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【1】2007 広島経済大学 2/6,１期 経済  

1929年 ニューヨーク株式市場で株価が大暴落 

1933年 (A)アメリカの金本位制停止 

1945年 第二次世界大戦終結。(B)IMF(国際通貨基金)，IBRD(国際復興開発
銀行・世界銀行)の設立 

1948年 GATT(関税および貿易に関する一般協定)の発足 
1952年 日本，IMFと世界銀行に加盟 
1955年  33  

1958年 EEC(ヨーロッパ経済共同体)の設立 
1961年 (C)非同盟諸国首脳会議 

1964年  34 の発足 

1968年 金プール制の機能停止，金の二重価格制実施 

1971年 (D)アメリカ大統領，金・ドルの交換停止を宣言 

1973年  35  

1976年 キングストン合意 

1985年 プラザ合意 

1987年 ルーブル合意 

1992年  36  

1993年 EU(ヨーロッパ連合)の発足 
2006年 (E)グラミン銀行とその創設者がノーベル平和賞を受賞 

問１ 空欄 33 について，この年，アジア・アフリカ地域29か国の代表が集まり，反植民地主義や平

和共存などの理念を打ち出した国際会議が開催された。その開催地はどこか。次の１～８の中から一

つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 33  

１ バンドン ２ 北京 ３ ロンドン ４ ニューデリー ５ ベオグラード ６ カイロ 

７ ジュネーブ ８ ハーグ 

問２ 空欄 34 について，この年，南北問題を検討し，貿易・援助・経済開発に関して南北交渉を行

う機関が国連に設立された。この機関は何か。次の１～４の中から一つ選び，その番号を記入せよ。 

１ 国連貿易開発会議(UNCTAD) ２ 経済協力開発機構(OECD) 
３ 新国際経済秩序(NIEO) ４ 石油輸出国機構(OPEC) 

問３ 空欄 35 について，産油国の産油制限と原油価格の引き上げによって起きた世界的な経済混乱

を何と呼ぶか。次の１～４の中から一つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 35  

１ 世界恐慌(大恐慌) ２ バブル経済の崩壊 ３ 第一次石油危機 ４ ブラックマンデー 

問４ 空欄 36 について，次の問いに答えよ。 

1) 第二次世界大戦後の世界経済の急速な発展が，地球環境に多大な負担を強いてきた。その結果，環

境保全と経済発展との調和を図ることが重要な課題となってきた。1992 年，こうした問題について話

し合う会議が開催された。この会議として正しいものを，次の１～４の中から一つ選び，その番号を

記入せよ。解答番号は 36  

１ 国連人間環境会議 ２ 国連環境開発会議 ３ 気候変動枠組み条約締約国会議 

４ 持続可能な開発に関する世界首脳会議 



国際通貨体制 2/13 

 

2) この会議が開催された都市を，次の１～４の中から一つ選び，その番号を記入せよ。 

１ ストックホルム ２ リオデジャネイロ ３ 京都 ４ ヨハネスブルグ 

問５ 下線部(A)について，アメリカの金本位制が停止した後の国際経済の動きを説明したものとして最

も適切なものを，次の１～４の中から一つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 38  

１ 国際基軸通貨に対する信用が失墜したため，各国は協力して，英国のポンドを基軸通貨とし

て維持することに努めた。 

２ 世界経済の混乱に対処するため，関税や輸入制限などを撤廃して自由貿易を行おうとした。 

３ 金の産出量が少ないために金本位制が崩壊したと理解され，当時の金の主たる産出国であっ

た南アフリカに金の増産を強制した。 

４ 世界経済の混乱に対処するため，主要国は植民地や関連諸国を集めて，閉鎖的で排他的な地

域経済圏を形成し，域内での経済安定に努めた。 

問６ 下線部(B)について，IMF や IBRD などの設立に関して話し合われ，第二次世界大戦後の国際通
貨・金融制度に関して結ばれた協定は何か。 

１ 北米自由貿易協定 ２ スミソニアン協定 ３ ブレトン＝ウッズ協定 ４ ヤルタ協定 

問７ 下線部(C)について，非同盟主義を外交方針とする非同盟諸国の第１回の首脳会議が開催された都

市を，次の１～８の中から一つ選び，その番号を記入せよ。 

１ バンドン ２ 北京 ３ ロンドン ４ ニューデリー ５ ベオグラード ６ カイロ 

７ ジュネーブ ８ ハーグ 

問８ 下線部(D)について，金とドルの交換停止を宣言したアメリカ大統領は誰か。次の１～４の中から

一つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 41  

１ ケネディ ２ ジョンソン ３ ニクソン ４ カーター 

問９ 下線部(E)について，グラミン銀行はマイクロ・クレジットと呼ばれる貧困層を対象とした低金利

の無担保融資を行っている。こうした努力が評価され，ノーベル平和賞を受賞した。グラミン銀行と

ともにノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行の創設者は誰か。次の１～４の中から一つ選び，その

