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【資料】日本国憲法（読み仮名入り・補則の解説付）
に ほ ん こ く け ん ぽ う よ が な い ほ そく かいせつつき

※日本国憲法は、全部で１１章からなり、前文と１０３条の条文で構成されている。
に ほんこくけんぽう ぜん ぶ しよう ぜんぶん じよう じようぶん こうせい

※原文の条文は旧仮名遣いなので、旧仮名遣い（例．行ふ）はそのままとして、現代仮名遣
げんぶん じようぶん きゆう か な づか きゆう か な づか げんだい か な づか

いで読み仮名（例．行ふ）を入れてある。
よ が な れい おこな う い

※原文の条文は旧字体（旧漢字）なので、旧字体（例．國）は、すべて新字体（例．
げんぶん じようぶん きゆう じ たい きゆうかん じ きゆう じ たい しん じ たい

国）に直している。
なお

※原文の条文には、漢字に読み仮名はないが、すべて読み仮名を入れている。
げんぶん じようぶん かん じ よ が な よ が な

※条文の冒頭の【 】内は、原文の条文にはない条文の要約として追記したもので
じようぶん ぼうとう ない げんぶん じようぶん じようぶん ようやく つい き

ある。

※条文内の（ ）内は、原文の条文にはない補則説明である。
じようぶんない ない げんぶん じようぶん ほ そくせつめい

※条文の下の＊以下は、条文内の用語の補則説明である。
じようぶん した い か じようぶんない よう ご ほ そくせつめい

前文
ぜんぶん

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれら
に ほんこくみん せいとう せんきよ こつかい だいひようしや つう こうどう

の子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす
し そん しよこくみん きょう わ せい か くにぜん ど じ ゆう

恵拓を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを
けいたく かく ほ せい ふ こう い ふたた せんそう さん か おこ よ

決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、
けつ い しゆけん こくみん そん せんげん けんぽう かくてい こくせい

国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代
こくみん げんしゅく しんたく けん い こくみん ゆ らい けんりよく こくみん だい

表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
ひようしや こう し ふく り こくみん きょうじゅ じんるい ふ へん げん り

この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及
けんぽう げん り もとづ はん いっさい けんぽう ほうれいおよ

び詔 勅を排除する。
しょうちょく はいじょ

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
に ほんこくみん こうきゅう へい わ ねんがん にんげんそう ご かんけい し はい すうこう り そう ふか じ かく

するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
へい わ あい しよこくみん こうせい しん ぎ しんらい あんぜん せいぞん ほ じ

しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠
けつ い へい わ い じ せんせい れいじゅう あっぱく へんきょう ち じよう えいえん

に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
じよきよ つと い こくさいしやかい めい よ ち い し う

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する
ぜん せ かい こくみん きょう ふ けつぼう まぬ へい わ せいぞん けん り ゆう

ことを確認する。
かくにん

＊協和：心を合わせて仲よくすること。
きよう わ こころ あ なか

＊恵沢：めぐみ、恩恵。
けいたく おんけい

＊惨禍：いたましい災い。
さん か わざわ

＊主権：政治のありかたを最終的に決定する最高の権力
しゆけん せい じ さいしゆうてき けつてい さいこう けんりよく

＊厳粛：まじめで、きびしく、おごそかな様子。
げんしゆく よう す

＊信託：信用して、まかせること。
しんたく しんよう

＊権威：社会的信用の高さなどによって他人を自発的に服従させるような力のこと。
けん い しやかいてきしんよう たか た にん じ はつてき ふくじゆう ちから

＊行使：権力や力を実行すること。
こう し けんりよく ちから じつこう

＊福利：幸福と利益。
ふく り こうふく り えき

＊享受：受け取って自分のものにすること。
きようじゆ う と じ ぶん

＊普遍：どこでも。いつでも。
ふ へん

＊人類普遍の原理：人類にとって、いつの時代においても、当てはまる原理。
じんるい ふ へん げん り じんるい じ だい あ げん り
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＊詔 勅：天皇の発する公文書（詔書）と、公的な言葉（勅語）。
しようちよく てんのう はつ こうぶんしよ しようしよ こうてき こと ば ちよく ご

＊恒久：いつまでも変わらないこと。永遠。
こうきゆう か えいえん

＊崇高：気高い様子。
すうこう け だか よう す

＊専制：上に立つ者が独断でものごとを決めること。
せんせい うえ た もの どくだん き

＊隷従：他の者につき従うこと。隷属。
れいじゆう た もの したが れいぞく

＊偏狭：せまく、かたよっていること。
へんきよう

＊欠乏：不足していること
けつぼう ふ そく

＊責務：責任と義務
せき む せきにん ぎ む

第１章 天皇
てんのう

第１条 【天皇の地位・国民主権】
てんのう ち い こくみんしゆけん

天皇は、日本国の象 徴であり日本国民統合の象 徴であって、この地位は主権の存す
てんのう に ほんこく しょうちょう に ほんこくみんとうごう しょうちょう ち い しゆけん そん

る日本国民の総意に基づく。
に ほんこくみん そう い もと

＊国民主権：国民が政治のあり方を最終的に決める主権者であること。
こくみんしゆけん こくみん せい じ かた さいしゆうてき き しゆけんしや

＊象 徴：抽 象的で形のないものを表現するときに、かわりとして似たような感じを
しようちよう ちゆうしようてき かたち ひようげん に かん

もつ具体的なもので表したもの。
ぐ たいてき あらわ

第２条 【皇位の継承】
こう い けいしよう

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これ
こう い せ しゆう こつかい ぎ けつ こうしつてんぱん さだ

を継承する。
けいしよう

＊世襲：地位などを子や孫など血のつながった者が代々うけつぐこと。
せ しゆう ち い こ まご ち もの だいだい

＊皇室典範：皇位の継承や皇室の範囲や皇族の扱いなど皇室に関することがらを定めた
こうしつてんぱん こう い けいしよう こうしつ はん い こうぞく あつか こうしつ かん さだ

法律。
ほうりつ

第３条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
てんのう こく じ こう い たい ないかく じよげん しようにん

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責
てんのう こく じ ないかく

任を負ふ。
お う

＊国事行為：天皇が国家機関として行う儀礼的な行為。
こく じ こう い てんのう こつ か き かん おこな ぎ れいてき こう い

第４条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
てんのう けんのう げんかい てんのう こく じ こう い い にん

１ 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
てんのう けんぽう さだ こく じ かん こう い おこない こくせい かん けんのう ゆう

い。

２ 天皇は、法律（国事行為の臨時代行に関する法律）の定めるところにより、その国事
てんのう ほうりつ こく じ こう い りん じ だいこう かん ほうりつ さだ こく じ

に関する行為を委任することができる。
かん こう い い にん

＊権能：権限と能力。
けんのう けんげん のうりよく



- 3 -

第５条 【摂政】
せつしよう

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関
こうしつてんぱん さだ せつしよう お せつしよう てんのう な こく じ かん

する行為を行ふ。この場合には、前条第１項の規定を準用する。
こう い おこなう ば あい ぜんじようだい こう き てい じゆんよう

＊摂政：天皇にかわって国事行為を行う皇族。
せつしよう てんのう こく じ こう い おこな こうぞく

第６条 【天皇の任命権（天皇の国事行為）】
てんのう にんめいけん てんのう こく じ こう い

１ 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
てんのう こつかい し めい もとづ ないかくそう り だいじん にんめい

２ 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
てんのう ないかく し めい もとづ さいこうさいばんしよ ちよう さいばんかん にんめい

＊指名：この人だと名をあげて確定すること。実質的な選出。
し めい ひと な かくてい じつしつてき せんしゆつ

この憲法の場合は適任者を実質的に選ぶこと。
けんぽう ば あい てきにんしや じつしつてき えら

＊任命：人を官職や役目につける命令。儀式的な選出。
にんめい ひと かんしよく やく め めいれい ぎ しきてき せんしゆつ

この憲法の場合の「任命」は、国会の指名を承認する形式的な行為。
けんぽう ば あい にんめい こつかい し めい しようにん けいしきてき こう い

第７条 【天皇の国事行為】
てんのう こく じ こう い

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
てんのう ないかく じよげん しようにん こくみん さ こく じ かん こう い おこなう

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
けんぽうかいせい ほうりつ せいれいおよ じようやく こう ふ

二 国会を召 集すること。
こつかい しようしゆう

三 衆議院を解散すること。
しゆう ぎ いん かいさん

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
こつかい ぎ いん そうせんきよ し こう こう じ

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使
こく む だいじんおよ ほうりつ さだ た かん り にんめんなら ぜんけん い にんじようおよ たい し およ こう し

の信任状を認証すること。
しんにんじよう にんしよう

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
たいしや とくしや げんけい けい しつこう めんじよおよ ふつけん にんしよう

七 栄典を授与すること。
えいてん じゆ よ

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
ひ じゆんしよおよ ほうりつ さだ た がいこうぶんしよ にんしよう

九 外国の大使及び公使を接受すること。
がいこく たい し およ こう し せつじゆ

十 儀式を行ふこと。
ぎ しき おこなう

＊政令：憲法や法律を実施するために、内閣によって制定される命令。
せいれい けんぽう ほうりつ じつ し ないかく せいてい めいれい

＊公布：広く知らせるために発表すること。
こう ふ ひろ し はつぴよう

＊公示：広く知らせるために、人々が知りうる状態におくこと。
こう じ ひろ し ひとびと し じようたい

＊官吏：役人。国家公務員。
かん り やくにん こつ か こう む いん

＊任免：職につける行為・権限と、その職をやめさせる行為・権限。任命と免職。
にんめん しよく こう い けんげん しよく こう い けんげん にんめい めんしよく

＊委任状：ある事務などの処理について他人に任せているときに、
い にんじよう じ む しよ り た にん まか

そのことを記した書面。
しる しよめん

＊全権委任状：条約を結ぶかどうかの交渉の際に、自国の外交官など交渉者が国家を
ぜんけん い にんじよう じようやく むす こうしよう さい じ こく がいこうかん こうしようしや こつ か

代表して交渉していることを証明するための 公 の文書。
だいひよう こうしよう しようめい おおやけ ぶんしよ

元首から代表者である外交官など交渉担当者に渡される。
げんしゆ だいひようしや がいこうかん こうしようたんとうしや わた
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＊大赦：国や皇室にめでたいことがあったときに、軽い罪など一定の程度以下の犯罪への
たいしや くに こうしつ かる つみ いつてい てい ど い か はんざい

