28] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 法律や予算にもとづいて政治を行うことを何というか。 

(2) (1)の最高機関は何か。 

(3) (2)の長は誰か。 

(4) (1)の仕事を分担して行っている大臣を何というか。 

(5) (3)が議長となって内閣の方針を決める会議を何というか。 
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[問題29] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 内閣を構成するのは誰と誰か。 

(2) 国務大臣は内閣総理大臣によって(  )される。 

(3) 国務大臣の罷免
ひ め ん

を行うことができるのは誰か。 

 

 

[議院内閣制] 

[問題30] 

 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

アメリカのように，議会の議員と行政の長を国民が別々に選挙する政治のしくみを

( ① )制という。これに対し，日本では，選挙によって直接国民から選ばれた議員によ

って構成される国会が，内閣総理大臣を選ぶ( ② )制がとられており，間接的に行政の

長を選ぶしくみになっている。 

 

 

[問題31] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 内閣は( ① )の信任にもとづいて成立し，(①)に対して( ② )して責任を負う。こ

のしくみを( ③ )制という。 

(2) 内閣の行う仕事を信任できなければ，( ① )院は( ② )の決議を行うことができる。

(②)が可決されると，内閣は10日以内に(①)院を( ③ )するか( ④ )をしなければ

ならない。 

(3) 衆議院が解散されたときは，解散の日から( ① )日以内に( ② )を行い，その選挙

の日から( ③ )日以内に( ④ )会を召集しなければならない。この(④)会では，最

初に，内閣総理大臣が( ⑤ )される。 

(4) 内閣総理大臣は国務大臣を任命するが，その(   )は国会議員でなければならない。 
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[全般：正誤問題] 

[問題32] 

 次の(1)～(14)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 

(1) 「内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は国会議員でなければならない。」 

(2) 「内閣総理大臣は，衆議院議員の中から国会で指名される。」 

(3) 「国会は内閣総理大臣を任命する。」 

(4) 「衆議院で多数をしめる政党の党首が内閣総理大臣になることが多い。」 

(5) 「国会において少数の議席しか持たない党は与党になれない。」 

(6) 「内閣総理大臣の指名について，衆議院と参議院の議決が異なった場合には両院協議

会が開かれるが，それでも意見が一致しないときは，衆議院で3分の2以上の賛成で再

議決すれば，それが国会の議決になる。」 

(7) 「国務大臣は天皇が任免
にんめん

する。」 

(8) 「国務大臣は，かならずしも国会議員でなくともよい。」 

(9) 「国務大臣の3分の1以上は国会議員でなければならない。」 

(10) 「内閣総理大臣は単独で，国会に対して責任を負う。」 

(11) 「国会は内閣に対して不信任
ふ し ん に ん

案を決議できる。」 

(12) 「内閣は，内閣不信任案が可決されたら，即時に総辞職しなければならない。」 

(13) 「内閣の仕事の方針は，閣議で決定される。」 

(14) 「閣議での意思決定は多数決できめられる。」 
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【】内閣や行政の仕事・行政改革 

[要点] 

(1) 内閣の仕事としては，①法律案や予算を作成して，国会に提出する，②外交に関する

事務を行い，外国と条約を結ぶ，③天皇の国事
こ く じ

行為
こ う い

に対する助言
じょげん

と承認
しょうにん

を行う，④法

律や予算を執行
しっこう

し，それに必要な政令
せいれい

を定める，などがある。 

(2) おもな省庁としては，教育などの仕事を行う文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

，道路，河川
か せ ん

，鉄道，海上保

安，気象
きしょう

などの仕事を行う国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

，国の予算の原案作成，税の徴収などの仕事を

行う財務省
ざいむしょう

，国の対外的な仕事を行う外務省
がいむしょう

，社会保障や，保健・衛生を担当する厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

，自然の保全・整備，公害規制を行う環境省
かんきょうしょう

などがある。 

(3) 公務員(国家公務員と地方公務員)は全体の奉仕者
ほ う し し ゃ

であって一部の奉仕者ではない。

幼稚園と保育園など，見た目は似た施設であっても担当する役所が分かれている

縦割
た て わ

り行政や，公務員が退職後に関連企業に再就職する天下
あまくだ

りが問題になってい

る。 

(4) 政府の役割については，「小さな政府」と「大きな政府」という考え方がある。現在

の日本では，簡素で効率的な行政をめざす行政改革が進められている。その具体的内

容としては，許認可権
きょにんかけん

を見直して規制
き せ い

緩和
か ん わ

をはかる，公務員の数を減らして行政組織

を効率化する，事業の民営化をはかって財政を再建するなどがある。 

 

[要点確認] 