番号を記入せよ。解答番号は， 42  

１ ムハマド＝ユヌス ２ ワンガリ＝マータイ ３ マザー＝テレサ ４ ネルソン＝マンデラ 

【1】2007 広島経済大学 2/6,１期 経済  

問１ １ 問２ １ 問３ ３ 問４ 1) ２  2) ２ 

問５ ４ 問６ ３ 問７ ５ 問８ ３   問９ １ 

 
【2】2006 関西大学 2/2,Ａ日程,３教科型,本学･地方 経済学部デイタイムコース･フレックスコース  

 国際的な経済活動に関する国際法は，①世界貿易機関(WTO)の設立に象徴されるように，近年，めざ
ましい発展を遂げている。国際経済法は，国際的な経済活動に対する国家の規制権限を調整することや，

そのような権限を制約することを目的とする。では，どのような原則に基づいて，国家の規制権限は，

調整され制約されるのだろうか。 

 国際経済法の原則として，まず挙げられるのは，②国際経済活動の自由化である。この原則は，自由貿

易や自由な資本の移動が，世界中の人々にとって利益となるという考え方に基づいている。国家は，し

ばしば，③自国の国内産業の保護や，特定の産業の育成のために，国際的な経済活動を制約し規制しよう

とするが，そのような国家の規制を縮減して，自由化を実現するのが国際経済法の役割のひとつである。 

 また，公正な競争条件の確保も，国際経済法の原則である。自由な経済活動が資源配分の最適化と福
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利の最大化を達成するためには，競争が公正に行われなければならない。独占禁止法などの経済法が一

国の経済において果たすのと同じ役割を，国際的な経済活動において果たすことが国際経済法には求め

られている。すなわち，④公正な競争条件の実現を阻むものを取り除く，ということである。公正な競争

条件は，適切な自由競争の前提であるから，国際経済活動の自由化を補完するものと位置づけられる。 

 それに対し，経済活動の自由化という原則を修正する要求も，場合によっては，国際経済法において

尊重される。なかでも，南北問題への配慮は，重要である。⑤先進国と発展途上国の間に経済的な格差が

あり，それが拡大してゆく傾向にあることは，人々の福利にとっても，世界の平和にとっても深刻な問

題を生じる。そのため，⑥途上国の経済発展を促進するために，自由な国際的経済活動という原則を修正

することがこころみられてきた。 

 このほかにも，⑦環境問題など，経済活動の自由化や公正な競争条件の整備によっては必ずしもうまく

解決できない国際的問題について，法的な規制を及ぼすことが，近年では，求められている。 

問(A) 下線部①について，世界貿易機関を設立する協定は，1994年に，モロッコのマラケシュで調印さ

れた。それを準備するものとして，1986年から1993年まで行われた多角的な国際通商交渉のことを何

と呼ぶか。カタカナで解答欄(1)に記入しなさい。 

問(B) 下線部②について，第二次世界大戦後の自由な国際経済秩序は，国際通貨基金(IMF)と「関税及
び貿易に関する一般協定(GATT)」を基軸として発展してきた。IMFと GATTについて，次の(a)～(c)
に答えなさい。 

(a) IMFは，当初，金ドル本位制に基づく固定相場制によって為替の安定を実現した。しかし，ドル
危機が悪化するなかで，1971年には，金とドルの兌

だ

換
かん

が停止され，1973年には変動相場制に移行し

た。とはいえ，為替相場は市場に完全に委ねられたわけではない。ときに各国は，為替相場の変更

を目的とする大規模な介入を行うこともある。例えば，レーガン政権の採ったドル高政策が，アメ

リカ合衆国の貿易赤字を増大させたことを背景に，先進５カ国蔵相・中央銀行総裁会議において，

ドル安への誘導のための各国の協調介入が合意された。これを何と呼ぶか。カタカナおよび漢字で

解答欄(2)に記入しなさい。 

(b) GATTは，関税の引き下げについては成功したといわれている。多国間での関税引き下げを実現
するための仕組みとして，GATT は次のような規定を置いている。この規定に表現されている原則
を何と呼ぶか。漢字で解答欄(3)に記入しなさい。 

 「いずれかの締約国が他国の原産の産品又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益，特

典，特権又は免除は，他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けら

れる同種の産品に対して，即時かつ無条件に許与しなければならない」 

(c) GATTは，当初，広範な経済問題を扱う国際貿易機構(ITO)が設立されるまでの暫定的な条約で
あったが，ITOが実現されなかったため，GATTのみが存続することとなった。ITOが成立しなか
った原因として，国内産業保護を重視するアメリカ合衆国議会の消極姿勢などのほか，ある関税制