刑罰に対して、特別に刑の執行を免除し、また刑事訴訟の訴えを取り下げるこ
けいばつ たい とくべつ けい しつこう めんじよ けい じ そ しよう うつた と さ

と。

＊特赦：刑を言い渡された特定の人に対して、刑の執行を免除し、有罪判決の効力を失
とくしや けい い わた とくてい ひと たい けい しつこう めんじよ ゆうざいはんけつ こうりよく しつ

わせること。

＊復権：有罪判決により失われた権利（被選挙権など）を回復させること。
ふつけん ゆうざいはんけつ うしな けん り ひ せんきよけん かいふく

＊栄典：国家に功績のある者には勲章や位階などが与えられることがあり、そのような
えいてん こつ か こうせき もの くんしよう い かい あた

勲章や位階をまとめて栄典という。
くんしよう い かい えいてん

＊批准：条約を国家が最終的に承認すること。
ひ じゆん じようやく こつ か さいしゆうてき しようにん

＊接受：受け入れること。
せつじゆ う い

第８条 【皇室の財産授受の制限】
こうしつ ざいさんじゆじゆ せいげん

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会
こうしつ ざいさん ゆず わた また こうしつ ざいさん ゆず う も し よ こつかい

の議決に基かなければならない。
ぎ けつ もとづ

＊賜与：身分の高い者が、身分の下の者に財産などを与えること。
し よ み ぶん たか もの み ぶん した もの ざいさん あた

第２章 戦争の放棄
せんそう ほう き

第９条 【戦争の放棄，軍備及び交戦権の否認】
せんそう ほう き ぐん び およ こうせんけん ひ にん

１ 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争
に ほんこくみん せい ぎ ちつじょ き ちよう こくさいへい わ せいじつ き きゆう こつけん はつどう せんそう

と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久
ぶ りよく い かくまた ぶ りよく こう し こくさいふんそう かいけつ しゆだん えいきゆう

にこれを放棄する。
ほう き

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権
ぜんこう もくてき たつ りくかいくうぐん た せんりよく ほ じ くに こうせんけん

は、これを認めない。
みと

＊基調：ある作品や論説などでの、主張などの基本的な傾向。
き ちよう さくひん ろんせつ しゆちよう き ほんてき けいこう

＊希求：ねがい、もとめること。
き きゆう

＊国権：国の権力。
こつけん くに けんりよく

＊威嚇：おどしつけること。
い かく

＊武力の行使：軍事力や兵力を実際に使うこと。
ぶ りよく こう し ぐん じ りよく へいりよく じつさい つか

＊交戦権：戦争をなしうる権利。
こうせんけん せんそう けん り

第３章 【国民の権利及び義務】
こくみん けん り およ ぎ む

第１０条 【国民の要件】
こくみん ようけん

日本国民たる要件は、法律（国籍法）でこれを定める。
に ほんこくみん ようけん ほうりつ こくせきほう さだ

＊要件：必要とされる条件。
ようけん ひつよう じようけん
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第１１条 【基本的人権の享有と性質】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基
こくみん き ほんてきじんけん きょうゆう さまた けんぽう こくみん ほ しよう き

本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
ほんてきじんけん おか えいきゆう けん り げんざいおよ しようらい こくみん あた え

＊基本的人権：人間が人間らしく自由に生きる権利
き ほんてきじんけん にんげん にんげん じ ゆう い けん り

＊享有：生まれながらにして持っていること。
きようゆう う も

第１２条 【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
らんよう

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持
けんぽう こくみん ほ しよう じ ゆうおよ けん り こくみん ふ だん ど りよく ほ じ

しなければならないのであって、又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常
また こくみん らんよう つね

に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
こうきょう ふく し り よう せきにん う

＊公共の福祉：社会全体の共通の利益、ほかの人の人権との衝突を調整するための原
こうきよう ふく し しやかいぜんたい きようつう り えき ひと じんけん しようとつ ちようせい げん

理。第１２条、第１３条、第２２条、第２９条に規定された人権の
り だい じよう だい じよう だい じよう だい じよう き てい じんけん

制限原理。
せいげんげん り

＊不断：絶えることのない。
ふ だん た

＊濫用：むやみに用いること。
らんよう もち

第１３条 【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重と公共の福祉】
こ じん そんちよう せいめい じ ゆう こうふくついきゆう けん り そんちよう こうきよう ふく し

すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
こくみん こ じん そんちよう せいめい じ ゆうおよ こうふくついきゆう たい こくみん けん り

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と
こうきよう ふく し はん かぎ りつぽう た こくせい うえ さいだい そんちよう ひつよう

する。

第１４条 【法の下の平等（平等権）、貴族制度の否認、栄典の限界】
ほう もと びようどう びようどうけん き ぞくせい ど ひ にん えいてん げんかい

１ すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に
こくみん ほう もと びようどう じんしゆ しんじょう せいべつ しやかいてき み ぶんまた もん ち

より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
せい じ てき けいざいてきまた しやかいてきかんけい さ べつ

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
か ぞく た き ぞく せい ど みと

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現に
えい よ くんしよう た えいてん じゆ よ とつけん ともな わ えいてん じゆ よ げん

これを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
ゆう また しようらい う もの いちだい かぎ こうりよく ゆう

＊信条：堅く信じて守っている事柄、信仰の箇条、教義。
しんじよう かた しん まも ことがら しんこう か じよう きよう ぎ

＊門地：家がら。
もん ち いえ

＊華族：大日本帝国憲法下の時代にあった特権的な高い地位である爵位（公爵・侯爵
か ぞく だいにつぽんていこくけんぽう か じ だい とつけんてき たか ち い しやく い こうしやく こうしやく

・伯爵・子爵・男爵）を持つ人々とその家族。
はくしやく し しやく だんしやく も ひとびと か ぞく

第１５条 【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密選挙の保障、
こう む いん せんてい ひ めんけん こう む いん せいしつ ふつうせんきょ ひみつせんきょ ほ しよう

選挙権（参政権）】
せんきよけん さんせいけん

１ 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
こう む いん せんてい およ ひ めん こくみん こ ゆう けん り
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２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
こう む いん ぜんたい ほう し しや いち ぶ ほう し しや

３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
こう む いん せんきよ せいねんしや ふ つうせんきよ ほ しよう

４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択
せんきよ とうひよう ひ みつ おか せんきよにん せんたく

に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
かん こうてき し てき せきにん と わ

＊罷免：職をやめさせること。
ひ めん しよく

＊固有：そのもの自体が、なんらかの性質などをもとから持っていること。
こ ゆう じ たい せいしつ も

＊全体の奉仕者：特定の国民に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益
ぜんたい ほう し しや とくてい こくみん ほう し こくみんぜんたい ほう し しや こうきよう り えき

の増進に尽くさなければならないという、公職の在り方を示すことば
ぞうしん つ こうしよく あ かた しめ

（憲法第１５条第２項）。国家公務員法（第９６条）、地方公務員法（第
けんぽうだい じようだい こう こつ か こう む いんほう だい じよう ち ほうこう む いんほう だい

３０条）に規定。
じよう き てい

＊普通選挙：納税額や身分などに関係なく、自国民の大人なら誰でも投票できて、誰も
ふ つうせんきよ のうぜいがく み ぶん かんけい じ こくみん おと な だれ とうひよう だれ

が同じ一票を持つ選挙。
おな いちぴよう も せんきよ

＊選挙人：選挙権を持つ人。
せんきよにん せんきよけん も ひと

第１６条 【請願権】
せいがんけん

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他
なんびと そんがい きゆうさい こう む いん ひ めん ほうりつ めいれいまた き そく せいてい はい し また かいせい た

の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差
じ こう かん へいおん せいがん けん り ゆう なんびと せいがん さ

別待遇も受けない。
べつたいぐう う

＊何人も：誰でも。だれであっても。
なんびと だれ

＊請願：国や地方公共団体等の機関に対して、希望などを申し立てること。
せいがん くに ち ほうこうきようだんたいとう き かん たい き ぼう もう た

第１７条 【国家賠償請求権（国及び公共団体の賠償責任）】
こっかばいしょうせいきゅうけん くにおよ こうきようだんたい ばいしようせきにん

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又
なんびと こう む いん ふ ほうこう い そんがい う ほうりつ さだ くにまた

は公共団体に、その賠償を求めることができる。
こうきようだんたい ばいしよう もと

＊不法行為：故意または過失のある違法な行為によって他人に損害を加えること
ふ ほうこう い こ い か しつ い ほう こう い た にん そんがい くわ

第１８条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由（自由権・身体の自由）】
ど れい こうそくおよ く えき じ ゆう じ ゆうけん しんたい じ ゆう

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意
なんびと ど れいてきこうそく う また はんざい よ しよばつ ば あい のぞ い

に反する苦役に服させられない。
はん く えき ふく

＊拘束：捕らえたり監禁したりして、自由には動けないようにすること。
こうそく と かんきん じ ゆう うご

＊苦役：強制的に労働をさせること。
く えき きようせいてき ろうどう

第１９条 【思想及び良心の自由（自由権・精神の自由）】
し そう りょうしん じ ゆう じ ゆうけん せいしん じ ゆう

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
し そうおよ りようしん じ ゆう おか

＊思想：政治や社会などについての考えかたや見解。
し そう せい じ しやかい かんが けんかい
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第２０条 【信教の自由、国の宗 教活動の禁止（自由権・精神の自由）】
しんきょう じ ゆう くに しゆうきようかつどう きん し じ ゆうけん せいしん じ ゆう

１ 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗 教団体も、国から特権
しんきよう じ ゆう なんびと たい ほ しよう しゆうきようだんたい くに とつけん

を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
う また せい じ じよう けんりよく こう し

２ 何人も、宗 教 上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
なんびと しゆうきようじよう こう い しゆくてん ぎ しきまた ぎよう じ さん か きようせい