(1) 内閣の仕事としては，①(   )案や(   )を作成して，国会に提出する，②外

交に関する事務を行い，外国と(   )を結ぶ，③天皇の国事
こ く じ

行為
こ う い

に対する

(   )と(   )を行う，④法律や予算を執行
しっこう

し，それに必要な(   )を定め

る，などがある。 

(2) おもな省庁としては，教育などの仕事を行う(   )省，道路，河川
か せ ん

，鉄道，海上保

安，気象
きしょう

などの仕事を行う(   )省，国の予算の原案作成，税の徴収などの仕事を

行う(   )省，国の対外的な仕事を行う(   )省，社会保障や，保健・衛生を担当

する(   )省，自然の保全・整備，公害規制を行う(   )省などがある。 

(3) 公務員(国家公務員と(   )公務員)は全体の(   )であって一部の(   )で

はない。幼稚園と保育園など，見た目は似た施設であっても担当する役所が分か

れている(   )行政や，公務員が退職後に関連企業に再就職する(   )が問題

になっている。 

(4) 政府の役割については，「(   )な政府」と「(   )な政府」という考え方がある。

現在の日本では，簡素で効率的な行政をめざす(   )改革が進められている。その

具体的内容としては，許認可権を見直して(   )をはかる，公務員の数を減らして

行政組織を効率化する，事業の民営化をはかって財政を再建するなどがある。 
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[内閣の仕事] 

[問題33] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 内閣は，法律案や予算をつくって(   )に提出する。 

(2) 内閣は，外交に関する事務を行い，外国と(   )を結ぶ。 

(3) 法律で決められたことを実施するために，内閣が定めるきまりを何というか。 

(4) 内閣は，天皇の(   )に対して助言と承認をあたえる。 

(5) 内閣は最高裁判所の長官を( ① )し，その他の裁判官を( ② )する。 

 

 

[各省庁] 

[問題34] 

次の仕事を担当している省庁を，右図から選べ。 

① 教育や文化財保護などの仕事を行う。 

② 交通機関や道路，河川などの整備を行う。 

③ 国の予算の原案作成，税の徴収や造幣などの仕

事を行う。 

④ 医療や年金などの社会保障，福祉などの仕事を

担当する。 

⑤ 大使や公使の派遣や受け入れなど国の対外的な

仕事を行う。 

⑥ 諸産業の活性化やエネルギーの確保に関する仕

事を行う。 

⑦ 自衛隊を管理・運営する。 

⑧ 大気汚染を防ぐための排気ガス規制についての

仕事を行う。 

 

 

[公務員] 

[問題35] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 行政機関で働く職員を何というか。 

(2) (1)には2種類あるが，国家公務員ともう1つは何か。 

(3) (1)は日本国憲法では，「○○の○○○」であると定められている。○に漢字 1 字ずつ

を入れて答えよ。 
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[行政権の拡大・行政改革] 

[問題36] 

政府の役割についてはさまざまな議論がなされてきた。次の考え方を何というか。それ

ぞれ「○○○政府」という形で答えよ。 

① 政治の役割は国防や治安維持など最小限におさえるべきという考え方。 

② 政治は人々の生活を安定させるため，社会保障や教育，雇用の確保など，さまざまな

仕事を行うべきだという考え方。 

 

 

[問題37] 

 次の各問いに答えよ。  

(1) 公務員が退職後に関連企業に再就職することを何というか。 

(2) 幼稚園と保育園など，見た目は似た施設であっても担当する役所が分かれており，行

政のサービス低下の原因にもなっている。このようなことを何行政というか。 

 

 

[問題38] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 行政の仕事が拡大して，公務員の数や行政のための費用が増大し，国民の負担も

増えてきた。これに対して1980年代から公社の民営化など一連の改革が進められ

てきたが，この改革を何というか。 

(2) (1)の一環として，たとえば米の販売を免許制から登録制にしたり，ガソリンスタンド

におけるセルフ方式の給油を認めたりするようになってきた。このような動きを何と

いうか。 
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【】裁判所 

【】裁判所・三審制・司法権の独立 

[要点] 