度の廃止に対するイギリスの反対が挙げられる。その関税制度は，経済ブロック化を確立する手段

のひとつであった。その制度の名称を漢字で解答欄(4)に記入しなさい。 

問(C) 下線部③について，経済の自由化が進むなかでも，国家は，自国の経済秩序を維持し，国内産業

を保護する役割を担い続けており，そのための措置も国際法上，認められている。例えば，外国の会

社が原価割れの価格で鋼鉄を輸出し，それが原因で，輸入国の鉄鋼産業に実質的な損害が生じた場合

には，輸入国は，そのような輸入鉄鋼に対して特別の関税を賦課することができる。このような関税

を何と呼ぶか。カタカナおよび漢字で解答欄(5)に記入しなさい。 
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問(D) 下線部④について，「公正」とは何を意味しているのかは，難しい問題であり，国や状況によっ

て，見解は鋭く対立する。貿易において「公正さ」を重視するアメリカ合衆国政府は，外国政府が行

う不公正な貿易慣行に対して，さまざまな手段によって報復する権限を有している。この権限は，197

4 年通商法に基づくものだが，それを規定しているのは，第何条であるか，算用数字で解答欄(6)に記

入しなさい。 

問(E) 下線部⑤について，国際分業のなかで，発展途上国には，わずかな種類の一次産品のみを生産し

輸出するという産業構造が生まれた。これを何と呼ぶか。カタカナおよび漢字で解答欄(7)に記入しな

さい。 

問(F) 下線部⑥について，途上国の立場から，貿易体制を修正する試みは，戦後，くり返し行われてき

た。そのような試みについて，次の(a)(b)に答えなさい。 

(a) 先進国主導で構築された自由貿易体制を修正し，途上国の発展を促進するために，1964年に国連

に設けられた機関の名称を，漢字またはアルファベットで，解答欄(8)に記入しなさい。 

(b) 1974年には，現存の国際経済体制にかわる「新国際経済秩序(NIEO)」という構想が，国連総会
決議によって，提唱された。これは，途上国が外国への経済的従属を断ち切って自立し，経済発展

を成し遂げるために，経済秩序の変革を目指したものであった。以下の文は，その一環としてなさ

れた「国家の経済的権利義務憲章」と呼ばれる国連総会決議(1974年)からの引用である。文中(  

 )内に入れるのに最も適切な語句を，漢字で解答欄(9)に記入しなさい。 

「第２条  

１ いかなる国家も，そのすべての富，天然資源及び経済活動に対し，それらを所有，使用及び

処分することを含む完全な恒久主権を有し，かつ，それを自由に行使するものとする。 

２ いかなる国家も，次の権利を有する。 

…(中略)… 

(c)外国人財産を(   )し，収用し，又はその所有権を移転すること。ただし，その場合には，

かかる措置をとる国家は，自国の関連法令及び自国が関連すると認めるすべての事情を考慮して，

適当な補償を支払うべきである。」 

問(G) 下線部⑦について，自由貿易の確立とは別の観点から，環境を基準とする規制が必要であると考

えられる理由のひとつとして，環境汚染によって生じる社会的なコストが，取引の上での価格などに

反映されないことが挙げられる。このように，ある活動が，市場とは別のところで他の経済主体に対

して与える負担や悪影響のことを何と呼ぶか。漢字で解答欄(10)に記入しなさい。 

【2】2006 関西大学 2/2,Ａ日程,３教科型,本学･地方 経済学部デイタイムコース･フレックスコース  

問(A) ウルグアイ・ラウンド 問(B) (a) プラザ合意 (b) 最恵国待遇 (c) 特恵関税制度 

問(C) 反[アンチ]ダンピング関税 問(D) 301 問(E) モノカルチャー経済 

問(F) (a) 国連貿易開発会議 [UNCTAD] (b) 国有化 問(G) 外部不経済 
 
【3】2006 明治大学 2/11,３教科方式,本学 政治経済学部  

 国際貿易は他の経済取引と同様に相互利益をもたらすものであり，貿易は輸出国・輸入国を共に豊か

にする。このことは，(1)リカードの比較優位の原理(比較生産費説)によって説明することができる。実

際，戦後の世界経済のめざましい成長は貿易の拡大によるところが大きい。この貿易の拡大を支えたの

が自由貿易の理念であり，(2)GATT や WTO の国際的な枠組みであった。なかでも，無差別の原則の一
つである，ある国に与えた関税引き下げなどの有利な条件を他の加盟国にも適用する １ は自由貿易

を促進することになる。近年，WTOの多角的貿易交渉がなかなか進展しないことから，FTA(自由貿易
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協定)の締結が加速化している。日本は2002牟に ２ とFTAを初めて結んだ。自由貿易地域などの地
域経済統合が世界的な自由貿易の促進につながるかどうか，今のところはっきりしない。 