３ 国及びその機関は、宗 教 教育その他いかなる宗 教的活動もしてはならない。
くにおよ き かん しゆうきようきよういく た しゆうきようてきかつどう

＊信教：宗 教を信じること。
しんきよう しゆうきよう しん

＊信教の自由：どの宗 教を信じるかを本人が選ぶ自由。
しんきよう じ ゆう しゆうきよう しん ほんにん えら じ ゆう

また、宗 教を信じないことを選ぶ自由。
しゆうきよう しん えら じ ゆう

＊祝典：お祝いの儀式。
しゆくてん いわ ぎ しき

第２１条 【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密（自由権・精神
しゅうかい けっしゃ ひょうげん じ ゆう けんえつ きん し つうしん ひ みつ じ ゆうけん せいしん

の自由）】
じ ゆう

１ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
しゆうかい けつしやおよ げんろん しゆつぱん た いつさい ひようげん じ ゆう ほ しよう

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
けんえつ つうしん ひ みつ おか

＊結社：人々がなんらかの目的をもった団体をつくること。または、その団体のこと。
けつしや ひとびと もくてき だんたい だんたい

＊検閲：民間による出版物や放送などの内容を、国など 公 の機関が審査を行い、大衆
けんえつ みんかん しゆつぱんぶつ ほうそう ないよう くに おおやけ き かん しん さ おこな たいしゆう

への発表の前に審査し、発表内容が不適当な内容と認めた場合には発表を禁止
はつぴよう まえ しん さ はつぴようないよう ふ てきとう ないよう みと ば あい はつぴよう きん し

すること。

第２２条 【居住・移転及び職 業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由（自
きょじゅう い てんおよ しょくぎょうせんたく じ ゆう がいこく い じゆう こくせき り だつ じ ゆう じ

由権・経済活動の自由）】
ゆうけん けいざいかつどう じ ゆう

１ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職 業選択の自由を有する。
なんびと こうきよう ふく し はん かぎ きよじゆう い てんおよ しよくぎようせんたく じ ゆう ゆう

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
なんびと がいこく い じゆう また こくせき り だつ じ ゆう おか

第２３条 【学問の自由（自由権・精神の自由）】
がくもん じ ゆう じ ゆうけん せいしん じ ゆう

学問の自由は、これを保障する。
がくもん じ ゆう ほ しよう

第２４条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
そんげん

１ 婚姻は、両 性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と
こんいん りょうせい ご う い もとづ せいりつ ふう ふ どうとう けん り ゆう き ほん

して、相互の協 力により、維持されなければならない。
そう ご きようりよく い じ

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他
はいぐうしや せんたく ざいさんけん そうぞく じゆうきよ せんてい り こんなら こんいんおよ か ぞく かん た

の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両 性の本質的平等に立脚して、制定さ
じ こう かん ほうりつ こ じ ん そんげん りょうせい ほんしつてきびょうどう りつきやく せいてい

れなければならない。

＊婚姻：結婚すること。
こんいん けつこん

＊両性：男性と女性のこと。
りようせい だんせい じよせい

＊配偶者：夫婦での、おたがいの結婚相手。夫にとっての妻。妻にとっての夫。
はいぐうしや ふう ふ けつこんあい て おつと つま つま おつと

＊相続：財産を親などから受けつぐこと。
そうぞく ざいさん おや う

＊立脚：よって、たつこと。「立脚する」とは「よりどころにする」というような意味。
りつきやく りつきやく い み
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第２５条 【生存権、国の生存権保障義務（社会権）】
せいぞんけん くに せいぞんけん ほ しよう ぎ む しやかいけん

１ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
こくみん けんこう ぶんかてき さいていげんど せいかつ いと け ん り ゆう

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進
くに せいかつ ぶ めん しやかいふく し しやかい ほ しようおよ こうしゆうえいせい こうじようおよ ぞうしん

に努めなければならない。
つと

＊社会福祉：老人福祉や障害者福祉など、社会的弱者に救済を国が与えること。
しやかいふく し ろうじんふく し しようがいしやふく し しやかいてきじやくしや きゆうさい くに あた

＊社会保障：社会保険や公的扶助などによって、国民の生存権を保障すること。
しやかい ほ しよう しやかい ほ けん こうてき ふ じよ こくみん せいぞんけん ほ しよう

＊公衆衛生：国民の健康の維持や向上のため、病気の予防などを行うこと。
こうしゆうえいせい こくみん けんこう い じ こうじよう びよう き よ ぼう おこな

第２６条 【教 育を受ける権利（社会権）、教育の義務、義務教育の無償】
きょういく う け ん り しやかいけん きよういく ぎ む ぎ む きよういく む しよう

１ すべて国民は、法律（教育基本法第３条第２項）の定めるところにより、その能力
こくみん ほうりつ きよういく き ほんほうだいさんじようだい に こう さだ のうりよく

に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
おう きよういく う けん り ゆう

２ すべて国民は、法律（教育基本法第４条）の定めるところにより、その保護する子女
こくみん ほうりつ きよういく き ほんほうだいよんじよう さだ ほ ご し じよ

に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。
ふつうきょういく う ぎ む お う ぎ む きよういく む しよう

＊普通教育：専門教育・職 業 教育ではなく、国民にとって社会生活で必要とされる
ふ つうきよういく せんもんきよういく しよくぎようきよういく こくみん しやかいせいかつ ひつよう

知識などを教え、国民共通に与える教育。
ち しき おし こくみんきようつう あた きよういく

第２７条 【勤労の権利（社会権）及び義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
きんろう け ん り ぎ む

１ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
こくみん きんろう けん り ゆう ぎ む お う

２ 賃金、就 業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律（労働基準法）
ちんぎん しゆうぎよう じ かん きゆうそく た きんろうじようけん かん き じゆん ほうりつ ろうどう き じゆんほう

でこれを定める。
さだ

３ 児童は、これを酷使してはならない。
じ どう こく し

＊酷使：重労働などに、こき使うこと。
こく し じゆうろうどう つか

第２８条 【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権［労働基本権・労働
ろうどうしや だんけつけん だんたいこうしようけん た だんたいこうどうけん ろうどう き ほんけん ろうどう

三権（社会権）］】
さんけん

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する。
きんろうしや だんけつ け ん り だんたいこうしょう た だんたいこうどう け ん り ほ しよう

＊団体交渉：労働組合などの労働者の団体が、経営者など使用者を相手に、労働条件に
だんたいこうしよう ろうどうくみあい ろうどうしや だんたい けいえいしや し ようしや あい て ろうどうじようけん

ついて交渉すること。
こうしよう

＊団体行動：労働者のストライキなど。
だんたいこうどう ろうどうしや

第２９条 【財産権の保障（自由権・経済活動の自由）】
ざいさんけん ほ しよう じ ゆうけん けいざいかつどう じ ゆう

１ 財産権は、これを侵してはならない。
ざいさんけん おか

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
ざいさんけん ないよう こうきよう ふく し てきごう よ ほうりつ さだ

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
し ゆうざいさん せいとう ほ しよう もと こうきよう もち い

＊私有財産：個人または民間の会社など、公共機関でない民間の者が所有している財産。
し ゆうざいさん こ じん みんかん かいしや こうきよう き かん みんかん もの しよゆう ざいさん
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第３０条 【納税の義務】
のうぜい ぎ む

国民は、法律（憲法第８４条）の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
こくみん ほうりつ けんぽうだい じよう さだ のうぜい ぎ む お う

第３１条 【法定の手続の保障（自由権・身体の自由）】
ほうてい て つづき ほ しよう じ ゆうけん しんたい じ ゆう

何人も、法律（刑事訴訟法等）の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由
なんびと ほうりつ けい じ そ しようほうなど さだ て つづき せいめい も じ ゆう

を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
うば わ また た けいばつ か

第３２条 【裁判を受ける権利】
さいばん う け ん り

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
なんびと さいばんしよ さいばん う けん り うば わ

第３３条 【逮捕の要件（自由権・身体の自由）】
たい ほ ようけん じ ゆうけん しんたい じ ゆう

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ
なんびと げんこうはん たい ほ ば あい のぞ けんげん ゆう し ほうかんけん はつ か

理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
り ゆう い はんざい めい じ れいじよう たい ほ

＊現行犯：ちょうど目の前で犯罪を行っている者。または目の前で犯罪を行い終わった
げんこうはん め まえ はんざい おこな もの め まえ はんざい おこな お

者。
もの

＊司法官憲：司法に関わる公務員のこと。この条文では裁判官のこと。
し ほうかんけん し ほう かか こう む いん じようぶん さいばんかん

＊令状：裁判官が出す警察などへの許可書で、強制的な処分を行うことを認める文書。
れいじよう さいばんかん だ けいさつ きよ か しよ きようせいてき しよぶん おこな みと ぶんしよ

逮捕状や差押 状などがある。
たい ほ じよう さしおさえじよう

第３４条 【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障（自由権・身体の自由）】
よくりゅう こうきん ようけん ふ ほうこうきん たい ほ しよう じ ゆうけん しんたい じ ゆう

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなけれ
なんびと り ゆう ただ つ か ただ べん ご にん い らい けん り あた え

ば、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求が
よくりゆうまた こうきん また なんびと せいとう り ゆう こうきん ようきゆう

あれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなけれ
り ゆう ただ ほんにんおよ べん ご にん しゆつせき こうかい ほうてい しめ

ばならない。

＊抑留：比較的に短い期間、強制的に居場所をとどめおかせること。
よくりゆう ひ かくてき みじか き かん きようせいてき い ば しよ

逮捕にともなう警察署内にある留置場での２日程度の留置など。
たい ほ けいさつしよない りゆう ち じよう ふつ か てい ど りゆう ち

＊拘禁：比較的に長期の間、強制的に居場所をとどめおかせること。
こうきん ひ かくてき ちよう き あいだ きようせいてき い ば しよ

刑務所や留置場などで、被疑者や受刑者を、長期間にわたり留めておくこと。
けい む しよ りゆう ち じよう ひ ぎ しや じゆけいしや ちよう き かん とど

第３５条 【住居の不可侵、捜索・押収に対する保障（自由権・身体の自由）】
じゅうきょ ふ か しん そうさく おうしゆう たい ほ しよう じ ゆうけん しんたい じ ゆう

１ 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること
なんびと じゆうきよ しよるいおよ しよ じ ひん しんにゆう そうさくおよ おうしゆう う

のない権利は、第３３条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索
けん り だい じよう ば あい のぞ せいとう り ゆう もとづ はつ か そうさく

する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
ば しよおよ おうしゆう もの めい じ れいじよう おか