(1) 裁判所には，全国に1つ置かれる最高
さいこう

裁判所
さいばんしょ

と，高等裁判所(全国 8つの主要都市

に設置)・地方裁判所(各都道府県に 1つずつ(北海道は4つ))・家庭裁判所(家庭内

の争いや未成年者の事件)・簡易
か ん い

裁判所(軽微な事件をあつかう)の4つの下級裁判

所がある。 

(2) 裁判を慎重に行うために三審制
さんしんせい

が取られている。第一審の判決に不服があれば，

第二審の上級裁判所へ控訴
こ う そ

することができる。さらに第二審の判決に不服のとき

は第三審へ上告
じょうこく

を行うことができる。法律や行政処分が憲法に適合するかしない

かを決定する権限を違憲
い け ん

審査権
し ん さ け ん

という。とくに最高裁判所は最終判断を下すので，

憲法の番人と呼ばれている。 

(3) 公正な裁判を行うためには，裁判所が国会や内閣など他の権力から圧力や干渉
かんしょう

を

受けないことが必要である。これを司法権の独立という。憲法72条は「すべて裁

判官はその良心
りょうしん

に従ひ独立してその職権を行なひ，この憲法および法律にのみ

拘束
こうそく

される。」と定めている。裁判官は心身の故障，あるいは公の弾劾
だんがい

によらな

ければ，やめさせられることはない。 

 

[要点確認] 

(1) 裁判所には，全国に1つ置かれる(   )裁判所と，(   )裁判所(全国 8つの主

要都市に設置)・(   )裁判所(各都道府県に 1つずつ(北海道は4つ))・(   )

裁判所(家庭内の争いや未成年者の事件)・(   )裁判所(軽微な事件をあつかう)

の4つの(   )裁判所がある。 

(2) 裁判を慎重に行うために(   )制が取られている。第一審の判決に不服があれ

ば，第二審の上級裁判所へ(   )することができる。さらに第二審の判決に不

服のときは第三審へ(   )を行うことができる。法律や行政処分が憲法に適合

するかしないかを決定する権限を(   )権という。とくに最高裁判所は最終判

断を下すので，(   )と呼ばれている。 

(3) 公正な裁判を行うためには，裁判所が国会や内閣など他の権力から圧力や干渉
かんしょう

を

受けないことが必要である。これを(   )という。憲法72条は「すべて裁判官

はその(   )に従ひ独立してその職権を行なひ，この(   )および(   )に

のみ拘束
こうそく

される。」と定めている。裁判官は心身の故障，あるいは公の(   )

によらなければ，やめさせられることはない。 

 

 

 24



[裁判所の種類] 

[問題39] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 裁判所を大きく2つに分けると最高裁判所と何に分類できるか。 

(2) 全国に8か所あって主に第二審の裁判にあたる裁判所は何か。 

(3) 各都道府県に1つずつ(北海道は4つ)設けられ，主に第一審の裁判を行うが，簡易

裁判所から控訴された民事事件も扱う裁判所は何か。 

(4) 140万円以下の民事事件と罰金刑以下の刑事事件を扱う第一審の裁判所は何か。 

(5) 家庭内の争いや未成年者についての事件を扱う第一審の裁判所は何か。 

 

 

[問題40] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 権利がおかされた場合にそれを回復したり，罪を犯した者を処罰したりする働き

を何というか。 

(2) 「すべて司法権は，( ① )裁判所及び法律の定めるところにより設置する

( ② )裁判所に属する。」(76条)  

(3) 「憲法の番人」と呼ばれる裁判所は何か。 

 

 

[問題41] 

次のア～ウで裁判となった場合，どの裁判所で第一審の裁判が始まるか。裁判所名を答

えよ。 

ア 17 歳の高校生 3 人が，55 歳のホームレスの男性を登呂公園で襲い，重傷を負わせた

として警察に逮捕された。 

イ 元恋人に 80 万円を貸したが，借りた覚えはないと言って返してくれない。 

ウ 17 歳の少年が襲われ，全治 1 か月の重傷を負った。容疑者として 55 歳のホームレス

の男性 2 人が逮捕された。登呂公園の襲撃事件の報復と見られる。 
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[三審制] 

[問題42] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 図中の①～④にあてはまる裁判所名を書け。 

(2) 図のAのように，第一審の判決に不服で，

第二審を求めて訴えることを何というか。 

(3) 図のBのように，第二審の判決に不服で，

第三審を求めて訴えることを何というか。 

(4) 裁判の判決に不服の場合，(2)，(3)のよう

に，3段階まで裁判を求めることができる。

このことを何というか。 

(5) (4)のような制度がとられている理由を書け。 

 

 

[違憲審査権] 

[問題43] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 憲法に違反するかどうかを判断する裁判所の権限は何か。 

(2) 最高裁判所は，憲法を守る上で重要な働きをしている。このことから，最高裁判

所は何と呼ばれるか。 

(3) 最高裁判所が(2)のように呼ばれる理由は何か，簡潔に書け。 

 

 

[司法権の独立] 

[問題44] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 公正な裁判を行うためには，裁判所が国会や内閣など他の権力から圧力や干渉
かんしょう