 現在も世界の貿易額や(3)日本の貿易額は拡大傾向にある。その要因として，情報通信技術の発達や輸

送費の低下とともに，貿易自由化の進展があることを忘れてはならない。そして，第２次大戦前のスム

ート＝ホーレー関税法に代表される関税の引き上げが，世界の貿易量を激減させ世界経済に大混乱を招

いたことも忘れてはならない。 

 一方，国際金融には未解決の問題がいくつかある。たとえば，(4)為替相場制度をとっても，固定相場

制と変動相場制，あるいはその中間的な相場制のうちどの制度が望ましいのかについて，コンセンサス

があるわけではない。また，(5)アジア通貨危機に見られるように短期資本の急激かつ瞬時の移動は経済

の攪乱要因となるため，自由な資本移動は本当に望ましいのか，資本移動は規制すべきではないかとい

った議論もある。しかし，国際的な金融の自由化には大きな便益もある。実際，途上国は(6)直接投資の

受け入れに積極的である。また，為替リスクを回避するための先物取引などは非常に有効な手段となる。

そのため，国際的な資本移動は活発に行われており，金融上の国際的取引は財・サービスの国際的取引

を大きく上回っている。 

 国際金融を制度的な面から支えているのがIMFである。1971年の(7)ニクソン・ショックによってブレ

トン・ウッズ体制は事実上崩壊し，近年の通貨危機に対する対応の拙さから IMFへの風当たりは強くな
っている。日本は1952年にIMFに加盟し，1964年に各種の為替制限を撤廃しなければならないIMF 
３ 条国となった。現在，日本のIMFへの出資比率は米国に次いで２番目に高い。 
 昨今，WTO や IMF などの国際機関に対する批判が広がっている。それは，自由貿易や自由な資本移
動に対する反対の声でもある。自由貿易や自由な資本移動は当然リスクやコストを伴うが，しかしそれ

を上回る便益が存在する。その潜在的利益を現実のものにすることが非常に重要となってくる。 

設問１ 文中の １ のなかに入る，もっとも適当と思われる語句を解答欄に記入せよ。 

設問２ 文中の ２ のなかに入る国名を解答欄に記入せよ。 

設問３ 文中の ３ のなかに入る数字を解答欄に記入せよ。 

設問４ 下線部(1)に関連し，経済学者と語句の組合せのうち正しくないものを次のなかから一つ選び，

解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 

   

Ａ． ケインズ   有効需要の原理 

Ｂ． アダム・スミス 見えざる手   

Ｃ． ケネー     幼稚産業保護論 

Ｄ． フリードマン  マネタリズム  

Ｅ． シュンペーター 技術革新    

設問５ 下線部(2)に関連し，GATTやWTOに関する説明としてもっとも適当と思われるものを次のな
かから一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 

Ａ．GATTやWTOでは自由貿易を後退させるような例外規定は存在しない。 
Ｂ．WTOでは GATTと同じように知的所有権については交渉の対象とならない。 
Ｃ．GATT において合法性が曖昧なため「灰色措置」と呼ばれていた輸出自主規制は，WTO で
は違反となる。 

Ｄ．ロシアは1993年にGATTに加盟し，中国は2001年にWTOへの加盟が認められた。 
Ｅ．WTOの紛争処理手続きは，GATTとは異なり，コンセンサス方式が採用されている。 
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設問６ 下線部(3)に関連し，日本の貿易の現状に関する説明として，もっとも適当と思われるものを次

のなかから一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 

Ａ．日本の経常収支は黒字を計上しており，その内訳を見ると，貿易収支とサービス収支のいず

れも黒字である。 

Ｂ．日本の最大の輸入相手先はアジアであるが，最大の輸出相手先は北米である。 

Ｃ．日本は貿易額で見ると，米国に次いで世界第２位である。 

Ｄ．日本は依然として製品輸入の比率は低い。 

Ｅ．日本の貿易依存度(輸出入額÷GDP)は，米国と同じように低い水準である。 
設問７ 下線部(4)に関連し，為替相場や為替相場制についての説明として，もっとも適当と思われるも