２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
そうさくまた おうしゆう けんげん ゆう し ほうかんけん はつ かくべつ れいじよう おこな う

＊押収：裁判所・検察官が、証拠物などを差し押さえたり、被疑者から取り上げて没収
おうしゆう さいばんしよ けんさつかん しよう こ ぶつ さ お ひ ぎ しや と あ ぼつしゆう

し警察署などで保管すること。
けいさつしよ ほ かん
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第３６条 【拷問及び残虐刑の禁止（自由権・身体の自由）】
ごうもん ざんぎゃくけい きん し じ ゆうけん しんたい じ ゆう

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止ずる。
こう む いん ごうもんおよ ざんぎやく けいばつ ぜつたい きん し

＊拷問：相手に肉体的苦痛をあたえ、むりやりに情報を出させたり要求にしたがわせる
ごうもん あい て にくたいてき く つう じようほう だ ようきゆう

こと。

第３７条 【刑事被告人の権利（自由権・身体の自由）】
けい じ ひ こくにん けん り じ ゆうけん しんたい じ ゆう

１ すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
けい じ じ けん ひ こくにん こうへい さいばんしよ じんそく こうかいさいばん う けん り

を有する。
ゆう

２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で
けい じ ひ こくにん しようにん たい しんもん き かい じゆうぶん あた え また こう ひ

自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
じ こ きようせいてき て つづき しようにん もと けん り ゆう

３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被
けい じ ひ こくにん ば あい し かく ゆう べん ご にん い らい ひ

告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
こくにん みずか い らい くに ふ

＊審問：審理のために問いただすこと。
しんもん しん り と

第３８条 【自己に不利益な供 述の強要禁止、自白の証拠能力（自由権・身体
じ こ ふ り えき きょうじゅつ きようようきん し じ はく しょう こ のうりょく じ ゆうけん しんたい

の自由）】
じ ゆう

１ 何人も、自己に不利益な供 述を強要されない。
なんびと じ こ ふ り えき きようじゆつ きようよう

２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の
きようせい ごうもん も きようはく じ はくまた ふ とう なが よくりゆう も こうきん あと

自白は、これを証拠とすることができない。
じ はく しよう こ

３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又
なんびと じ こ ふ り えき ゆいいつ しよう こ ほんにん じ はく ば あい ゆうざい また

は刑罰を科せられない。
けいばつ か

＊自白：自分が犯罪を犯したと供 述すること。あるいは、自分の犯した犯罪の内容につ
じ はく じ ぶん はんざい おか きようじゆつ じ ぶん おか はんざい ないよう

いて供 述すること。
きようじゆつ

第３９条 【遡及処罰の禁止［刑罰法規の不遡及］、一事不再理［二重刑罰の禁止］
そ きゅうしょばつ きん し けいばつほう き ふ そ きゆう いち じ ふ さい り に じゆうけいばつ きん し

（自由権・身体の自由）】
じ ゆうけん しんたい じ ゆう

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上
なんびと じつこう とき てきほう こう い また すで む ざい こう い けい じ じよう

の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
せきにん と わ また どういつ はんざい かさ けい じ じよう せきにん と わ

＊訴求処罰：その法律が定められる前の出来事を、さかのぼって処罰すること。
そ きゆうしよばつ ほうりつ さだ まえ で き ごと しよばつ

第４０条 【刑事補償請求権】
けいじほしょうせいきゅうけん

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律（刑事補償法）の定
なんびと よくりゆうまた こうきん あと む ざい さいばん う ほうりつ けい じ ほ しようほう さだ

めるところにより、国にその補償を求めることができる。
くに ほ しよう もと
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第４章 国会
こつかい

第４１条 【国会の地位・立法権】
こつかい ち い りつぽうけん

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
こつかい こつけん さいこう き かん くに ゆいいつ りつぽう き かん

＊国会：国家の議会、国民の代表機関
こつかい こつ か ぎ かい こくみん だいひよう き かん

日本では、衆議院と参議院からなり、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。
に ほん しゆう ぎ いん さん ぎ いん こつけん さいこう き かん くに ゆいいつ りつぽう き かん

＊国権：国の権力。国家権力。
こつけん くに けんりよく こつ か けんりよく

＊立法：法規の制定機能。議会が行う権能。法律の制定を行う権能。
りつぽう ほう き せいてい き のう ぎ かい おこな けんのう ほうりつ せいてい おこな けんのう

＊立法機関：立法権を有する機関。すなわち国会のこと。
りつぽう き かん りつぽうけん ゆう き かん こつかい

第４２条 【二院制（両院制）】
に いんせい りよういんせい

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
こつかい しゆう ぎ いんおよ さん ぎ いん りよう ぎ いん こうせい

＊二院制（両院制）：議会が２つの議院から成り立っている制度。
に いんせい りよういんせい ぎ かい ふた ぎ いん な た せい ど

２つの議院があると、さまざまな国民の意見をより広く国会に反映
ふた ぎ いん こくみん い けん ひろ こつかい はんえい

させることができる。また、しんちょうな審議を行うことができ
しん ぎ おこな

る。議決までに時間がかかる。（アメリカ、イギリスなど）
ぎ けつ じ かん

＊一院制：国会が１つの議院から成り立っている制度。
いちいんせい こつかい ひと ぎ いん な た せい ど

すみやかに審議・議決ができるが、しんちょうさに欠ける。一院制は国民の意思
しん ぎ ぎ けつ か いちいんせい こくみん い し

はひとつという考えに基づく。世界には一院制の国も多い。（デンマーク、ス
かんが もと せ かい いちいんせい くに おお

ウェーデンなど）

第４３条 【両議院の組織・代表】
りよう ぎ いん そ しき だいひよう

１ 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
りよう ぎ いん ぜんこくみん だいひよう せんきよ ぎ いん そ しき

２ 両議院の議員の定数は、法律（公職選挙法第４条）でこれを定める。
りよう ぎ いん ぎ いん ていすう ほうりつ こうしよくせんきよほうだい じよう さだ

第４４条 【議員及び選挙人の資格、被選挙権（参政権）】
ぎ いんおよ せんきよにん し かく ひ せんきよけん さんせいけん

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律（公職選挙法第２章）でこれを定める。但
りよう ぎ いん ぎ いんおよ せんきよにん し かく ほうりつ こうしよくせんきよほうだい しよう さだ ただ

し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収 入によつて差別しては
じんしゆ しんじよう せいべつ しやかいてき み ぶん もん ち きよういく ざいさんまた しゆうにゆう さ べつ

ならない。

＊選挙人：選挙権を持つ人。公職選挙法で、選挙権は、２０歳以上の日本国民に定めら
せんきよにん せんきよけん も ひと こうしよくせんきよほう せんきよけん に じつさい い じよう に ほんこくみん さだ

れている。

＊被選挙権：選挙に立候補できる権利。
ひ せんきよけん せんきよ りつこう ほ けん り

第４５条 【衆議院議員の任期】
しゆう ぎ いん ぎ いん にん き

衆議院議員の任期は、４年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前
しゆう ぎ いん ぎ いん にん き とし ただ しゆう ぎ いんかいさん ば あい き かんまんりようまえ

に終 了する。
しゆうりよう

＊満了：期間を最後まで終えること。
まんりよう き かん さい ご お
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第４６条 【参議院議員の任期】
さん ぎ いん ぎ いん にん き

参議院議員の任期は、６年とし、３年ごとに議員の半数を改選する。
さん ぎ いん ぎ いん にん き ねん ねん ぎ いん はんすう かいせん

＊改選：議員の任期満了のときに、あらためて選挙を行い、
かいせん ぎ いん にん き まんりよう せんきよ

次の任期の議員たちを選ぶこと。
つぎ にん き ぎ いん えら

第４７条 【選挙に関する事項の法定】
せんきよ かん じ こう ほうてい

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律（公職選挙法）
せんきよ く とうひよう ほうほう た りよう ぎ いん ぎ いん せんきよ かん じ こう ほうりつ こうしよくせんきよほう

でこれを定める。
さだ

第４８条 【両議院議員兼職の禁止】
りよう ぎ いん ぎ いんけんしよく きん し

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
なんびと どう じ りよう ぎ いん ぎ いん

第４９条 【議員の歳費】
ぎ いん さい ひ

両議院の議員は、法律（国会法第３５条）の定めるところにより、国庫から相当額の歳費
りよう ぎ いん ぎ いん ほうりつ こつかいほうだい じよう さだ こつ こ そうとうがく さい ひ

を受ける。
う

＊国庫：国家に属する財産の保管場所。あるいは、その国家財産の持ち主として捉えた
こつ こ こつ か ぞく ざいさん ほ かん ば しよ こつ か ざいさん も ぬし とら

国家財政および国家のこと。
こつ か ざいせい こつ か

＊歳費：国会議員に国から支給される報酬。
さい ひ こつかい ぎ いん くに し きゆう ほうしゆう

第５０条 【議員の不逮捕特権】
ぎ いん ふ たい ほ とつけん

両議院の議員は、法律（国会法第３３条）の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕
りよう ぎ いん ぎ いん ほうりつ こつかいほうだい じよう さだ ば あい のぞ こつかい かい き ちゆうたい ほ

されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放し
かい き まえ たい ほ ぎ いん ぎ いん ようきゆう かい き ちゆう しやくほう

なければならない。

第５１条 【議員の発言・表決の免責特権】
ぎ いん はつげん ひようけつ めんせきとつけん

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、院外で責任を問はれ
りよう ぎ いん ぎ いん ぎ いん おこな えんぜつ とうろんまた ひようけつ いんがい せきにん と わ

ない。

＊表決：議会に提出された議案について、賛成または反対の意思を表明すること。
ひようけつ ぎ かい ていしゆつ ぎ あん さんせい はんたい い し ひようめい

第５２条 【常会（通常国会）】
じようかい つうじようこつかい

国会の常会は、毎年１回これを召 集する。
こつかい じようかい まいとし かい しようしゆう

＊常会（通常国会）：毎年１回１月に開かれる。会期は１５０日間。
じようかい つうじようこつかい まいとしいちかいいちがつ ひら かい き にちかん

法律案のほか、来年度の予算を必ず審議する。
ほうりつあん らいねん ど よ さん かなら しん ぎ
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第５３条 【臨時会（特別国会）】
りん じ かい とくべつこつかい