を

受けないことが必要である。これを何というか。 

(2) すべて裁判官はその( ① )にしたがい( ② )してその職権を行い，この

( ③ )及び( ④ )にのみ拘束
こうそく

される。 

(3) 裁判官としての適不適を判断するために国会におかれる裁判所は何か。 

(4) 最高裁判所の裁判官を対象にして10年に1回行なわれる罷免
ひ め ん

かいなかを判断する

ための投票は何か。 
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[問題45] 

 次の(1)～(5)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 

(1) 「最高裁判所の裁判官を対象にして10年に1回，罷免
ひ め ん

かいなかを判断するための

国民投票が行われる。」 

(2) 「すべての裁判官は国民審査
こ く み ん し ん さ

を受けることになっている。」 

(3) 「国民審査は，前回の国民審査から10年をすぎる衆議院の総選挙の際に行われ

る。」 

(4) 「裁判官は，内閣の決定によってやめさせられることがある。」 

(5) 「裁判官は，心身の故障によってやめさせられることはない。」 
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【】民事裁判・刑事裁判 

[要点] 

(1) 土地争いや金銭の貸し借りなどの争いについての裁判を民事裁判という。国などに対

して行う裁判は特に行政裁判という。民事裁判では，裁判所に訴えた人を原告
げんこく

，訴え

られた人を被告
ひ こ く

という。民事裁判において，判決を待たずに双方が合意して円満に解

決することを和解
わ か い

という。 

(2) 犯罪の事実の有無を判断し，有罪であれば刑罰を科す裁判を刑事
け い じ

裁判という。ど

のような行為が犯罪に当たり，処罰
しょばつ

されるかについては，あらかじめ法律によっ

て定められていることが必要である。これを罪刑
ざいけい

法定
ほうてい

主義
し ゅ ぎ

という。 

(3) 逮捕
た い ほ

を行うためには，現行犯
げんこうはん

の場合以外は裁判官の出す令状
れいじょう

が必要である。警察官か

ら送致された被疑者
ひ ぎ し ゃ

を取り調べるのは検察官
けんさつかん

である。被疑者には，黙秘権
も く ひ け ん

(答えたくな

い質問には答えなくてよい権利)と弁護人
べ ん ご に ん

を依頼する権利がある。拷問
ごうもん

は禁止されてお

り，拷問による自白は証拠
しょうこ

とすることはできない。検察官は取り調べの後，裁判所へ

起訴
き そ

する。検察官が原告となり，訴えられた者が被告人
ひ こ く に ん

となる。被告人は，有罪の判

決が出るまでは無罪と推定され，公平で迅速
じんそく

な公開裁判を受ける権利を保障されてい

る。 

 

[要点確認] 

(1) 土地争いや金銭の貸し借りなどの争いについての裁判を(   )裁判という。国など

に対して行う裁判は特に(   )裁判という。民事裁判では，裁判所に訴えた人を

(   )，訴えられた人を(   )という。民事裁判において，判決を待たずに双方が

合意して円満に解決することを(   )という。 

(2) 犯罪の事実の有無を判断し，有罪であれば刑罰を科す裁判を(   )裁判という。

どのような行為が犯罪に当たり，処罰
しょばつ

されるかについては，あらかじめ法律によ

って定められていることが必要である。これを(   )主義という。 

(3) 逮捕
た い ほ

を行うためには，(   )犯の場合以外は裁判官の出す(   )が必要である。警

察官から送致された被疑者
ひ ぎ し ゃ

を取り調べるのは(   )である。被疑者には，(   )

権(答えたくない質問には答えなくてよい権利)と(   )を依頼する権利がある。

(   )は禁止されており，(   )による自白は証拠
しょうこ

とすることはできない。検察官

は取り調べの後，裁判所へ(   )する。検察官が(   )となり，訴えられた者が

(   )となる。(   )は，有罪の判決が出るまでは(   )と推定され，公平で迅速
じんそく

な(   )裁判を受ける権利を保障されている。 
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[民事裁判] 

[問題46] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) お金の貸し借りや土地の売り買いなどをめぐって争われる裁判を何というか。 

(2) (1)の裁判のうち，国や地方公共団体に対して行う裁判は，特に何と呼ばれるか。 

(3) (1)の裁判で，①裁判所に訴えた人を何というか。②また，訴えられた人を何とい

うか。 

(4) (1)の裁判において，判決を待たずに双方が合意して円満に解決することを何というか。 

 

 

[刑事裁判] 

[問題47] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 犯罪の事実の有無を判断し，有罪であれば刑罰を科す裁判を何というか。 

