
 

 
 

 

 

清和大学入学試験（一般選抜Ⅰ期）問題 
 

注 意 事 項 
 

 

本問題は以下の教科・科目で構成されている。 
 

 

教 科 ・ 科 目 試 験 時 間 

 

「英語」・「公民」・「国語」・「小論文」 

 

※上記４科目から２科目選択して 

解答すること。 

※３科目以上解答した場合には、 

高得点の２科目を判定に用いる。 

 

70 分 

 

１ 試験が終わるまで、監督者の指示に従うこと。 

２ 試験開始の指示があるまで、問題冊子を開いてはいけない。 

３ 落丁、乱丁、印刷不鮮明等の箇所がある場合は、監督者に申し出ること。 

４ 試験開始後、最初に、問題冊子の受験番号欄に受験番号、解答用紙 2枚 両方

に受験番号と氏名をそれぞれ、すべて記入すること。記入漏れは無効となる。 

５ 解答用紙記入上の注意 

① 解答用紙は、指定された解答欄に解答を記入すること。それ以外の部分に

は、何も記入しないこと。 

② 解答用紙への記入は黒鉛筆またはシャープ・ペンシルで行い、訂正する場

合は、プラスチック消しゴムで消すこと。 

③ 解答用紙は、汚したり、破ったりしないこと。 

６ 試験時間中の退室は認めない。 

７ 問題冊子、解答用紙は持ち帰ることができない。 

○H  

受  験  番  号 

      



 

 

 

 



 

 

 

 



 

【英語】 

 次の文章を読んで以下の［問１］から［問８］に答えなさい。文章の左にある１～８は段落

の番号を表している。なお、文末に≪語句説明≫がある。 

 

 

１ Saturday（注 July 8, 2023）marked one year since Shinzo Abe, Japan’s longest-serving 

prime minister（ア）, was fatally shot during a campaign speech in Nara. 

  ２ Many people visited a floral tribute stand set up near the site of the shooting in front of 

Kintetsu Railway Co.’s Yamato-Saidaiji Station in the city to pray for Abe, with some 

expressing their opposition to violence.（イ） 

 ３ The shooting occurred at 11:31 a.m. on July 8, 2022, on a street in front of the station 

when Abe, 67, was making a speech on behalf of a candidate in the House of Councillors 

election.（ウ）  He was rushed to a hospital, where he was pronounced dead. 

４ The tribute stand was 【 a 】by people including lawmakers and prefectural assembly 

members who belong to the Liberal Democratic Party’s Nara prefectural chapter, with 

approval from the city government. 

５ About 50 people were lined up as of 8:30 a.m. when flower offerings began at the stand, 

and the number exceeded 100 before 11 a.m. With a framed photo of Abe also displayed at the 

tribute stand, some people were moved to tears. 

６ Many politicians, including lawmakers,（エ） also visited the floral tribute stand. Several 

dozen police officers were on alert to heighten security. 

７ Tetsuya Yamagami, 42, has been indicted on murder and other charges related 【 b 】 

the shooting. He reportedly told investigators that he held a grudge against the Unification 

Church, a religious group officially called the Family Federation for World Peace and 

Unification. His background and use of homemade guns drew public attention. 

８ “I still can’t believe that crime involving guns happened so close to me,” said a 39-year-

old Nara woman who works at a commercial facility near the scene of the incident. “No matter 

what circumstances Yamagami was under, it is absolutely wrong to resort to violence. ”（オ） 

 

出典：The Japan News . July 8, 2023. （出題の都合上、一部省略している） 

 

≪語句説明≫ 

fatally: 不運にも                  a floral tribute stand: 献花台      

the House of Councillors: 参議院            prefectural assembly: 県議会 

Liberal Democratic Party: 自由民主党（自民党）   chapter: 支部              approval: 承認 

be indicted on ~: ～の罪で起訴される          other charges: 余罪  

reportedly: 伝えられるところによると       investigators: 捜査官               grudge: 恨み 

the Unification Church: 統一教会 

the Family Federation for World Peace and Unification: 世界平和統一家庭連合 

facility: 施設                   



 