内閣は、国会の臨時会の召 集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の４分
ないかく こつかい りん じ かい しようしゆう けつてい ず ぎ いん そう ぎ いん ぶん

の１以上の要求があれば、内閣は、その召 集を決定しなければならない。
い じよう ようきゆう ないかく しようしゆう けつてい

＊臨時会（臨時国会）：内閣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
りん じ かい りん じ こつかい ないかく ぎ いん そう ぎ いん ぶん い じよう ようきゆう

った時。任期満了による衆議院議員の総選挙や参議院議員の通
とき にん き まんりよう しゆう ぎ いん ぎ いん そうせんきよ さん ぎ いん ぎ いん つう

常選挙のあとに召 集される。
じようせんきよ しようしゆう

第５４条 【衆議院の解散、特別会（特別国会）、参議院の緊急 集会】
しゆう ぎ いん かいさん とくべつかい とくべつこつかい さん ぎ いん きんきゆうしゆうかい

１ 衆議院が解散されたときは、解散の日から４０日以内に、衆議院議員の総選挙を
しゆう ぎ いん かいさん かいさん ひ にち い ない しゆう ぎ いん ぎ いん そうせんきよ

行ひ、その選挙の日から３０日以内に、国会を召 集しなければならない。
おこな い せんきよ ひ にち い ない こつかい しようしゆう

２ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急
しゆう ぎ いん かいさん さん ぎ いん どう じ へいかい ただ ないかく くに きんきゆう

の必要があるときは、参議院の緊急 集会を求めることができる。
ひつよう さん ぎ いん きんきゆうしゆうかい もと

３ 前項但書の緊急 集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会
ぜんこうただしがき きんきゆうしゆうかい と そ ち りん じ つぎ こつかいかいかい

の後１０日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
のち と お か い ない しゆう ぎ いん どう い ば あい こうりよく うしな う

＊特別会（特別国会）：衆議院の解散後の総選挙の日から３０日以内に召 集。
とくべつかい とくべつこつかい しゆう ぎ いん かいさん ご そうせんきよ ひ にち い ない しようしゆう

内閣の総辞職がおこなわれ、その後、新しい内閣総理大臣を決
ないかく そう じ しよく ご あたら ないかくそう り だいじん き

める。内閣総理大臣の指名。
ないかくそう り だいじん し めい

＊参議院の緊急 集会：衆議院の解散中に行われる参議院の集会。国に緊急の必要
さん ぎ いん きんきゆうしゆうかい しゆう ぎ いん かいさんちゆう おこな さん ぎ いん しゆうかい くに きんきゆう ひつよう

があるとき内閣が求める。ここでの議決は、国会の議決となるが、
ないかく もと ぎ けつ こつかい ぎ けつ

総選挙後１０日以内に衆議院の同意を得なければならない。同意
そうせんきよ ご と お か い ない しゆう ぎ いん どう い え どう い

が得られなければ効力を失う。
え こうりよく うしな

＊但書：「ただし」や「但し」などをつけて、その直前の文章への例外規定を表す文。
ただしがき ただ ちよくぜん ぶんしよう れいがい き てい あらわ ぶん

第５５条 【議員の資格争訟の裁判】
ぎ いん し かくそうしよう さいばん

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失は
りよう ぎ いん おのおの ぎ いん し かく かん そうしよう さいばん ただ ぎ いん ぎ せき うしな わ

せるには、出席議員の３分の２以上の多数による議決を必要とする。
しゆつせき ぎ いん ぶん い じよう た すう ぎ けつ ひつよう

＊争訟：訴訟を起こして争うこと。
そうしよう そ しよう お あらそ

＊議席：ここで言う「議席」とは、議員としての資格のこと。
ぎ せき い ぎ せき ぎ いん し かく

第５６条 【定足数、表決】
ていそくすう ひようけつ

１ 両議院は、各々その総議員の３分の１以上の出席がなければ、議事を開き議決す
りよう ぎ いん おのおの そう ぎ いん ぶん い じよう しゆつせき ぎ じ ひら ぎ けつ

ることができない。

２ 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数
りよう ぎ いん ぎ じ けんぽう とくべつ さだむ ば あい のぞ しゆつせき ぎ いん か はんすう

でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
けつ か ひ どうすう ぎ ちよう けつ
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＊定足数：議会を開くために必要とされる最小限度の出席者数のこと。
ていそくすう ぎ かい ひら ひつよう さいしようげん ど しゆつせきしやすう

衆参両院では本条文よりそれぞれ３分の１以上の出席者数が必要であり、
しゆうさんりよういん ほんじようぶん ぶん い じよう しゆつせきしやすう ひつよう

委員会の定足数については国会法により「その委員の半数以上」つまり２分
い いんかい ていそくすう こつかいほう い いん はんすう い じよう ぶん

の１以上が必要であり、両院協議会は３分の２以上である。
い じよう ひつよう りよういんきよう ぎ かい ぶん い じよう

＊通常の採決：出席議員の過半数。
つうじよう さいけつ しゆつせき ぎ いん か はんすう

＊衆議院での再採決：出席議員の３分の２以上
しゆう ぎ いん さいさいけつ しゆつせき ぎ いん ぶん い じよう

＊憲法改正の発議：両議院とも総議員の３分の２以上
けんぽうかいせい はつ ぎ りよう ぎ いん そう ぎ いん ぶん い じよう

＊過半数：半分をこえる数。
か はんすう はんぶん かず

第５７条 【会議の公開、秘密会、会議録、表決の記載】
かい ぎ こうかい ひ みつかい かい ぎ ろく ひようけつ き さい

１ 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の３分の２以上の多数で議決した
りよう ぎ いん かい ぎ こうかい ただ しゆつせき ぎ いん さんぶん に い じよう た すう ぎ けつ

ときは、秘密会を開くことができる。
ひ みつかい ひら

２ 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると
りよう ぎ いん おのおの かい ぎ き ろく ほ ぞん ひ みつかい き ろく なか とく ひ みつ よう

認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
みと い がい こうひよう か いつぱん はん ぷ

３ 出席議員の５分の１以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載
しゆつせき ぎ いん ぶん い じよう ようきゆう かく ぎ いん ひようけつ かい ぎ ろく き さい

しなければならない。

＊秘密会：公開されない会議。非公開の会議。
ひ みつかい こうかい かい ぎ ひ こうかい かい ぎ

＊頒布：広く、多くの人に配って、行きわたらせること。
はん ぷ ひろ おお ひと くば い

第５８条 【役員の選任、議院規則・懲罰】
やくいん せんにん ぎ いん き そく ちようばつ

１ 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
りよう ぎ いん おのおの ぎ ちよう た やくいん せんにん

２ 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内
りよう ぎ いん おのおの かい ぎ た て つづきおよ ない ぶ き りつ かん き そく さだ また いんない

の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席
ちつじよ ぎ いん ちようばつ ただ ぎ いん じよめい しゆつせき

議員の３分の２以上の多数による議決を必要とする。
ぎ いん ぶん い じよう た すう ぎ けつ ひつよう

＊懲罰：院内の秩序を乱した議員に国会内で制裁を加えること。
ちようばつ いんない ちつじよ みだ ぎ いん こつかいない せいさい くわ

＊除名：議員としての資格を失わせること。国会による懲罰のうち最も重い懲罰が除
じよめい ぎ いん し かく うしな こつかい ちようばつ もつと おも ちようばつ じよ

名。
めい

第５９条 【法律案の議決（法律の制定）、衆議院の優越】
ほうりつあん ぎ けつ しゆう ぎ いん ゆうえつ

１ 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律
ほうりつあん けんぽう とくべつ さだむ ば あい のぞ りよう ぎ いん か けつ ほうりつ

となる。

２ 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員
しゆう ぎ いん か けつ さん ぎ いん こと ぎ けつ ほうりつあん しゆう ぎ いん しゆつせき ぎ いん

の３分の２以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
ぶん い じよう た すう ふたた か けつ ほうりつ

３ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くこ
ぜんこう き てい ほうりつ さだ しゆう ぎ いん りよう ぎ いん きよう ぎ かい ひら

とを求めることを妨げない。
もと さまた

１ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて
さん ぎ いん しゆう ぎ いん か けつ ほうりつあん う と あと こつかいきゆうかいちゆう き かん のぞ

６０日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したもの
にち い ない ぎ けつ しゆう ぎ いん さん ぎ いん ほうりつあん ひ けつ

とみなすことができる。
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＊法律案の提出：内閣または国会議員（日本の場合、議員立法は少ない。）
ほうりつあん ていしゆつ ないかく こつかい ぎ いん に ほん ば あい ぎ いんりつぽう すく

法律案は両議院のどちらへ先に提出してもよい。
ほうりつあん りよう ぎ いん さき ていしゆつ

＊法律案は、両議院でそれぞれ審議され、両議院の一致により法律となる。
ほうりつあん りよう ぎ いん しん ぎ りよう ぎ いん いつ ち ほうりつ

両議院の議決が異なった場合は、衆議院で出席議員の３分の２以上の多数で再可決
りよう ぎ いん ぎ けつ こと ば あい しゆう ぎ いん しゆつせき ぎ いん ぶん い じよう た すう さい か けつ

されれば法律となる。
ほうりつ

＊両院協議会：衆議院と参議院の議決が異なった場合、両院の意見の一致をはかるた
りよういんきよう ぎ かい しゆう ぎ いん さん ぎ いん ぎ けつ こと ば あい りよういん い けん いつ ち

めに開かれる協議会のこと。衆議院と参議院から選ばれた１０名ずつ
ひら きよう ぎ かい しゆう ぎ いん さん ぎ いん えら めい

の協議委員で組織される。予算の議決、条約締結の承認、内閣総理大臣
きよう ぎ い いん そ しき よ さん ぎ けつ じようやくていけつ しようにん ないかくそう り だいじん

の指名で両院の議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案の場合は、
し めい りよういん ぎ けつ こと ば あい かなら ひら ほうりつあん ば あい

必要に応じて開かれる。
ひつよう おう ひら

第６０条 【衆議院の予算先議、予算の議決に関する衆議院の優越】
しゆう ぎ いん よ さんせん ぎ よ さん ぎ けつ かん しゆう ぎ いん ゆうえつ

１ 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
よ さん しゆう ぎ いん ていしゆつ

２ 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律（国会法第８５条）
よ さん さん ぎ いん しゆう ぎ いん い ぎ けつ ば あい ほうりつ こつかいほうだい じよう