(2) (1)の裁判で，被疑者
ひ ぎ し ゃ

を裁判所に訴える人(原告)は誰か。 

(3) (1)の裁判で，(2)が被疑者を裁判所に訴えることを何というか。 

(4) (1)の裁判で，裁判所に訴えられた被疑者は何と呼ばれるか。 

(5) どのような行為が犯罪に当たりどのような刑罰が科せられるかについては，あら

かじめ法律によって定められていることが必要である。これを何主義というか。 

 

 

[裁判と人権保障] 

[問題48] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 刑事事件がおこると警察官が罪をおかした疑いのある(   )を逮捕する。 

(2) 警察官が，( ① )犯以外で逮捕を行うためには，( ② )官の出す( ③ )が必

要である。 

(3) 警察官から送致
そ う ち

された(1)の者を取り調べるのは誰か。 

(4) (1)の者は，自分に不利なことを話すように強要されない。この権利を何というか。 

(5) ( ① )は禁止されており，(①)による自白は( ② )として使うことはできない。 

(6) (1)や被告人には，( ① )人を依頼する権利が認められている。被告人が，経済

的な理由から(①)を依頼できないときは，国が費用を負担して( ② )人をつける

ことになっている。 

(7) 被告人は，有罪の判決を受けるまで①(無罪／有罪)と推定され，公正で迅速
じんそく

な( ② )

裁判を受ける権利を保障されている。 
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[民事裁判と刑事裁判全般] 

[問題49] 

次のア～ウの文は民事裁判と刑事裁判のどちらか。 

ア 17 歳の高校生 3 人が，55 歳のホームレスの男性を登呂公園で襲い，重傷を負わせた

として警察に 逮捕された。 

イ 元恋人に 80 万円を貸したが，借りた覚えはないと言って返してくれない。 

ウ 17 歳の少年が襲われ，全治 1 ケ月の重傷を負った。容疑者として 55 歳のホームレス

の男性 2 人が逮捕された。登呂公園の襲撃事件の報復と見られる。 
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【】司法制度改革 

[要点] 

(1) わが国の裁判には，費用と時間がかかることや，裁判官・弁護士・検察官がほかの先

進国と比べて少ないなどの問題がある。このような現状を改めるために，司法
し ほ う

制度
せ い ど

改革
かいかく

が進められてきた。このうち，2009年からスタートした裁判員
さいばんいん

制度は，国内で選

挙権のある人の中からくじで選ばれた裁判員が，地方裁判所で行われる刑事裁判の第

一審に参加する制度である。裁判の内容に国民の視点や感覚が反映されるようになり，

司法に対する理解と信頼
しんらい

が深まることが期待されている。 

(2) 無実なのに犯人とされることをえん罪という。刑事裁判でいったん有罪の判決を

受けた人が再審
さいしん

によって無罪になった例がある。そこで，適正な捜査が行われた

かどうかを事後に確認できるように，取り調べの一部を録画・録音する，取り調

べの可視化
か し か

が始められている。 

 

[要点確認] 

(1) わが国の裁判には，費用と(   )がかかることや，裁判官・弁護士・検察官がほか

の先進国と比べて(   )などの問題がある。このような現状を改めるために，

(   )改革が進められてきた。このうち，2009年からスタートした(   )制度は，

国内で選挙権のある人の中からくじで選ばれた(   )が，(   )裁判所で行われる

(   )裁判の第(   )審に参加する制度である。裁判の内容に国民の視点や感覚が

反映されるようになり，司法に対する理解と信頼が深まることが期待されている。 

(2) 無実なのに犯人とされることを(   )罪という。刑事裁判でいったん有罪の判

決を受けた人が(   )審によって無罪になった例がある。そこで，適正な捜査

が行われたかどうかを事後に確認できるように，取り調べの一部を録画・録音す

る，取り調べの(   )化が始められている。 
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[問題50] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 2009年に日本でも国民が裁判に参加する新しい制度が導入された。この制度の名称を

答えよ。 

(2) (1)の制度が適用される裁判を，「○○裁判の第○審」という形で答えよ。 

(3) (1)の制度が適用される裁判は，どこで行われるか。次の[  ]から 1 つ選べ。 

[ 地方裁判所 高等裁判所 最高裁判所 ] 

(4) (1)の制度に期待していることを「司法」「国民」「反映」「理解と信頼」の言葉を使

って説明せよ。 

(5) わが国の裁判には，費用と( ① )がかかることや，裁判官・( ② )・検察官が

ほかの先進国と比べて少ないことなどいくつかの問題があり，( ③ )改革が進

められている。(1)の制度は(③)改革の一環である。 

 

 