のを次のなかから一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 

Ａ．中国は2005年７月に人民元を切り上げた。 

Ｂ．変動相場制は貿易収支の不均衡を是正する。 

Ｃ．アジア通貨危機直後に，タイは変動相場制からドルペッグ制に移行した。 

Ｄ．ヘッジファンドによる通貨の投機攻撃に対しては，変動相場制の方が固定相場制よりもろい。 

Ｅ．円の対米ドル相場の戦後の最高値は1995年の88円15銭である 

設問８ 下線部(5)に関連し，アジア通貨危機でインドネシアは多大な被害を被ったが，そのとき暴落し

たインドネシアの通貨の名称は何か。解答欄に記入せよ。 

設問９ 下線部(6)に関連し，外国企業の買収を目的として購入した株式の配当金(直接投資による投資

収益)は，国際収支表においてどの項目に計上されるか。解答欄に記入せよ。なお，経常収支，資本収

支という解答は除く。 

設問10 下線部(7)に関連し，ニクソン・ショックとそれ以降の出来事の説明として，正しくないものを

次のなかから一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 

Ａ．ニクソン・ショックとは，ニクソン大統領が発表した金とドルの交換停止のことである。 

Ｂ．スミソニアン協定において，円は１ドル＝308円に切り上げられた。 

Ｃ．主要国の変動相場制への移行を正式に認めたのがキングストン合意である。 

Ｄ．プラザ合意とは，ドル高是正を目的とした G7による合意である。 
Ｅ．急激なドル安を防止することを目的としたものがルーブル合意である。 

【3】2006 明治大学 2/11,３教科方式,本学 政治経済学部  

設問１ 最恵国待遇 設問２ シンガポール 設問３ ８ 設問４ Ｃ 設問５ Ｃ 

設問６ Ｅ 設問７ Ａ 設問８ ルピア 設問９ 所得収支 設問10 Ｄ 

 
【4】2006 早稲田大学 2/20,本学 政治経済学部  

 戦後 60 年にわたる円の対米ドル為替相場(以下円レートと呼ぶ)の推移を概観する。まず，1949 年の

 １ によって１ドル＝360円の円レートが設定されて以降，1971年まではこの円レートが維持された。

こうした固定相場制の下で，1960年代後半には日本の経常収支は黒字基調に転換した。 

 1970 年代には国際通貨制度の激変と２度の石油危機によって日本経済は大きな調整を強いられた。ま

ずは，戦後の国際通貨制度であった ２ 体制が 1971 年８月のニクソン・ショックによって崩壊した。

その後，一時的には１ドル＝308円の時代を経て，1973年初頭には ３ に移行した。その後，1973年

末の第一次石油危機によって日本の経常収支は大きな赤字となるが， ４ を梃子(てこ)とした輸出の

回復によってこの赤字は短期間で解消し，経常収支は黒字化した。その後，Ａ1978 年にはこうした経常

収支黒字の拡大によって，大きな円高(1978年10月には１ドル＝176円)に直面した。1978年末の第二次
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石油危機により経常収支は再度赤字化したが，この赤字も短期間で終わった。 

 Ｂ1980年代前半は日米の経常収支不均衡(日本の黒字と米国の赤字)の拡大と円安/ドル高が進行した局

面であった。すなわち，当時の米国のレーガン大統領の経済政策によって米国の財政赤字が拡大した。

そして，これが引き金になって米国の ５ が上昇し，その結果円安/ドル高が進行して日本と米国の経

常収支不均衡が大きく拡大した。こうした円安/ドル高に終止符を打ったのが 1985 年９月のプラザ合意

であった。Ｃこれを契機に円レートは1985年８月の１ドル＝230円台から1988年末には120円台にまで

増価した。また，1990年代前半にはさらに円高が進行し，1995年４月には１ドル＝ ａ 円台という戦

後最高値を記録した。その後，円は反転し，1998 年には１ドル＝140 円台にまで減価した。なお，2005

年前半は１ドル＝110円程度で推移した。 

問１ 文中の １ ～ ５ に最も適合する語を解答欄に記入せよ。 

問２ 文中の ａ にあてはまる最も近い数字を下記の選択肢のうちから選び，記入せよ。 

ア 59 イ 69 ウ 79 エ 89 オ 109 

問３ 下線部分Ａに関連して，1978年当時の米国の大統領名を解答欄に記入せよ。 

問４ 以下の文章を読んで， ｘ には該当する適切な用語を， ｙ には該当する正しい数字をそれ

ぞれ解答欄に記入せよ。 

 経常収支とは， ｘ にサービス収支，所得収支，および経常移転収支を加えたものである。また，

経常収支が100億円の黒字，資本収支が80億円の赤字，誤差脱漏が０円のとき，外貨準備の増加は 

ｙ 億円になる。 

問５ 下線部分Ｂに関連して，米国の財政収支(対GDP比率)と経常収支(対GDP比率)の動向に関する
下記の文章のうち，正しいものを１つ選択し，その記号を解答欄に記入せよ。 

ア 財政収支は1990年代後半から2000年初頭にかけて黒字化し，このために最近(2005年前半)

の経常収支は黒字になっている。 

イ 1980 年代前半の大きな財政赤字と大きな経常収支赤字という「双子の赤字」はその後も一貫

して続いている。 

ウ 財政収支は 1990 年代後半から 2000 年初頭にかけて黒字化したが，その後は再度赤字化して

おり，また家計の貯蓄率が低下したので，最近の経常収支の赤字は1980年代中頃より大きくな

っている。 

エ 最近の財政収支の赤字幅は2000年初頭より拡大しているが，家計部門の貯蓄率が上昇したこ

とによって，最近の経常収支赤字は1980年代中頃に比べて縮小している。 

問６ 下線部分Ｃに関連して，こうした円高にもかかわらず，日本の経常収支黒字(対GDP比率)は198
5年前半から1987年中頃までは縮小しなかった。このように円高によって経常収支がしばらくの間は