の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参
さだ りよう ぎ いん きよう ぎ かい ひら い けん いつ ち また さん

議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて３０
ぎ いん しゆう ぎ いん か けつ よ さん う と あと こつかいきゆうかいちゆう き かん のぞ

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。
にち い ない ぎ けつ しゆう ぎ いん ぎ けつ こつかい ぎ けつ

＊予算：一会計年度の国家または地方公共団体の歳入と歳出における見積もりまたは
よ さん いちかいけいねん ど こつ か ち ほうこうきようだんたい さいにゆう さいしゆつ み つ

計画のこと。
けいかく

第６１条 【条約の承認に関する衆議院の優越】
じようやく しようにん かん しゆう ぎ いん ゆうえつ

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第２項の規定を準用する。
じようやく ていけつ ひつよう こつかい しようにん ぜんじようだい こう き てい じゆんよう

＊条約：文書に書き記した、国家間または国際機関との間での合意。
じようやく ぶんしよ か しる こつ か かん こくさい き かん あいだ ごう い

＊締結：とりきめること。
ていけつ

第６２条 【議院の国政調査権】
ぎ いん こくせいちよう さ けん

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並
りよう ぎ いん おのおのこくせい かん ちよう さ おこな い かん しようにん しゆつとうおよ しようげんなら

びに記録の提出を要求することができる。
き ろく ていしゆつ ようきゆう

＊出頭：本人みずからが、ある場所に出向くこと。
しゆつとう ほんにん ば しよ で む

第６３条 【閣僚の議院出席の権利と義務】
かくりよう ぎ いんしゆつせき けん り ぎ む

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかは
ないかくそう り だいじん た こく む だいじん りよう ぎ いん ひとつ ぎ せき ゆう ゆう わ

らず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明
い つ ぎ あん はつげん ぎ いん しゆつせき また とうべんまた せつめい

のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
しゆつせき もと しゆつせき
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第６４条 【弾劾裁判所】
だんがいさいばんしよ

１ 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾
こつかい ひ めん そ つい う さいばんかん さいばん りよう ぎ いん ぎ いん そ しき だんがい

裁判所を設ける。
さいばんしよ もう

２ 弾劾に関する事項は、法律（国会法第１６章）でこれを定める。
だんがい かん じ こう ほうりつ こつかいほうだい しよう さだ

＊罷免：ある公務員を、やめさせること。
ひ めん こう む いん

＊訴追：裁判官の罷免を求めるために弾劾の申し立てをすること。
そ つい さいばんかん ひ めん もと だんがい もう た

一般的には、訴追とは訴えを起こして、訴訟を進めさせること。
いつぱんてき そ つい うつた お そ しよう すす

＊弾劾裁判所：衆参両院議員の 各 ７人からなる。
だんがいさいばんしよ しゆうさんりよういん ぎ いん おのおの にん

第５章 内閣
ないかく

第６５条 【行政権と内閣】
ぎようせいけん ないかく

行政権は、内閣に属する。
ぎようせいけん ないかく ぞく

＊行政：国の政治を行うこと。
ぎようせい くに せい じ おこな

＊内閣：行政の頂点に立って、行政の仕事を全体として責任をもってまとめていく機
ないかく ぎようせい ちようてん た ぎようせい し ごと ぜんたい せきにん き

関。内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。
かん ないかくそう り だいじん た こく む だいじん そ しき

第６６条 【内閣の組織、国会に対する連帯責任】
ないかく そ しき こつかい たい れんたいせきにん

１ 内閣は、法律（内閣法第２条）の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣
ないかく ほうりつ ないかくほうだい じよう さだ しゆちよう ないかくそう り だいじん

及びその他の国務大臣でこれを組織する。
およ た こく む だいじん そ しき

２ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
ないかくそう り だいじん た こく む だいじん ぶんみん

３ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
ないかく ぎようせいけん こう し こつかい たい れんたい せきにん お う

＊首長：行政機関（日本の場合は特に地方公共団体）の長を意味する用語。
しゆちよう ぎようせい き かん に ほん ば あい とく ち ほうこうきようだんたい おさ い み よう ご

広い意味では集団・組織を統率する長を意味する言葉。
ひろ い み しゆうだん そ しき とうそつ おさ い み こと ば

＊文民：軍人でない人。日本では現役の自衛官は大臣にしないのが、日本では一般である。
ぶんみん ぐんじん ひと に ほん げんえき じ えいかん だいじん に ほん いつぱん

＊内閣総理大臣（首相）：内閣の首長であり、内閣を代表して行政全体の指揮監督を
ないかくそう り だいじん しゆしよう ないかく しゆちよう ないかく だいひよう ぎようせいぜんたい し き かんとく

する。

国務大臣を自由に任命したり、罷免することができる。
こく む だいじん じ ゆう にんめい ひ めん

内閣総理大臣は国会議員の中から国会によって指名される。
ないかくそう り だいじん こつかい ぎ いん なか こつかい し めい

内閣総理大臣は文民でなければならない。
ないかくそう り だいじん ぶんみん

第６７条 【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
ないかくそう り だいじん し めい しゆう ぎ いん ゆうえつ

１ 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他
ないかくそう り だいじん こつかい ぎ いん なか こつかい ぎ けつ し めい し めい ほか

のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
あんけん さき おこな う

２ 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律（国会法第８６条）の
しゆう ぎ いん さん ぎ いん こと し めい ぎ けつ ば あい ほうりつ

定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆
さだ りよう ぎ いん きよう ぎ かい ひら い けん いつ ち また しゆう

議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて１０日以内に、参議院が、
ぎ いん し めい ぎ けつ あと こつかいきゆうかいちゆう き かん のぞ と お か い ない さん ぎ いん

指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
し めい ぎ けつ しゆう ぎ いん ぎ けつ こつかい ぎ けつ

＊案件：議案にかけられている事がら。議題にされている事がら。
あんけん ぎ あん こと ぎ だい こと
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第６８条 【国務大臣の任命及び罷免】
こく む だいじん にんめいおよ ひ めん

１ 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ば
ないかくそう り だいじん こく む だいじん にんめい ただ か はんすう こつかい ぎ いん なか えら

れなければならない。

２ 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
ないかくそう り だいじん にん い こく む だいじん ひ めん

＊任意：法的な制限なく、自由に選択すること。意のままに、まかせること。
にん い ほうてき せいげん じ ゆう せんたく い

第６９条 【内閣不信任決議の効果】
ないかく ふ しんにんけつ ぎ こう か

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
ないかく しゆう ぎ いん ふ しんにん けつ ぎ あん か けつ また しんにん けつ ぎ あん ひ けつ

１０日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
と お か い ない しゆう ぎ いん かいさん かぎ そう じ しよく

＊不信任：国会が内閣を信用せず、その存続をみとめないこと。
ふ しんにん こつかい ないかく しんよう そんぞく

＊総辞職：総辞職とは、内閣総理大臣および全ての国務大臣が自ら職をやめること。
そう じ しよく そう じ しよく ないかくそう り だいじん すべ こく む だいじん みずか しよく

一般に「辞職」とは、みずから職をやめること。
いつぱん じ しよく しよく

第７０条 【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召 集と内閣の総辞職】
ないかくそう り だいじん けんけつ しんこつかい しようしゆう ないかく そう じ しよく

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召 集があつ
ないかくそう り だいじん か また しゆう ぎ いん ぎ いんそうせんきよ あと はじ こつかい しようしゆう

たときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
ないかく そう じ しよく

＊欠缺：欠けていること。この条文見出しでは、欠員のこと。
けんけつ か じようぶん み だ けついん

第７１条 【総辞職後の内閣】
そう じ しよく ご ないかく

前２条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務
ぜん じよう ば あい ないかく ないかくそう り だいじん にんめい ひ つづ しよく む

を行ふ。
おこな う

第７２条 【内閣総理大臣の職務】
ないかくそう り だいじん しよく む

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係につい
ないかくそう り だいじん ないかく だいひよう ぎ あん こつかい ていしゆつ いつぱんこく む およ がいこうかんけい

て国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
こつかい ほうこく なら ぎようせいかく ぶ し き かんとく

第７３条 【内閣の職務】
ないかく しよく む

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
ないかく た いつぱんぎようせい じ む ほか さ じ む おこな う

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
ほうりつ せいじつ しつこう こく む そう り

二 外交関係を処理すること。
がいこうかんけい しよ り

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経るこ
じようやく ていけつ ただ じ ぜん じ ぎ じ ご こつかい しようにん へ

とを必要とする。
ひつよう

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
ほうりつ さだ き じゆん したが い かん り かん じ む しよう り

五 予算を作成して国会に提出すること。
よ さん さくせい こつかい ていしゆつ

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、
けんぽうおよ ほうりつ き てい じつ し せいれい せいてい ただ せいれい

特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
とく ほうりつ い にん ば あい のぞ ばつそく もう

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
たいしや とくしや げんけい けい しつこう めんじよおよ ふつけん けつてい
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＊総理する：全てを処理・管理すること。
そう り すべ しよ り かん り

＊時宜によつては：場合によっては。都合によっては。状 況によっては。
じ ぎ ば あい つ ごう じようきよう

＊掌理：全体を取りまとめて処理・管理すること。
しよう り ぜんたい と しよ り かん り

第７４条 【法律・政令の署名】
ほうりつ せいれい しよめい

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要
ほうりつおよ せいれい しゆにん こく む だいじん しよめい ないかくそう り だいじん れんしよ ひつよう

とする。

＊連署：同一の文書等に複数の者が名を書き連ねること。
れんしよ どういつ ぶんしよとう ふくすう もの な か つら

同一の文書等に複数の者が署名すること。
どういつ ぶんしよとう ふくすう もの しよめい

第７５条 【国務大臣の特典】
こく む だいじん とくてん

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、こ
こく む だいじん ざいにんちゆう ないかくそう り だいじん どう い そ つい ただ

れがため、訴追の権利は、害されない。
そ つい けん り がい

第６章 司法

第７６条 【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立（司法権の独立）】
し ほうけん さいばんしよ とくべつさいばんしよ きん し さいばんかん どくりつ し ほうけん どくりつ