〔問１〕 本文第１段落の下線部（ア）の和訳として最も適切なものはどれか。下記の選択肢

①～④から選びなさい。 

① 日本の前首相、安倍晋三 

② 日本の在職期間最長の首相、安倍晋三 

③ 日本の自民党の最大の権力者、安倍晋三 

④ 日本の大物政治家、安倍晋三 

 

〔問２〕 本文第２段落の下線部（イ）の示す内容として最も適切なものはどれか。下記の選

択肢①～④から選びなさい。 

① 演説に対して野次を飛ばすこと 

② 暴力に対して暴力で返すこと 

③ 反社会勢力を許さないこと 

④ 暴力に対して反対すること 

 

〔問３〕 本文第３段落の下線部（ウ）の文を和訳しなさい。 

 

〔問４〕 本文第４段落の空欄【 a 】に、次の単語を並び替えて入れ、正しい英文を完成さ

せなさい。 

 ［ the shooting  ／  set  ／  up  ／  a dozen  ／  site  ／   from   ／  meters ］ 

 

〔問５〕 本文第５段落によると、当日午前 11 時までに献花台に集まった人数として最も適切

なものを、下記の選択肢①～④から選びなさい。 

① 50名程度 

② 100名未満 

③ 100名以上 

④ 200名程度 

 

〔問６〕 本文第６段落の下線部（エ）の意味として最も適切なものはどれか。下記の選択肢

①～④から選びなさい。 

① 国会議員 

② 大臣 

③ 県議会議員 

④ 警備員 

  

〔問７〕 本文第７段落の空欄【 b 】にあてはまる最も適切な前置詞を書きなさい。 

 

〔問８〕 本文第８段落の下線部（オ）の文を和訳しなさい。 

 

                            ［英語出題 以上］ 

 

 



【公民】 

【１】次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

 現代の社会では、社会の変化や科学技術の発達などにより、従来の人権の枠組みでは捉え切れない

課題が生じている。課題への対応として、日本国憲法で明示されているわけではないものの、社会的

重要性の高い権利を総称して「新しい人権」と呼んでいる。 

 「新しい人権」のひとつに広く「環境権」と呼ばれるものがある。例えば、あなたが街中を歩いて

いる際に家屋の屋根が傾斜しているのを見たことがないだろうか。これは隣地への日差しを確保する

ためのものであり、特に「（ Ａ ）権」と呼ばれる。また、工場から排出されるガス等で空が曇って

いる写真を教科書で見たことがあると思うが、現在はそのようなことはないだろう。①高度経済成長

期 の日本では ②公害問題 が一層深刻となり、③一連の公害訴訟 を通して人体への影響があったこ

とが認められた。このような被害を繰り返さないために、現在ではさまざまな規制がなされている。 

 「新しい人権」は科学技術の発達によっても変化してきた。例えば、④情報通信技術 の発展により

私たちは他者の情報を得る機会や方法が拡大している。そのような情報として芸能人などの私生活が

注目されることがあるが、一般人と同様に「（ Ｂ ）の権利」は守られる必要がある。2003 年には

「個人情報（ Ｃ ）法」が制定され、⑤個人情報 の適正な取り扱いが義務となっている。インター

ネットを活用する機会が増えたことで、私たちは容易に情報の発信者ともなることができるようにな

った。このような情報の取り扱いに注意を払う必要があるだろう。 

一方で、憲法第21条の「表現の自由」に関連して、私たちは広く「知る権利」も有していると考え

ることができる。これに関連して、⑥国や地方公共団体に対して行政文書などの開示請求を行うこと

ができる制度 があり、国や地方公共団体に説明責任を果たすことを求めている。私たちはさまざまな

権利を理解して行使していきたい。 

 