黒字化し，その後は赤字化する現象の名称として正しいものを１つ選び，その記号を解答欄に記入せ

よ。 

ア Jカーブ効果 イ ケインズ効果 ウ 乗数効果 エ デフレ効果 オ 代替効果 
 

【4】2006 早稲田大学 2/20,本学 政治経済学部  

問１ １ ドッジ・ライン ２ ブレトン・ウッズ  ３ 変動(為替)相場制 ４ 減量経営 [ME革命] 
５ 金利 問２ ウ 問３ カーター 問４ ｘ 貿易収支 ｙ 20  問５ ウ 問６ ア  

 
 
【5】2005 同志社大学 2/8,本学･地方 経済学部 Ｂ方式－文化情報学部  
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 今日の世界において，各国の経済は，財・サービスの取引や直接投資などさまざまな国際取引を通じ

て相互に深く結びついている。こうした結びつきを反映する( ア )は，一定期間におけるすべての対

外的な取引にともなう貨幣の受取りと支払いを体系的に記録したもので，経常収支と資本収支に大別さ

れる。このうち，経常収支は，主に財・サービス取引に関する一国の対外的な位置を示す指標として重

要である。 

 (a)1980年代および1990年代のアメリカについてみると，経常収支は赤字，資本収支は黒字という構造

が一般的となっている。とくに1990年代後半から経常収支の赤字は急速に増大し，2002年には約4,800

億ドルという巨額に達した。その中心は貿易赤字であった。他方で，財政収支をみると，長期にわたる

景気拡大を背景に1998～2001年度には黒字に転換したが，2002年度以降，再び赤字になっている。 

 このような財政赤字と貿易赤字の同時的な拡大が，最初に注目されたのは1980年代前半のことである。

1981 年１月大統領に就任したレーガンのもとで推進された(b)レーガノミックスと呼ばれる政策は，「双

子の赤字」をもたらす結果となった。すなわち，主として大幅減税と軍事支出の増加によって財政赤字

が急速に増大する一方で，国際競争力の相対的な低下を背景に，貿易赤字も拡大した。その結果，経常

収支の赤字も巨額となった。財政赤字の拡大のもとで，資本流入を促すとともに，第二次石油危機の影

響もあって激しくなっていた( イ )の抑制を重視した高金利政策がとられた。 

 その後，保護貿易主義のいっそうの高まりや国際通貨であるドルが暴落する懸念を背景に，(c)1985 年

９月に開かれた先進５カ国の蔵相・中央銀行総裁会議(G5)で，協調的な利下げや( ウ )市場に介入し
てドル高是正を行うことが合意された。その結果，ドル安が予想以上に急激に進んだために，(d)1987 年

２月の G7では，逆に，ドルの価値の安定を図るための政策協調が合意された。1973年以降，主要国は( 
エ )相場制から( オ )相場制に移行したが，実際にはこのように先進諸国による協調的な市場介入な

ども行われたのである。 

 その後，アメリカの経常収支赤字はようやく縮小傾向に転じ，1990 年代初頭には一時的ではあるが，

わずかながら黒字となった。他方，日本では G5以降の円高ドル安の進行が，(e)景気や(f)企業活動に大き

な影響を及ぼした。 

〔設問１〕 文中の( ア )～( オ )に最も適切な語句を，解答欄に漢字で記入せよ。 

〔設問２〕 下線部(a)に関して，最も適切なものを次の１～４のうちから１つ選び，その番号を解答欄

に記入せよ。 

１．1980年代および1990年代における日本の国際収支も，アメリカと同様に，経常収支は赤字，

資本収支は黒字という構造であった。 

２．日本は，1980年代に入り，海外投資などが増加したことで資本収支の黒字が続き，1990年代

初頭には世界最大の債権国になった。 

３．アメリカは，巨額の貿易赤字を中心に経常収支の赤字が続いたため，1980 年代半ば過ぎには

純債務国になった。 

４．アメリカは，巨額の経常収支赤字にもかかわらず，国際通貨としてドルが流通することで，

現在でも世界最大の純債権国としての地位を維持している。 

〔設問３〕 下線部(b)に関して，最も適切なものを次の１～４のうちから１つ選び，その番号を解答欄

に記入せよ。 

１．レーガノミックスは，ケインズ主義やサプライサイドの経済学を批判して，「強いアメリカ」

をめざした。 

２．レーガノミックスは，過度の景気拡大とデフレーションの進行とを，同時に克服しようとし

た。 
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３．レーガノミックスは，「強いアメリカ」と同時に，小さな政府をめざして政府規制の緩和な