１ すべて司法権は、最高裁判所及び法律（裁判所法）の定めるところにより設置する下
し ほうけん さいこうさいばんしよおよ ほうりつ さいばんしよほう さだ せつ ち か

級裁判所に属する。
きゆうさいばんしよ ぞく

２ 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふ
とくべつさいばんしよ せつ ち ぎようせい き かん しゆうしん さいばん おこな う

ことができない。

３ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律に
さいばんかん りようしん したが い どくりつ しよつけん おこな い けんぽうおよ ほうりつ

のみ拘束される。
こうそく

＊司法（裁判所）：法にもとづいて紛争を解決すること。
し ほう さいばんしよ ほう ふんそう かいけつ

＊特別裁判所：特定の種類の事件や特定の身分を持つ人についてのみ扱う裁判所であっ
とくべつさいばんしよ とくてい しゆるい じ けん とくてい み ぶん も ひと あつか さいばんしよ

て、さらに司法裁判所の司法権に属さない裁判所。
し ほうさいばんしよ し ほうけん ぞく さいばんしよ

大日本帝国憲法下での行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所などのこと。
だいにつぽんていこくけんぽう か ぎようせいさいばんしよ ぐんぽうかい ぎ こうしつさいばんしよ

ただし、国会が設置する弾劾裁判所は例外である。
こつかい せつ ち だんがいさいばんしよ れいがい

＊終審：その裁判について、それ以上は訴えることのできない最終的な審判。
しゆうしん さいばん い じよう うつた さいしゆうてき しんぱん

＊司法権の独立：裁判官は憲法および法律のみにしたがって裁判を行うという原則。
し ほうけん どくりつ さいばんかん けんぽう ほうりつ さいばん おこな げんそく

第７７条 【最高裁判所の規則制定権】
さいこうさいばんしよ き そくせいていけん

１ 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に
さいこうさいばんしよ そ しよう かん て つづき べん ご し さいばんしよ ない ぶ き りつ し ほう じ む しよ り

関する事項について、規則を定める権限を有する。
かん じ こう き そく さだ けんげん ゆう

２ 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
けんさつかん さいこうさいばんしよ さだ き そく したが わ

３ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任するこ
さいこうさいばんしよ か きゆうさいばんしよ かん き そく さだ けんげん か きゆうさいばんしよ い にん

とができる。

＊検察官：犯罪を捜査し、起訴および維持する権限をもつ公務員。
けんさつかん はんざい そう さ き そ い じ けんげん こう む いん
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第７８条 【裁判官の身分の保障】
さいばんかん み ぶん ほ しよう

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された
さいばんかん さいばん しんしん こ しよう しよく む と けつてい

場合を除いては、 公 の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政
ば あい のぞ おおやけ だんがい ひ めん さいばんかん ちようかいしよぶん ぎようせい

機関がこれを行ふことはできない。
き かん おこな う

＊裁判官の身分保障：裁判官は、国会が設けた弾劾裁判と心身の故障のために仕事がで
さいばんかん み ぶん ほ しよう さいばんかん こつかい もう だんがいさいばん しんしん こ しよう し ごと

きないと裁判所自身によって決定された場合以外には罷免されな
さいばんしよ じ しん けつてい ば あい い がい ひ めん

い。

＊心身の故障：重い病気など心や体に生じた障害。
しんしん こ しよう おも びよう き こころ からだ しよう しようがい

第７９条 【最高裁判所の裁判官、最高裁判所裁判官の国民審査権、定年、報酬】
さいこうさいばんしよ さいばんかん さいこうさいばんしよさいばんかん こくみんしん さ けん ていねん ほうしゆう

１ 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを
さいこうさいばんしよ ちよう さいばんかんおよ ほうりつ さだ いんずう た さいばんかん

構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
こうせい ちよう さいばんかん い がい さいばんかん ないかく にんめい

２ 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国
さいこうさいばんしよ さいばんかん にんめい にんめい ご はじ おこな わ しゆう ぎ いん ぎ いんそうせんきよ さいこく

民の審査に付し、その後１０年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際
みん しん さ ふ ご ねん けい か あとはじ おこな わ しゆう ぎ いん ぎ いんそうせんきよ さい

更に審査に付し、その後も同様とする。
さら しん さ ふ ご どうよう

３ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官
ぜんこう ば あい とうひようしや た すう さいばんかん ひ めん か さいばんかん

は、罷免される。
ひ めん

４ 審査に関する事項は、法律（最高裁判所裁判官国民審査法）でこれを定める。
しん さ かん じ こう ほうりつ さいこうさいばんしよさいばんかんこくみんしん さ ほう さだ

５ 最高裁判所の裁判官は、法律（裁判所法第５０条）の定める年齢に達したときに退官
さいこうさいばんしよ さいばんかん ほうりつ さいばんしよほうだい じよう さだ ねんれい たつ たいかん

する。

６ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、
さいこうさいばんしよ さいばんかん てい き そうとうがく ほうしゆう う ほうしゆう ざいにんちゆう

これを減額することができない。
げんがく

＊国民審査：最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる衆議院議員選挙のとき、
こくみんしん さ さいこうさいばんしよ さいばんかん にんめい ご おこな しゆう ぎ いん ぎ いんせんきよ

適任かどうかが国民投票によって審査される。この投票でやめさせた方が
てきにん こくみんとうひよう しん さ とうひよう ほう

いいとする投票が過半数をしめた裁判官はやめさせられる。
とうひよう か はんすう さいばんかん

第８０条 【下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬】
か きゆうさいばんしよ さいばんかん にん き ていねん ほうしゆう

１ 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命
か きゆうさいばんしよ さいばんかん さいこうさいばんしよ し めい もの めい ぼ ないかく にんめい

する。その裁判官は、任期を１０年とし、再任されることができる。但し、法律（裁
さいばんかん にん き ねん さいにん ただ ほうりつ さい

判所法第５０条）の定める年齢に達した時には退官する。
ばんしよほうだい じよう さだ ねんれい たつ とき たいかん

２ 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、
か きゆうさいばんしよ さいばんかん てい き そうとうがく ほうしゆう う ほうしゆう ざいにんちゆう

これを減額することができない。
げんがく

第８１条 【違憲審査権（法令審査権）と最高裁判所】
い けんしん さ けん ほうれいしん さ けん さいこうさいばんしよ

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定す
さいこうさいばんしよ いつさい ほうりつ めいれい き そくまた しよぶん けんぽう てきごう けつてい

る権限を有する終審裁判所である。
けんげん ゆう しゆうしんさいばんしよ
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＊違憲審査権（法令審査権）：ある法律や国の行為が憲法に違反していないかどうかを、
い けんしん さ けん ほうれいしん さ けん ほうりつ くに こう い けんぽう い はん

憲法に照らして審査すること。
けんぽう て しん さ

＊違憲審査制：法律や国の行為が憲法に違反してないかどうかを審査して決定する権限。
い けんしん さ せい ほうりつ くに こう い けんぽう い はん しん さ けつてい けんげん

＊終審裁判所：その裁判について、それ以上は訴えることのできない最終的な裁判所。
しゆうしんさいばんしよ さいばん い じよう うつた さいしゆうてき さいばんしよ

＊憲法の番人：最高裁判所は、合憲か違憲かについての最終決定権を持っているので、
けんぽう ばんにん さいこうさいばんしよ ごうけん い けん さいしゆうけつていけん も

このように呼ばれる。
よ

第８２条 【裁判の公開】
さいばん こうかい

１ 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
さいばん たいしんおよ はんけつ こうかいほうてい おこな う

２ 裁判所が、裁判官の全員一致で、 公 の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決
さいばんしよ さいばんかん ぜんいんいつ ち おおやけ ちつじよまた ぜんりよう ふうぞく がい おそれ けつ

した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版
ば あい たいしん こうかい おこな う せい じ はんざい しゆつぱん

に関する犯罪又はこの憲法第３章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の
かん はんざいまた けんぽうだい しよう ほ しよう こくみん けん り もんだい い じ けん

対審は、常にこれを公開しなければならない。
たいしん つね こうかい

＊公開裁判：国民が傍聴できる公開の形態で行う裁判。裁判を公開して行うことは、
こうかいさいばん こくみん ぼうちよう こうかい けいたい おこな さいばん さいばん こうかい おこな

裁判所の手続を国民の監視の下におくことにより、司法の公正な運用を保
さいばんしよ て つづき こくみん かん し もと し ほう こうせい うんよう ほ

障するものである。なお、当事者のプライバシーや名誉、あるいは企業秘密
しよう とう じ しや めい よ き ぎよう ひ みつ

を保護する必要がある場合は、例外的に非公開とすることができる。ただし、
ほ ご ひつよう ば あい れいがいてき ひ こうかい

８２条２項但書で、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第３章で保障
じよう こうただしがき せい じ はんざい しゆつぱん かん はんざいまた けんぽうだい しよう ほ しよう

する国民の権利が問題となる場合には、非公開とすることは許されない（こ
こくみん けん り もんだい ば あい ひ こうかい ゆる

れらの事項は、歴史上、密室裁判・秘密裁判による不公正が多くなされた
じ こう れき し じよう みつしつさいばん ひ みつさいばん ふ こうせい おお

ため）。

＊対審：裁判で、対立している双方の当事者（民事訴訟では原告と被告、刑事訴訟では
たいしん さいばん たいりつ そうほう とう じ しや みん じ そ しよう げんこく ひ こく けい じ そ しよう

検察官と被告人・弁護人）が、裁判官の前でそれぞれの主張を述べること。
けんさつかん ひ こくにん べん ご にん さいばんかん まえ しゆちよう の

民事訴訟における口頭弁論、刑事訴訟における公判手続など。
みん じ そ しよう こうとうべんろん けい じ そ しよう こうはん て つづき

＊善良の風俗：社会での道徳や、良いとされる習慣など。
ぜんりよう ふうぞく しやかい どうとく よ しゆうかん

＊虞：心配。
おそれ しんぱい

第７章 財政

第８３条 【財政処理の基本原則】
ざいせいしよ り き ほんげんそく

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
くに ざいせい しよ り けんげん こつかい ぎ けつ もとづ こう し

第８４条 【課税の要件】
か ぜい ようけん

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件に
そ ぜい か また げんこう そ ぜい へんこう ほうりつまた ほうりつ さだ じようけん