問１ 空欄Ａに当てはまる語句として、正しいものを１つ選び記号で答えなさい。 

    あ：日差   い：日照   う：太陽   え：陽光 

問２ 空欄Ｂに当てはまる語句をカタカナで答えなさい。 

問３ 空欄Ｃに当てはまる語句として、正しいものを１つ選び記号で答えなさい。 

あ：保護   い：管理   う：運用   え：守秘 

問４ 下線部①について、次の問いに答えなさい。 

［１］高度経済成長期に該当する時期として最も適当なものを１つ選び記号で答えなさい。 

あ：1920年代   い：1940年代   う：1960年代   え：1980年代 

 ［２］高度経済成長期に国民所得倍増計画を提唱した内閣総理大臣は誰か。次から１つ選び記号で

答えなさい。 

あ：佐藤栄作   い：池田勇人   う：福田赳夫   え：田中角栄 

［３］高度経済成長期には国民の生活が豊かになり「三種の神器」と呼ばれる家庭電化製品が普及

したが、これに当てはまらないものはどれか。次から１つ選び記号で答えなさい。 

あ：冷蔵庫   い：洗濯機   う：白黒テレビ   え：ラジオ  



問５ 下線部②について、次の問いに答えなさい。 

［１］四大公害病の１つ新潟水俣病の発生地はどこか、次から１つ選び記号で答えなさい。 

あ：信濃川   い：阿武隈川   う：神通川   え：阿賀野川 

 ［２］公害の防止のために1967年に制定された法律は何か、次から１つ選び記号で答えなさい。 

    あ：公害対策基本法 い：公害健康被害補償法 う：環境アセスメント法 え：環境基本法 

 ［３］主な公害を「典型七公害」と呼ぶが、次の中で当てはまらないものはどれか、次から１つ選

び記号で答えなさい。 

あ：水質汚濁   い：振動   う：悪臭   え：電波障害 

問６ 下線部③の裁判では、企業側に過失が認められなくても賠償義務を負う原則が明らかにされた

が、これを何と呼ぶか。次から１つ選び記号で答えなさい。 

あ：無過失賠償   い：無過失義務   う：無過失責任   え：無過失損害 

問７ 下線部④をアルファベット３字で何と呼ぶか。 

問８ 下線部⑤に関連して、2013年に国民ひとりひとりに番号をつけて社会保障や税に関する個人情

報を一元的に管理する仕組みができたが、この番号を何と呼ぶか。カタカナ６字で答えなさい。 

問９ 下線部⑥を何と呼ぶか、次から１つ選び記号で答えなさい。 

あ：情報公開制度  い：情報管理制度  う：情報請求制度  え：情報提供制度 

 

【２】次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

 かつてイギリスの政治家（ Ａ ）は、地方自治を「民主主義の（ Ｂ ）」と呼び、民主主義の基

礎との考えを示した。地方自治は地域の住民にとって民主主義を身近に感じることができるものであ

り、①私たちが住民として生活する地域に対して強い関心を持って参画することが大切となる。 

地方自治において住民にはさまざまな権利が認められており、例えば首長の不当な行為などに対し

ては②解職請求 を行うことができる。③解職請求に必要な署名数 が集まった場合には、④住民投票 

に付されることになる。⑤住民投票の結果、過半数の賛成があれば首長は失職することになる。 

他にも、⑥条例の制定や改廃 を求めることもでき、民意が反映されやすいことは地方自治の特色と

言えるだろう。 

 

問１ 空欄Ａに当てはまる語句として、正しいものを１つ選び記号で答えなさい。 

あ：トクヴィル   い：ブライス   う：ベンサム   え：ミル 

問２ 空欄Ｂに当てはまる語句を漢字２字で答えなさい。 

問３ 下線部①は地方自治の原則の１つであるが、何と呼ぶか。次から１つ選び記号で答えなさい。 

あ：住民自治   い：市民自治   う：国民自治   え：地域自治 

問４ 下線部②、首長などに対する解職請求や、議会に対する解散請求を総称して何と呼ぶか。カタ

カナ４字で答えなさい。 

問５ 下線部③、解職請求に必要な署名数として正しいものを次から１つ選び記号で答えなさい。 

   あ：住民の50分の1以上    い：住民の3分の1以上 

 う：有権者の50分の1以上   え：有権者の3分の1以上 



問６ 下線部④に関連して、住民投票の有権者に関する説明Ｕ・Ｖの正誤として適切な組合せを１つ

選び記号あ～えで答えなさい。 

   Ｕ：住民投票の有権者は、国政選挙同様に日本国籍を有する者に限られている。 

   Ｖ：住民投票の有権者年齢は、国政選挙とは異なって18歳未満で認めている自治体もある。 

   あ〔Ｕ：正 Ｖ：正〕 い〔Ｕ：正 Ｖ：誤〕 う〔Ｕ：誤 Ｖ：正〕 え〔Ｕ：誤 Ｖ：誤〕 

 