[問題51] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 無実なのに犯人とされることを何というか。 

(2) 刑事裁判で刑が確定した後に，裁判の重大な誤りが疑われる場合に認められる，

やりなおしの裁判の制度を何というか。 

(3) 適正な捜査が行われたかどうかを事後に確認できるように，取り調べの一部を録

画・録音する，取り調べの(   )化が始められている。 

(4) 一部の刑事事件の裁判では，被害者が被告人に質問できる，(   )制度が設け

られた。 

(5) 検察官が事件を起訴しなかったことについて，くじで選ばれた国民が，適正であった

かどうかを判断する機関は何と呼ばれるか。 

(6) 被告人が，裁判の結果，無罪の判決を受けたとき，国に(   )を請求すること

ができる。 
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【】三権の関係 

[要点] 

A 立法 B 行政 C 司法 

① 内閣総理大臣の指名 

  衆議院による内閣不信任の決議 

② 衆議院の解散 

③ 違憲審査権 

④ 裁判官の指名・任命 

⑤ 違憲審査権 

⑥ 裁判官の弾劾
だんがい

裁判 

⑦ 選挙 

⑧ 世論
せ ろん

 

⑨ 国民審査
こくみんしんさ

 

 

[要点確認] 

A(   ) B (   ) C (   ) 

①(       )(       ) 

②(       ) 

③(       ) 

④(       ) 

⑤(       ) 

⑥(       ) 

⑦(       ) 

⑧(       ) 

⑨(       ) 
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[問題52] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 立法，行政，司法のしごとは，それぞれ国会，内閣，裁判所が担当し，権力の集

中を防いでいる。この政治のしくみを何というか。 

(2) ①(1)を主張したフランスの思想家は誰か。②また，その代表的な著書は何か 

(3) (1)の目的は何であると考えられるか。その目的を書け。 

 

 

[問題53] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 図のA，B，Cにあてはまる語句を書け。 

(2) 国会が内閣に対してもっている権限①

は何か。2つあげよ。 

(3) 内閣が国会に対してもっている権限②

は何か。 

(4) 裁判所が内閣に対してもっている権限

③は何か。 

(5) 内閣が裁判所に対してもっている権限

は④何か。 

(6) 裁判所が国会に対してもっている権限⑤は何か。 

(7) 国会が裁判所に対してもっている権限⑥は何か。 

(8) 国民の国会に対するコントロールの手段⑦は何か。 

(9) 国民の内閣に対するコントロールの手段⑧は何か。 

(10) 国民の裁判所に対するコントロールの手段⑨は何か。 
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[問題54] 

次の(1)～(11)は図のア～ケのどれにあたるか。 

(1) 内閣不信任案を可決した。 

(2) 衆議院が解散され，総選挙が実施され

た。 

(3) 現行の定数配分は違憲である。 

(4) 刑法200条「尊属
そんぞく

殺人は死刑又は無期
む き

懲役
ちょうえき

」は憲法 14 条違反であると裁判

が下り，1973 年に最高裁で違憲判決

がでて 1995 年に刑法 200 条が削除された。 

(5) 総理大臣は，国会議員の中から選ばれる。 

(6) 内閣不信任案が可決された。 

(7) 判事補
は ん じ ほ

が，弾劾
だんがい

裁判所で有罪となり，裁判官の地位を失った。 

(8) 内閣に対する国民の期待が高く，その支持率が高い。 

(9) 最高裁判所長官の指名と裁判官の任命が行われた。 

(10) 最高裁判所の裁判官については国民審査が行われる。 

(11) 裁判所は行政事件について裁判を行う。 

 

 

[問題55] 

 次は，国会(または，衆議院，参議院)，内閣，裁判所のどれに関係があるか。 

(1) 天皇の国事行為の助言と承認 

(2) 国政調査権 

(3) 法律，命令，処分の違憲審査 

(4) 条約の締結 

(5) 条約の承認 

(6) 憲法改正の発議 

(7) 内閣総理大臣の指名 

(8) 弾劾裁判 

(9) 決算の承認 

(10) 政令の制定 

(11) 予算案の提出 

(12) 内閣不信任の決議 

(13) 最高裁判所長官の指名 

(14) 法律や予算の執行 
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【】地方自治 

【】地方自治 

[要点] 