どを重視した。 

４．レーガノミックスは，欧州諸国に比べて不十分であった福祉・社会保障の拡充を最大の政策

目標とした。 

〔設問４〕 下線部(c)の合意を何と呼ぶか。次の１～４のうちから１つ選びなさい。 

１．スミソニアン合意 ２．ルーブル合意 ３．キングストン合意 ４．プラザ合意 

〔設問５〕 下線部(d)の合意を何と呼ぶか。次の１～４のうちから１つ選びなさい。 

１．スミソニアン合意 ２．ルーブル合意 ３．キングストン合意 ４．プラザ合意 

〔設問６〕 下線部(e)に関して，日本の景気に関する記述として最も適切なものを次の１～４のうちか

ら１つ選び，その番号を解答欄に記入せよ。 

１．円高ドル安は一時的に不況をもたらしたが，経済のバブル化の影響もあり1990年代初頭まで

好況が続いた。 

２．円高ドル安は短期的に円高好況をもたらしただけでなく，1980 年代後半のバブル経済の原因

ともなった。 

３．円高ドル安は円高不況と呼ばれた1980年代後半以降の経済停滞の重要な原因となった。 

４．円高ドル安は短期的には円高好況をもたらしたが，長期的には経済停滞の重要な要因となっ

た。 

〔設問７〕 下線部(f)に関して，最も適切なものを次の１～４のうちから１つ選び，その番号を解答欄

に記入せよ。 

１．円高ドル安のもとで，日本の企業の対米進出による現地生産が進むとともに，日米貿易摩擦

は急速に沈静化した。 

２．円高ドル安は，日本の企業の対米進出を中断させ，日米貿易摩擦が激化する重要な要因とな

った。 

３．円高ドル安のもとで，日本の企業の多国籍企業化は進んだが，資源・エネルギーなどの外国

への依存が続き，製品輸入はほとんど増加しなかった。 

４．円高ドル安のもとで，日本の企業の対米進出は進んだが，1989 年に始まった日米構造協議で

は，制度や慣行なども問題とされた。 

 

【5】 2005 同志社大学 2/8,本学･地方 経済学部 Ｂ方式－文化情報学部  

設問１ ア 国際収支 イ インフレーション ウ 為替 エ 固定 オ 変動 

設問２ ３ 設問３ ３ 設問４ ４ 設問５ ２ 設問６ １ 設問７ ４ 

 
【6】2005 明治大学 2/10,本学 経営学部  

 金本位制は世界大恐慌によって破綻した。1930 年代以後，金に代替する国際通貨が確立されないまま

に経済のブロック化が進行し，通貨の切り下げ競争が行われた。このことから，連合国は国際通貨を取

り決めることを重要な課題とした。1944 年７月，アメリカ合衆国のイニシアチブによって連合国国際通

貨会議が開催された。この連合国国際通貨会議において，第２次世界大戦後における国際為替金融につ

いて〔 ア 〕が締結された。アメリカ合衆国の代表( ① )は自国通貨であるドルを基軸とする国際

通貨案を主張した。これに対して，(1)イギリスの代表者ケインズは( ② )を提案した。イギリス案は，

加盟国相互間の貸借の決算を金に基礎をおくバンコール勘定で多角的に行おうとするものであった。結

果的には，アメリカ合衆国の国内通貨であるドルが国際通貨としても通用する国際通貨案が採用された。 
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 アメリカの提案が採用されたことに伴って，(2)国際通貨基金(IMF)の創設が決まった。これは第２次世
界大戦終結後の 1945 年 12 月に発足した。また，加盟国が出資して，加盟国の経済復興と開発を援助す

ることを目的として，〔 イ 〕も成立した。国際通貨基金の創設と〔 イ 〕の成立を可能とした条

件は，第２次世界大戦を通じて，アメリカ合衆国が世界の金の保有量で圧倒的に有利な立場になったこ

と，アメリカ合衆国が1937年以来，金１オンス＝( ③ )ドルという金為替本位制を維持してきたこと，

戦後世界においてアメリカ合衆国が，圧倒的有利な軍事力と経済力を保有したことである。 

 第２次世界大戦終結後，アメリカ合衆国は戦後資本主義諸国の盟主として，対外軍事援助と経済援助

を推進した。(3)巨大企業の海外進出，大企業の多国籍展開によって，産業の空洞化が進行した。ベトナ

ム戦争等によっても(4)国際収支が著しく悪化した。これらの要因によって，1960 年代以後，アメリカ連

邦銀行ではドルと金の流出が深刻化なものとなり，国際通貨としてのドルの威信は低下した。(5)1971 年

には，金とドルとの兌換は停止されることになった。 

 

設問１ 文中の空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に当てはまる最も適切な語句を解答欄に記入せよ。 

設問２ 文中の空欄(①～③)にあてはまるもっとも適切な語句を以下の語群から選び，解答欄にマーク

せよ。 

① Ａ フーバー Ｂ ホワイト Ｃ ルーズベルト Ｄ マーシャル 

② Ａ 国際清算同盟案 Ｂ 先進国通貨統合案 Ｃ 北米自由貿易協定 Ｄ 国際通貨同盟案 

③ Ａ 25 Ｂ 30 Ｃ 35 Ｄ 40 

設問３ 文中の下線部に関する次の設問に答えよ。答えは解答欄にマークせよ。 

(1) イギリスの経済学者であるケインズの代表的な著書はどれか。 

Ａ 『経済学及び課税の原理』 Ｂ 『雇用・利子及び貨幣の一般理論』 

Ｃ 『経済発展の理論』 Ｄ 『選択の自由』 

(2) 当時の国際通貨基金(IMF)が採用した相場制の説明としてもっとも適切なものはどれか。 
Ａ 採用したのは変動相場制であり，基軸通貨であるドルの価値変動に連動させて各国の通貨の