問７ 下線部⑤、住民投票の結果に関する説明Ｗ・Ｘの正誤として適切な組合せを１つ選び記号あ～

えで答えなさい。 

Ｗ：住民投票の結果には法的拘束力があり、地方自治体は従う義務がある。 

Ｘ：住民投票を実施した場合、地方自治体は投票結果を必ず公開する必要がある。 

あ〔Ｗ：正 Ｘ：正〕 い〔Ｗ：正 Ｘ：誤〕 う〔Ｗ：誤 Ｘ：正〕 え〔Ｗ：誤 Ｘ：誤〕 

 

問８ 下線部⑥、条例の制定・改廃に関する説明Ｙ・Ｚの正誤として適切な組合せを１つ選び記号あ

～えで答えなさい。 

   Ｙ：地方自治体が条例を制定・改廃するには国会での承認が必要となる。 

   Ｚ：条例の制定・改廃を請求する権利を「イニシアティブ」と呼ぶ。 

あ〔Ｙ：正 Ｚ：正〕 い〔Ｙ：正 Ｚ：誤〕 う〔Ｙ：誤 Ｚ：正〕 え〔Ｙ：誤 Ｚ：誤〕 

 

 [公民出題 以上] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



【小論文】 

 

次の新聞記事を読んだうえで、「図書購入費」の使途の現状について、あなたの意見を

400字以内で述べなさい。 

 

公立小中学校の学校図書館の充実に向け、国が2021年度、「図書購入費」として220

億円の地方交付税交付金を措置したにもかかわらず、全国の自治体で図書購入に使わ

れたのは６割弱の約 126 億円にとどまることが、文部科学省の調査でわかった。地方

交付税交付金をどう使うかは自治体の判断だが、財政難などを理由に他の目的に回さ

れているとみられ、交付金額に占める使用割合は７年連続で減少していた。国は学校

図書館を計画的に整備するため、1993年度から「学校図書館図書整備５か年計画」を

策定するなど、必要な予算を地方交付税交付金として自治体に配分している。2017～

2021年度の第５次計画では、小中学校で図書の購入、学校司書の配置拡充などに充て

る費用として、５年間で2350億円を財政措置した。このうち「図書購入費」は1100億

円で、単年度では220億円となる。 

 ただ、地方交付税交付金をどう使うかは自治体が決めることになっており、国は使

途を指定できない。 

 文部科学省が、全自治体に2021年度の「図書購入費」を尋ねたところ、計約126億

円にとどまり、地方交付税交付金で措置した 220億円の 57％しか図書購入等に使われ

なかったことがわかった。「図書購入費」として措置された交付金額に占める使用割合

は、2014年度の74％から、７年連続で減少していた。 

 学校規模に応じた蔵書数の目安「学校図書館図書標準」を達成している学校の割合

は、小学校71％、中学校61％（2019年度末）にとどまる。自治体の多くは、社会保障

や教育現場の情報通信技術整備などを優先し、学校図書館への予算配分を後回しにし

ているとみられる。 

 国は、2022年度から第６次計画をスタートさせた。2026年度までに全小中学校での

図書標準の達成を目標に掲げ、文部科学省は実態把握のために調査を実施している。 

 

 

              ＜出典＞ 読売新聞2023年6月6日・朝刊 

※ ただし、出題の都合上、必要に応じて、文章の一部に改変を行っている。 



 

 

 

 



問一 傍線部（ａ）～（ｆ）の漢字の読みを書きなさい。 

 

問二 傍線部（１）～（６）のカタカナを漢字に直したとき最も適切なものをそれぞれ選択肢ア～ 
エから一つ選び、記号で答えなさい。 

（１）ア 成約  イ 製約  ウ 制約  エ 誓約 

（２）ア 不敗  イ 腐敗  ウ 不配  エ 腐配 

（３）ア 腹従  イ 複縦  ウ 服縦  エ 服従 

（４）ア 下空  イ 下腔  ウ 架腔  エ 架空 

（５）ア 成否  イ 正否  ウ 正妃  エ 性比 

（６）ア 充即  イ 充息  ウ 充則  エ 充足 

 

問三 波線部①「看過」、②「演繹」の意味として最もふさわしいものを選択肢ア～エからそれぞ 

れ一つ選び、記号で答えなさい。 

波線部①「看過」 

ア 人に影響を与えて、考えや行動を変えさせること。 

イ 対価を見積もること。 

ウ 見逃すこと、あるいは見すごすこと。 

エ 暇があること。 

 