(1) 都道府県と市(区)町村をまとめて地方公共団体(地方自治体)といい，地域に住む人々が，

地域の政治を自分たちで行うことを地方
ち ほ う

自治
じ ち

という。地方自治は民主主義の原点であ

ることから「民主主義の学校」と呼ばれている。地域の問題に国があまり関与しない

で，できるだけその地域に住む住民の判断にゆだねるしくみを地方分権
ぶんけん

という。1999

年に地方分権一括
いっかつ

法が制定された。地方公共団体の仕事としては，上下水道，ゴミの

収集，消防，学校の運営などがある。 

(2) 地方公共団体の議決機関は地方議会で，法律に違反しない範囲で条例
じょうれい

を制定する。行

政の長である首長
しゅちょう

は，議会の決定に対する拒否権
きょひけん

や，議会の解散権
かいさんけん

を持っている。

これに対して議会は，首長の不信任
ふしんにん

決議権
けつぎけん

を持っている。 

(3) 地方自治では，住民が市長と地方議会の議員の2つの代表を選挙で選ぶ。このような

しくみを二元
に げ ん

代表制
だいひょうせい

という。都道府県知事の被選挙権は30歳以上で，市(区)長村長や

地方議会の議員の被選挙権は25歳以上である。任期はいずれも4年である。 

 

[要点確認] 

(1) 都道府県と市(区)町村をまとめて(   )といい，地域に住む人々が，地域の政治を自

分たちで行うことを(   )という。(   )は民主主義の原点であることから「民主

主義の(   )」と呼ばれている。地域の問題に国があまり関与しないで，できるだ

けその地域に住む住民の判断にゆだねるしくみを(   )という。1999年に(   )

法が制定された。地方公共団体の仕事としては，上下水道，ゴミの収集，消防，学校

の運営などがある。 

(2) 地方公共団体の議決機関は(   )で，法律に違反しない範囲で(   )を制定する。

行政の長である(   )は，議会の決定に対する(   )権や，議会の(   )権を持

っている。これに対して議会は，首長の(   )権を持っている。 

(3) 地方自治では，住民が市長と地方議会の議員の2つの代表を選挙で選ぶ。このような

しくみを(   )制という。都道府県知事の被選挙権は(   )歳以上で，市(区)長村

長や地方議会の議員の被選挙権は(   )歳以上である。任期はいずれも(   )年で

ある。 
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[地方自治・地方分権] 

[問題56] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 都道府県と市(区)町村をまとめて何というか。 

(2) 一定の地域に住む人々が，地域の政治を自分たちで行うことを( ① )という。

人々の責任において政治を行うという民主主義の精神は，生活に密着した(①)の

中ではぐくまれやすい。この意味で，「(①)は民主主義の( ② )」と呼ばれてい

る。 

(3) 県や町が国の下請け機関のようになっていた中央集権の性格を改めるため，それまで

国がやっていた仕事を各県などにまかせるようになってきた。①このことを何という

か。②また，これに関して 1999 年に制定された法律は何か。 

 

 

[地方公共団体の仕事] 

[問題57] 

次のア～クの中で地方公共団件の仕事にあてはまらないものを 2つ選び，記号で答えよ。 

ア 学校を整備し，住民に学ぶ場を提供する。 

イ 上下水道を整備する。 

ウ 住民からのゴミを収集し，処理する。 

エ 140万円以下の民事裁判を行う。 

オ 地方税の徴収を行う。 

カ 介護保険の運営を行う。 

キ 大河川や空港・港の管理を行う。 

ク 条例を制定する。 

 

 

[地方議会・首長] 

[問題58] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 地方公共団体の議決機関は何か。 

(2) (1)が法律に違反しない範囲でつくるきまりを何というか。 

(3) 地方公共団体の行政の長を何というか。 

(4) (3)には，都道府県(   )や市(区)町村長がある。 

(5) (1)は，(3)の方針に反対であれば，どんな決議をすることができるか。 

(6) (5)に対して，(3)は議会の決定に対する( ① )権や，議会の( ② )権を持っている。 
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[問題59] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 地方自治では，住民が市長と地方議会の議員の2つの代表を選挙で選ぶ。このよ

うなしくみを何というか。 

(2) 都道府県知事の被選挙権は何歳か。 

(3) 市(区)長村長の被選挙権は何歳か。 

(4) 地方議会の議員の被選挙権は何歳か。 

(5) 都道府県知事，市(区)町村長，地方議会の議員の任期はすべて(   )年である。 

 

 

[問題60] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 都道府県知事の補助機関を1つあげよ。 

(2) 市(区)町村長の補助機関を1つあげよ。 

(3) 警察関係の行政委員会は( ① )，教育関係は( ② )，選挙関係は( ③ )であ

る。 
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【】直接請求権 

[要点] 

 直接請求権 必要な署名数 請求先 
条例の制定・改廃の請求 首長 
監査請求 

1/50以上 
監査委員 

議会の解散請求 選挙管理委員会 
首長，議員，副知事，副市

町村長，各委員の解職請求

1/3以上 
選挙管理委員会・首長 

 

[要点確認] 

 直接請求権 必要な署名数 請求先 
条例の制定・改廃の請求 (    ) 
監査請求 

(    ) 
(    ) 

