
 

 

 

 

 

 

 

 

(1)日本国憲法では、国会は「国権の最高機関」であり「唯一の～」と 

定められている。～に入る適語を答えなさい。 

 

(2)憲法改正の発議をするために、国会ではどのような手続きが必要か。 

「各議院の」という言葉に続き説明しなさい。 

 

(3)司法権との関連で、裁判官を裁くための裁判所を設置する権限が 

認められている。この裁判所を何というか。 

 

(4)両議院は議事を開催するために一定の出席者（定足数）が必要となる。 

総議員の何以上か。 

 

(5)両議院の議決が異なった場合に、衆議院の決定を国会の決定としたり、 

衆議院にのみ与えられた権限があったりする。これを何というか。 

 

(6)衆議院で可決した法律案が参議院で否決された場合、衆議院で 

再議決すれば法律となる。どれだけの賛成が必要か。 

 

(7)衆議院のみに認められた権限は２つある。予算の先議権ともう一つは 

何か。 

 

(8)予算の議決や条約の承認、首相の氏名に際し、衆参両院の意見が一致 

しない場合、必ず開かなければならない会議がある。何というか。 

 

(9)衆議院では与党が過半数の議席を持ち、参議院では野党が過半数の 

議席を持っている状態を、一般に何というか。 

 

(10)通常国会後、内閣や各議院の必要に応じて召集する国会を何というか。 

 

 

(11)衆議院解散に伴う総選挙のあとに開かれる国会を何というか。 

 

 

(12)(11)の国会では何が中心議題となるか。 

 

 

(13)国会議員の特権といえば、免責特権・歳費特権とあと一つは何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)マックスウェーバー 

  

 

 (2)エドワード＝コーク 

 

 

 (3)ホッブズ 

 

 

 (4)ロック 

 

 

(5)ルソー 

 

 

(6)ローズベルト 

 

 

(7)リンカーン 

 

 

(8)モンテスキュー 

 

 

(9)ゴルバチョフ 

 

 

(10)アウン＝サン＝スーチー 

 

 

(11)ブライス 

 

 

(12)エドワード＝コーク 

１.国会 



 

 

(1)内閣で行われる会議を閣議というが、ここではどのような条件で 

議決が進むとされているか。 

 

(2)内閣不信任決議が出た場合、内閣は総辞職する以外にどのような 

対応が可能であるか。 

 

(3)(2)のように、不信任可決による解散を【A】条解散と呼び、 

不信任可決を前提としない解散は【B】条解散と呼ばれる。 

 

(4)2001 年の中央省庁再編によって、１府 22 省庁あったものが 

どう変化したか。 

 

(5)省庁再編によって、官僚主導から政治家主導への転換を図るために、 

大臣を補佐する二つの役職が作られた。その役職とは何か。 

 

(6)内閣は予算案についてどのような権限を持っているか。 

 

 

(7)裁判所が下した刑罰を、内閣が減免する権限のことを何というか。 

 

 

(8)2007 年に庁から省へ移行された機関は何か。 

 

 

(9)1 府 12 省庁の中では、国家公安委員会が１つの庁として考えられて 

いる。その理由は何か。 

 

(10)行政に関する国民の苦情を聞き、それにより行政を監視・調査する 

制度を何というか。 

 

(11)一定の職務級以上の国家公務員に対し、接待・金銭贈与の報告書提出 

などを義務付けた法律を何というか。 

 

(12)官僚(国家公務員)が、勤めていた省庁と関係の深い民間企業や団体に 

  再就職することを何というか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (1)夜警国家 

 

 

(2)法の支配 

 

 

(3)法治主義 

 

 

(4)王権神授説 

 

 

(5)マグナ・カルタ 

 

 

(6)権利請願 

 

 

(7)ピューリタン革命 

   清教徒革命 

 

(8)名誉革命 

 

 

(9)権利章典 

 

 

(10)フランス人権宣言 

 

 

(11)『リヴァイアサン』 

 

 

(12)間接民主制 

 

 

(13)『統治二論』 

   『市民政府二論』 

  

 

 

 

２.内閣 



(14)ルソー 

 

(1)明治憲法下では特別裁判所が存在していたが、軍人を裁く特別裁判所 

のことを何というか。 

 

(2)全国に８カ所あり、主に第二審を扱う下級裁判所の最上位にある 

裁判所を何というか。 

 

(3)2005 年に設置され、特許権や著作権に関する訴えを集中して扱う 

裁判所を何というか。 

 

(4)(3)の裁判所はどこに設置されているか。 

 

 

(5)司法権の独立に関連が深い事件としても知られる、1891 年に訪日中の 

ロシア皇太子を負傷させた事件を何というか。 

 

(6)2009 年から実施されている、国民が刑事事件の裁判に参加し、 

被告人が有罪無罪や量刑を裁判官と共に決める制度を何というか。 

 

(7)裁判制度の利用を容易にし、法的トラブルの解決や情報提供を行って 

くれる機関を何というか。 

 

(8)裁判で判決が確定した後で、その裁判の事実認定に誤りが明白である 

とみられる場合に、裁判をやり直すことを何というか。 

 

(9)犯罪とされる行為や刑罰は、行為前に制定された法律によってしか 

できないとする主義を何というか。 

 

(10)検察官が起訴すべき事件を起訴しないことを防止するため、国民の 

代表者が不起訴処分の適否を検討する会がある。これを何というか。 

 

(11)最高裁判所は最終的な憲法判断を行うことから、特別な呼び方を 

される。５字で書きなさい。 

 

(12)これまでに最高裁で違憲判決が為された例はいくつかあるが、 

刑法 200 条に関連する初めて違憲判決が出た訴訟を何というか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で終了です年  

 

 

 

3.裁判所 
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 (1)立法機関 

  

 

 (2)各議院の総議員の 

３分の２以上の賛成 

 

 (3)弾劾裁判所 

 

 

 (4)総議員の３分の１以上 

 

 

(5)衆議院の優越 

 

 

(6)出席議員の３分の２以上 

 

 

(7)内閣不信任決議権 

 

 

(8)両院協議会  

 

 

(9)ねじれ国会 

 

 

(10)臨時国会 

 

 

(11)特別国会 

 

 

(12)首相の指名 

 

 

(13)不逮捕特権 
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 (1)全会一致制 

 

 

(2)衆議院を解散させる 

 

 

(3)【A】69【B】７ 

 

 

(4)１府 12 省庁 

 

 

(5)大臣政務官・副大臣 

 

 

(6)予算の作成権 

 

 

(7)恩赦 

 

 

(8)防衛省 
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(1)軍法会議 

 

 

(2)高等裁判所 

 

 

(3)知的財産高等裁判所 

 

 

(4)東京高等裁判所 

 

 

(5)大津事件 

 

 

(6)裁判員制度 

 

 

(7)法テラス 

 

 

(8)再審制度 

 

 

(9)罪刑法定主義 

 

 

(10)検察審査会 

 

 

(11)憲法の番人 

 

 

(12)尊属殺人重罰規定訴訟 

 

 

 

 

 

以上で終了です年  

 

3.裁判所 