波線部② 「演繹」 

ア 複数の事実から抽出した共通点から結論を導き出すこと。 

イ 大きなひとつの大前提から結論を推測すること。 

ウ 個々の具体的な事柄から、一般的な法則を導き出すこと。 

エ 結果から遡って原因を推論すること。 

 

問四 空欄Ａ～Ｃにあてはまる最もふさわしい語をそれぞれ一つ選び、ア～エの記号で答えなさい。 

ア しかも  イ ところが  ウ 例えば  エ だから 

 

問五 本文の内容と一致しないものを選択肢ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 極端な性善説や性悪説で語られる人間観は、ルールや制度とはなじまない。 

イ 社会契約説で想定する自然状態は不完全な状態なので、理性に従った様々な制度が必要とな

る。 

ウ 人々の欲望が増大し、理想的な自然状態が解体されたため、国家や法が必要となった。 

エ 民主主義国は不満や闘争が見られるが安定しており、民主主義は合理的な制度だと言える。 

 

問六 筆者は民主主義社会のどのような状態を指して合理性があると言っているのか。そのことを 

具体的に示す部分を、本文の中から六十字以上、六十五字以下で抜き出し、最初と最後の五 

文字を書きなさい（句読点を含む）。 

 

 [国語出題 以上] 

 

 

 



 （イ）における規範法則の認識、（ロ）における法的演繹の公理を見出すのもこの実践理性だと

いう。キリスト教をはじめ、諸宗教の法思想の多くは、このような「神の与えた良心」という教義

を基礎として成立している。しかし科学的懐疑者たちは、良心とは内面化された社会規範に他なら

ず、社会規範が良心の根拠であってその逆ではないと批判し、従って良心をつくり出した社会的環

境の多様性に応じた多様な良心があり、多様な良心のどれが正しいかを決定する方法はない、と批

判する。 

 歴史上の社会契約説が「理性」という場合には、以上の三つの理性概念の何れかに依拠していた

といってよい。それが理論的批判の対象となったとするならば、社会契約説や、それによって要請

された民主主義の存立の根拠も疑われるのではないか。 

 

（ニ）現実認識の理性 

 しかし、我々はもう一つの理性概念を考えてみることができる。フロイト心理学においては、人

間をとりまく外的環境を認識し、また自分の心の中の隠された欲求を自覚して、両者を調整する精

神作用を「自我」とよび、また時に理性とよぶ。フロイトによれば、神経症とは、社会が許容しな

いために、抑圧された意識下の欲望が惹き起こす病いで、自我がこれを自覚すれば、自我のもつ調

整作用によって治癒するという。良心（フロイトは「超自我」とよぶ）による欲望の抑圧は不合理

な抑圧で、意識下にひずみをつくり出すのに対し、「自我」はこれを意識し、抑圧された欲望を、

社会的に許容されたものに変形して
（６）

ジュウソクさせる。人を殴りたいという攻撃衝動が抑え切

れなければ、ボクシング部に入るというように。これは水が堰を切って奔流するのを防ぐために、

水路を設けるのに似ており、これは水路づけ（canalization）とよばれることがある。 

 

 この「水路づけ」という考え方こそ、自由主義的・民主主義的政治制度の人間論のあらわれであ

る。 

 自由主義や民主主義は、決して人間性について、素朴な性善説に立つものではない。人間には支

配欲があり、闘争心があることは当然の前提である。独裁制においては、民衆の支配欲を抑圧し、

無気力にしようとするが、それは不可能であるから、そのはけ口を対外侵略に向けるか、内部の弱

者に向けるかする。それをしないと、社会は神経症患者の精神のようになり、やがて非合理な爆発

をひきおこす。独裁制と革命はこのようにして親類関係にある。 

 民主主義においては、国民は選挙によって権力者の首をすげかえる可能性をもっている。従って

権力者は頭を下げて票をもらいにくる。国民は権力者を非難したり罵倒したりして、支配欲を多少

とも満足させる。 

 また民主主義と結びついた自由主義は、社会に存在する諸々の不満を、抑圧・
（ｆ）

隠蔽せずに表

ざたにする。これは意識下の不満を常に意識化しようとする精神分析療法のやり方に似ている。国

民の闘争心も、政党間の政治闘争に参加することによってはけ口を得る。 

 それ故民主主義国においては、権力者に権威がなく、不満や闘争にみち溢れているようにみえる

が、その代り不満が鬱積せず、社会は陽性である。これは独裁国家が国民の欲求不満という爆弾を

抱えているのに比べると、不安定なようでも安定している。民主主義が合理的な制度だという場合

の合理性とは、何よりもこの心理学的意味での合理性である。 

 