議会の解散請求 (    ) 
首長，議員，副知事，副市

町村長，各委員の解職請求

(    ) 
(    ) 

 

 

[直接請求権] 

[問題61] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 地方公共団体の住民には，下の表に示されるような権利がある。これを何というか。 

(2) 下の表の空欄に適語を入れよ。 
 

 必要な署名数 請求先 
( ① )の制定・改廃の請求 ( ⑥ ) 
監査請求 

1/( ④ )以上 
( ⑦ ) 

議会の( ② )請求 ( ⑧ ) 
首長や議員の( ③ )請求 

1/( ⑤ )以上 
( ⑧ )・首長 
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[問題62] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 直接請求権が認められているのはどういう場合か。4つあげよ。 

(2) 住民の「知る権利」にもとづいた要求にこたえて，多くの地方公共団体において

(   )公開制度が設けられている。  

(3) 首長や議員の解職の請求をカタカナで何というか。 

(4) 近年，政策や計画などについて住民投票を行うケースが増えている。実際に行われた

住民投票の例にあてはまるものを，次のア～エから 2 つ選べ。 

  ア 原子力発電所の建設 

  イ 憲法改正の是非 

  ウ 裁判官の罷免 

  エ 産業廃棄物処理場の設置 

 

 

[住民参加の拡大] 

[問題63] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 行政監視人などとよばれる人が，行政に対する苦情を調査・処理したり，行政へ

の改善勧告をおこなったりする制度で，スウェーデンではじまり，日本では1990

年に，ある地方公共団体に初めて導入されたものは何か。 

(2) 行政にたよらないで，地域のための活動を独自に行う民間の組織を何というか。 

(3) 特定の地方公共団体に適用される法律をつくるとき何が行われるか。 
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【】地方財政 

[要点] 

地方公共団体の歳入をあげると，第一は住民から徴収する地方税
ち ほ う ぜ い

で，これは自治体が

自由に使える自主財源である。第二は税収入の不均衡
ふ き ん こ う

を是正
ぜ せ い

する目的で，国が地方公

共団体に交付
こ う ふ

する地方
ち ほ う

交付税
こ う ふ ぜ い

交付
こ う ふ

金
きん

，第三は国から委託
い た く

された仕事について国が交付

する国庫支
こ っ こ し

出金
しゅつきん

で，第四は住民への借金である地方債
ち ほ う さ い

である。 

 

[要点確認] 

地方公共団体の歳入をあげると，第一は住民から徴収する(   )で，これは自治体

が自由に使える(   )財源である。第二は税収入の不均衡
ふ き ん こ う

を是正
ぜ せ い

する目的で，国が

地方公共団体に交付
こ う ふ

する(   )，第三は国から委託
い た く

された仕事について国が交付す

る(   )で，第四は住民への借金である(   )である。 

 

 

[問題64] 

 右の資料を参考にして，次の各問いに答えよ。 

(1) 住民がその地方公共団体に納める税金は何か。 

(2) 地方税収入の不均衡を是正する目的で国から出され

る補助金は何か。 

(3) 国から委託された仕事に対する補助金は何か。 

(4) 借金にあたるものは何か。 

(5) 今後，地方分権を進めていくうえで解決が求められて

いる地方自治の問題としてどのようなことがあるか，

財政面から1つ書け。 

 

 

[問題65] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 地方公共団体が仕事を進める上で必要な，1年間の収入と支出を何というか。 

(2) 地方公共団体の歳入
さいにゅう

の中でもっとも割合が高いものは何か。 

(3) 地方公共団体の歳入の上位3つをあげよ(地方債は除く)。 

(4) 地方公共団体が国から得ている収入は何か。2つ書け。 

(5) 今日，わが国の地方公共団体の財政状態は豊かとはいえない。一般に，地方公共

団体は独自の財源の不足をどのように補っているか。 
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[問題66] 

 右の資料は3県の収入の比率を示したものである。これを見て問いに答えよ。 

(1) 国から配分される資金の割合が最

も大きいのは，A～C のどの県か。

記号で答えよ。 

 A県 B県 C県 
地方税 23.4％ 15.6％ 35.3％ 
地方交付税交付金 21.5 30.1  9.3 
国庫支出金 21.5 19.9 17.2 
地方債 16.5 15.9 19.6 
その他 17.1 18.5 18.6 

(2) 借り入れの割合が税収よりも上回

っているのはどの県か，記号で答え

よ。 

(3) 財政状態が比較的豊かであるのはどの県か，記号で答えよ。 

(4) 地方分権を進めるにはどの収入がもっと増えた方がよいか。 
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