よることを必要とする。
ひつよう

＊租税：いわゆる税金のこと。
そ ぜい ぜいきん
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第８５条 【国費の支出及び国の債務負担】
こく ひ し しゆつおよ くに さい む ふ たん

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
こく ひ し しゆつ また くに さい む ふ たん こつかい ぎ けつ もとづ ひつよう

＊債務：借金での返す義務のように、将来にお金を払う義務のこと。
さい む しやつきん かえ ぎ む しようらい かね はら ぎ む

第８６条 【予算の作成と国会の議決】
よ さん さくせい こつかい ぎ けつ

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なけ
ないかく まいかいけいねん ど よ さん さくせい こつかい ていしゆつ しん ぎ う ぎ けつ へ

ればならない。

第８７条 【予備費】
よ び ひ

１ 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任
よ けん にく よ さん ふ そく あ こつかい ぎ けつ もとづ よ び ひ もう ないかく せきにん

でこれを支出することができる。
し しゆつ

２ すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
よ び ひ し しゆつ ないかく じ ご こつかい しようだく え

第８８条 【皇室財産・皇室の費用】
こうしつざいさん こうしつ ひ よう

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経
こうしつざいさん くに ぞく こうしつ ひ よう よ さん けいじよう こつかい ぎ けつ へ

なければならない。

＊計上：予算の中に、ふくませること。
けいじよう よ さん なか

第８９条 【 公 の財産の支出又は利用の制限】
おおやけ ざいさん し しゆつまた り よう せいげん

公金その他の 公 の財産は、宗 教 上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持
こうきん た おおやけ ざいさん しゆうきようじよう そ しき も だんたい し よう べんえき も い じ

のため、又は 公 の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出
また おおやけ し はい ぞく じ ぜん きよういく も はくあい じ ぎよう たい し しゆつ

し、又はその利用に供してはならない。
また り よう きよう

＊公金：国や地方公共団体のお金。
こうきん くに ち ほうこうきようだんたい かね

＊便益：便利なこと。利益になること。
べんえき べん り り えき

第９０条 【決算検査、会計検査院】
けつさんけん さ かいけいけん さ いん

１ 国の収 入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度
くに しゆうにゆう し しゆつ けつさん まいとしかいけいけん さ いん けん さ ないかく つぎ ねん ど

に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
けん さ ほうこく こつかい ていしゆつ

２ 会計検査院の組織及び権限は、法律（会計検査院法）でこれを定める。
かいけいけん さ いん そ しきおよ けんげん ほうりつ かいけいけん さ いんほう さだ

＊会計検査院：国家機関の一つで、国の収 入支出の決算を検査する。
かいけいけん さ いん こつ か き かん ひと くに しゆうにゆう し しゆつ けつさん けん さ

第９１条 【財政状 況の報告】
ざいせいじようきよう ほうこく

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年１回、国の財政状 況について報告
ないかく こつかいおよ こくみん たい てい き すくな まいとし かい くに ざいせいじようきよう ほうこく

しなければならない。
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第８章 地方自治
ち ほう じ ち

第９２条 【地方自治の基本原則】
ち ほう じ ち き ほんげんそく

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律（地方
ち ほうこうきようだんたい そ しきおよ うんえい かん じ こう ち ほう じ ち ほん し もとづ ほうりつ ち ほう

自治法）でこれを定める。
じ ち ほう さだ

＊本旨：あるべき姿。ありかた。
ほん し すがた

第９３条 【地方公共団体の機関、その直接選挙】
ち ほうこうきようだんたい き かん ちよくせつせんきよ

１ 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置す
ち ほうこうきようだんたい ほうりつ さだ ぎ じ き かん ぎ かい せつ ち

る。

２ 地方公共団体の長（首長）、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、そ
ち ほうこうきようだんたい おさ しゆちよう ぎ かい ぎ いんおよ ほうりつ さだ た り いん

の地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
ち ほうこうきようだんたい じゆうみん ちよくせつ せんきよ

＊吏員：地方公務員など。
り いん ち ほうこう む いん

第９４条 【地方公共団体の権能】
ち ほうこうきようだんたい けんのう

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
ち ほうこうきようだんたい ざいさん かん り じ む しよ り およ ぎようせい しつこう けんのう ゆう

法律の範囲内で条例を制定することができる。
ほうりつ はん い ない じようれい せいてい

＊条例：地方公共団体（市町村・都道府県）の議会で制定される法令。
じようれい ち ほうこうきようだんたい し ちようそん と どう ふ けん ぎ かい せいてい ほうれい

第９５条 【特別法の住民投票権】
とくべつほう じゅうみんとうひょうけん

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方
ひとつ ち ほうこうきようだんたい てきよう とくべつほう ほうりつ さだ ち ほう

公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定
こうきようだんたい じゆうみん とうひよう か はんすう どう い え こつかい せいてい

することができない。

＊特別法：特定の地域のみに適用される法。
とくべつほう とくてい ち いき てきよう ほう

国際文化観光都市建設法（京都・奈良・松江等）などがある。
こくさいぶん か かんこう と し けんせつほう きよう と な ら まつ え など

第９６条 【憲法改正の国民投票権（参政権）、憲法改正の手続き、その公布】
けんぽうかいせい こくみんとうひようけん さんせいけん けんぽうかいせい て つ づ こ う ふ

１ この憲法の改正は、各議院の総議員の３分の２以上の賛成で、国会が、これを発議
けんぽう かいせい かく ぎ いん そう ぎ いん ぶん い じよう さんせい こつかい はつ ぎ

し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投
こくみん ていあん しようにん へ しようにん とくべつ こくみんとう

票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要と
ひようまた こつかい さだ せんきよ さいおこな わ とうひよう か はんすう さんせい ひつよう

する。

２ 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体
けんぽうかいせい ぜんこう しようにん へ てんのう こくみん な けんぽう いつたい

を成すものとして、直ちにこれを公布する。
な ただ こう ふ

＊発議：議案を提出すること。
はつ ぎ ぎ あん ていしゆつ

＊国民投票法：国民投票の手順を定めた法律。
こくみんとうひようほう こくみんとうひよう て じゆん さだ ほうりつ

２０１４年に改正され、投票年齢は満１８歳以上に引き下げられた。
ねん かいせい とうひようねんれい まん さい い じよう ひ さ
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第９７条 【基本的人権の本質】
きほ んて きじんけん ほんしつ

この憲法が保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であっ
けんぽう ほ しよう き ほんてきじんけん じんるい た ねん じ ゆうかくとく ど りよく せい か

て、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことの
けん り か こ いく た し れん た え げんざいおよ しようらい こくみん たい おか

できない永久の権利として信託されたものである。
えいきゆう けん り しんたく

第９８条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
さいこうほ う き じようやくおよ こくさいほう き じゆんしゆ

１ この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔 勅及び国務
けんぽう くに さいこうほう き じよう き はん ほうりつ めいれい しようちよくおよ こく む

に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
かん た こう い ぜん ぶ また いち ぶ こうりよく ゆう

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必
に ほんこく ていけつ じようやくおよ かくりつ こくさいほう き せいじつ じゆんしゆ ひつ

要とする。
よう

＊最高法規：さまざまな法（きまり）の中で、憲法が最も上に位置する法。
さいこうほう き ほう なか けんぽう もつと うえ い ち ほう

憲法に反しない範囲で法律を定めることができ、法律に反しない範囲で命令
けんぽう はん はん い ほうりつ さだ ほうりつ はん はん い めいれい

や規則を定めることができる。憲法に反する法律や命令は効力がない。
き そく さだ けんぽう はん ほうりつ めいれい こうりよく

＊条規：条文に書かれている規則・規定。
じよう き じようぶん か き そく き てい

第９９条 【憲法尊重擁護の義務】
けんぽうそんちようよう ご ぎ む

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し
てんのうまた せつしようおよ こく む だいじん こつかい ぎ いん さいばんかん た こう む いん けんぽう そんちよう

擁護する義務を負ふ。
よう ご ぎ む お う

＊擁護：まもること。かばうこと。
よう ご

第１１章 補則
ほ そく

第１００条 【憲法施行期日、準備手続】
けんぽう し こう き じつ じゆん び て つづき

１ この憲法は、公布の日から起算して６箇月を経過した日（昭和２２年５月３日）か
けんぽう こう ふ ひ き さん か げ つ けい か ひ しよう わ ねん がつみつ か

ら、これを施行する。
し こう

２ この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召 集の手
けんぽう し こう ひつよう ほうりつ せいてい さん ぎ いん ぎ いん せんきよおよ こつかいしようしゆう て

続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、
つづきなら けんぽう し こう ひつよう じゆん び て つづき ぜんこう き じつ まえ

これを行ふことができる。
おこな う

＊起算：数え始めること。
き さん かぞ はじ

＊公布：国民に周知すること。
こう ふ

日本国憲法は、１９４６年（昭和２１年）１１月３日に公布

＊施行：法令の効力を実際に発生させること。
し こう ほうれい こうりよく じつさい はつせい

日本国憲法は、１９４７年（昭和２２年）５月３日に施行

第１０１条 【国会に関する経過規定─参議院未成立の間の国会】
こつかい かん けい か き てい さん ぎ いん み せいりつ あいだ こつかい

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆
けんぽう し こう さい さん ぎ いん せいりつ い せいりつ あいだ しゆう

議院は、国会としての権限を行ふ。
ぎ いん こつかい けんげん おこな う
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第１０２条 【第１期の参議院議員の任期】
だいいつ き さん ぎ いん ぎ いん にん き

この憲法による第１期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを３年とする。
けんぽう だいいつ き さん ぎ いん ぎ いん はんすう もの にん き ねん

その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
ぎ いん ほうりつ さだ さだ

第１０３条 【公務員の地位（公務員に関する経過規定）】
こう む いん ち い こう む いん かん けい か き てい

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務
けんぽう し こう さいげん ざいしよく こく む だいじん しゆう ぎ いん ぎ いんおよ さいばんかんなら た こう む

員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をし
いん ち い そうおう ち い けんぽう みと い もの ほうりつ とくべつ さだめ

た場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、
ば あい のぞ けんぽう し こう とうぜん ち い うしな う ただ

この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
けんぽう こうにんしや せんきよまた にんめい とうぜん ち い うしな う