出典：長尾龍一『法学ことはじめ 新版』 

※ ただし、出題の都合上、一部省略、改変した箇所がある。 

 

 

 

 

 

 



実主義的な人間観である。 

 それでもなお、社会契約説は観念的だと批判されることがある。制度は「作る」ものでなく「成

る」ものだというのである。 

 アリストテレスが、人間を「ポリス的存在」（zōon politikon）だといった時、この「ポリス的」

とは、「社会的」という意味か「政治的」という意味か、あるいは単に「都市国家的」という意味

かは問題であるが、少なくとも後世には、「人間は一人では生きられず、複数の人間がいるところ

には必ず一定の社会関係が成立する」という意味に解された。そこで複数の人間がバラバラに併存

していて、理性によって初めて結合するという社会契約説の想定は個人主義的・理性主義的偏向で

あり、複数の人間のあるところには、必ず理性以前に情緒的な結びつきが生まれてくるものだ、と

いう。 

同様にして、社会契約説は習慣の重要性を
①

看過していると批判されることもある。人間の行動

の大部分は理性よりも習慣によって支配されている。制度の大部分は習慣の中から生まれ、習慣に

よって維持されているというのである。 

 このような批判によって社会契約説が存在理由を失うかというと、必ずしもそうではない。実を

いうと社会契約説の主張者たちは、このようなことは百も承知なのである。ホッブズも「人間の情

念は通常理性より強力だ」といっているではないか（『リヴァイアサン』十九章）。社会契約説は、

情念や習慣によって非合理なものとなっている現実の制度を合理的なものに変えようとする当為の

理論なのである。 

   Ｃ  この批判者たちも、人間が理性によって制度を「作る」可能性を前面的に否定す

る訳ではない。情念や習慣に曇らされた眼をもう一度洗い直して、最も合理的な制度をつくろうと

する意欲が人々を支配する時期が時々やってくる。 

 社会契約説は理性による制度樹立の試みである。しかも平等な国民による自覚的制度樹立の試み

であり、従って民主主義樹立の試みである。 

 この理性による制度樹立という場合の「理性」とは何か。「理性」の概念の思想史を論じ始めた

ら、大著を何冊書いても終らない位大変である。 

 ギリシャ語のnous（直感的に物事の本質をとらえる精神作用）とlogos（論理的理性）、法則と

してのreasonと心理学的な概念としてのreason、カントのいう純粋理性と実践理性等々、整理す

るだけでも大仕事だ。 

 ともかくも、社会契約説の問題は、この「理性」の概念にある。理性によって制度をつくるとい

う場合の「理性」の概念には色々なものが考えられる。 

 

（イ）法則としての理性 

 ストア学派によれば、世界は理性の法則の支配を受けており、人間界を支配するこの法則を見出

し、これに従って社会を組織すべきであるという。しかし世界が理性の法則に支配されているのか、

それとも実存主義者のいうように、世界は不条理なものなのか、よくわからない。また世界を支配

する法則（因果法則）と、人間界を支配すべき法則（規範法則）とを同一視することはできないし、

人間性の観察から規範法則を導き出すことは、論理的に不可能ではないか、という批判もある。 

 

（ロ）論理法則としての理性 

 「理性法論」とよばれる近代法思想の一派によると、法の基本原則は、論理学や幾何学の公理の

ように自明なもので、それからの全く論理的な
②

演繹によって、債権譲渡には債務者の同意を要す

る等々というような具体的制度の原則が導かれるという。しかしこれは論理に対する過信であり、

論理的には多様な法制度の可能性があると批判される。 

 

（ハ）良心としての理性 

 人間の心には、理論理性と並んで、是非善悪を判別する実践理性（良心）が存在し、それによっ

て正しい法のあり方が認識されるという思想がある。 



【国語】 
次の文章を読んで、設問に答えなさい。 

 

 近代国家論の最大の古典の一つであるトマス・ホッブズ『リヴァイアサン』は、国家を巨大な怪

獣にたとえたが、その序文で「国家の素材（matter）にして
（ａ）

作為者（artificer）は人間である」

といっている。国家に限らず、諸々の制度は人間を素材として人間がつくるものである。それ故制

度を考えるにあたっては、常にその素材となる人間についての一定の観念（人間観）が前提となる。 

   Ａ  憲法上の人権保障の制度は、各個人の自由な活動を許容しても、社会は秩序を保

ち続けるという、性善説的な人間観を前提としている。それに対し自由は
（ｂ）

放縦や反乱をもたら

し、社会の
（ｃ）

瓦解に連なるとする民衆不信の人間観に立つ憲法は、自由に対する厳しい
（１）

セイ

ヤクを制度化する。 

 また自由主義的憲法は、行政権に対する不信、即ち権力を持つ者は
（２）

フハイするという人間観

を前提としている。それに対し権力主義的国家観は、権力者について性善説的人間観を前提とする。

たとえばホッブズは、君主においては公益と私益が一致しているから、常に公共の利益に向って努

力するのに対し、政党政治家においては両者は
（ｄ）

背反し、その場合大ていは私益の方を選ぶ、な

どといっている（『リヴァイアサン』十九章）。 

 裁判制度は、裁判官が私的感情や私益を抑えて、法に忠実に行動するという前提なしには成立し

ない。それに対し刑務所制度は、受刑者は監視を
（ｅ）

怠れば逃亡しようとするという人間観に立っ

て、高い塀の中に彼等を閉じこめている。外国の刑務所は刑務官が武装しているのがふつうである

が、日本の刑務官は丸腰である。これは犯罪人に対しても、一定の性善説的前提に立っていること

を意味する。 

 法律家の人間観は、長い法の歴史の上に立った現実的な人間観であるから、極端な性善説や性悪

説に対しては中間的な立場に立つ。極端な性善説からすれば、人間がその本性のままに生きれば、

おのずから秩序ができるはずであるから、制度など必要でない。逆に極端な性悪説もまた制度と無

縁である。なぜなら制度は、その制度のルールに従って行動する人間性を前提しているが、人間が

まるでルールに従う性質をもたなければ、そこに現出するのは裸の実力闘争の世界であり、制度な

どつくっても無駄だからである。制度は、中間的な人間観の産物である。 

 社会契約説も、歴史の起源にアナキーの状態（自然状態）が存在したと想定する。しかしそれは

アナキストが考えるほどの理想状態ではない。そこで人々は集まり、この不完全な自然状態を克服

しようとする。こうして理性に従った制度がつくり出されるのである。 

 自然状態の欠陥はいろいろ考えられる。第一には、善人ばかりの世界においても、右側通行とか

左側通行とか、ルールがなければ不便だということがあげられる。特に生産ということになれば計

画が必要になり、計画に従って人々の労働を組織しなければならない。組織にはルールが必要であ

る。このようなルールをつくるのは社会契約であり、人々はこのルールに自然的に
（３）

フクジュウ

するものと期待される。 

   Ｂ  現実の人間は善人ばかりではない。ルールの違反者も当然でてくる。そこで違反

者に対する制裁が必要となる。こうして警察・裁判・監獄というような制度が樹立されざるをえな

い。この制度の樹立は、社会契約とは区別された意味での、国家契約によってなされる。 

 またこの契約によって団結した人々の外には、攻撃的な他者（外敵）が存在するかも知れない。

これに対する防衛のためには、軍隊制度も樹立される。 

 社会契約説は、自然状態などという
（４）

カクウの史実に依拠していると批判されてきた。しかし

これは人間性と制度との関連を考える思考モデルであり、その正当性は歴史の起源に関する仮説の

（５）

セイヒに必ずしも依拠していない。社会契約説は一方において人間性に欲望や名誉欲や闘争心

の存在を想定し、他方においてはこれを抑制する理性と意志の存在を想定している。これは前者の

存在を否定するアナキズムの性善説と、後者の存在を否定する無規範の実力説の中間に位する、現



 

 

 

 