交換比率を決める制度であった。 

Ｂ 採用したのは変動相場制であり，基軸通貨であるドルの交換比率はあらかじめ定められてい

る制度であった。 

Ｃ 採用したのは固定相場制であり，加盟国である各国の通貨の交換比率はあらかじめ基軸通貨

であるドルを基準にして定められていた。 

Ｄ 採用したのは固定相場制であり，加盟国である先進国の通貨の交換比率はあらかじめ基軸通

貨であるドルを基準として表示されることになったが，発展途上国には適用されなかった。 

(3) 海外投資には間接投資と直接投資とがある。直接投資の説明としてもっとも適切なものはどれか。 

Ａ 直接投資とは，外国での企業の設立，外国企業の経営権を獲得することを目的に行われる。 

Ｂ 直接投資とは，外国の製品市場における製品のマーケットシェアの拡大を目的とする投資で

ある。 

Ｃ 直接投資とは，国際間で商取引される特殊な商品だけを直接の投資対象とするものであり，

先物取引がその例である。 

Ｄ 直接投資とは，配当や利子の獲得を目的とする投資であり，外国の社債や株式に対してなさ

れる投資である。 

(4) 国際収支の悪化に対応してケネディ大統領が提唱し，1967年に成立したケネディ＝ラウンドの説

明としてもっとも適切なものはどれか。 
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Ａ 北米のカナダ，アメリカ，メキシコにおける経済ブロック化をすすめ，10～15年以内に関税，

非課税障壁を撤廃することを合意した。 

Ｂ GATTの一括関税引き下げ交渉が進み，全ての工業製品の関税を平均35パーセント引き下げ
ることで合意した。 

Ｃ 鉱工業製品の平均 33 パーセント，農産物の 41 パーセントの関税引き下げが合意された。ま

た，非関税障壁をとりのぞくことも合意された。 

Ｄ GATT非締結国である中国，旧ソ連など，124ヶ国が参加した。先進国の鉱工業製品の平均4
0パーセントの引き下げがなされた。 

(5) 金とドルとの兌換停止に関する事柄の説明としてもっとも適切なものはどれか。 

Ａ ニクソン声明以後，金の裏付けのないドルの価値は完全に失われ，国際通貨としての役割も

終り，国際間の決済手段としても使われなくなった。 

Ｂ ニクソン・ショック後の混乱を収束させるために，1971年12月に各国通貨の平価調整が行わ

れ，金１オンス＝38ドル，１ドル＝308円となった。 

Ｃ 1978年，キングストン体制が確立した。つまり，IMFにおいて最大の割当額をもつ５ヶ国の
蔵相，中央銀行総裁が集まり，為替相場への協調介入を行なう体制が成立した。 

Ｄ 1969年にIMFがつくった SDR(IMFの特別引き出し権)を行使して，国際収支が赤字になっ
た場合でも，外貨準備が豊富な国から外資を引き出す国は皆無となった。 

 

【6】 2005 明治大学 2/10,本学 経営学部  

設問１ ア ブレトン・ウッズ協定 イ 世界銀行 設問２ ① Ｂ ② Ａ ③ Ｃ 

設問３ (1) Ｂ (2) Ｃ (3) Ａ (4) Ｂ (5) Ｂ 

 
【7】 2005 早稲田大学 2/22,本学 商学部  

 国際間の財の取引は貿易とよばれ，外国から財を買うことを輸入，外国に財を売ることを輸出という。

その際，価格は為替レートにもとづいて決定される。自国を日本，外国をアメリカとすると，円のアメ

リカ・ドル(以下ドルとよぶ)に対する為替レートは，通常，「１ドル 120 円」というように，１ドルが

何円と交換されるかを示す外貨通貨建ての交換比率として表される。つまり，通常の財と同様に，ドル

も市場で取引され，為替レートはドルの価格とみなされる。１ドル 120 円から 100 円になれば，円の価

値が上がり，円高になったといい，逆に，120円から140円になれば，円安になったという。 

 (a)ドル市場における，円とドルの為替レート決定メカニズムを考える。ドル需要は，アメリカからの

輸入，アメリカ債券の購入，アメリカに対する直接投資などのために生じ，円高になれば，それらのド

ル建て価格は安くなり，ドル需要は増加する。つまり，ドル市場を縦軸が為替レート(Ｙと表示する)，

横軸が取引額(Ｘと表示する)となる次の図のような平面で表わすと，ドル需要は，右下がりの曲線とし

て表される。逆に，ドル 

供給は円高になれば減少するので，右上がりの曲線として表される。そして，(b)需要と供給の一致する

点がドル市場における均衡となる。この均衡為替レートが変動為替相場制における為替レートとなる。 
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 (c)固定為替相場制では，自国の中央銀行が，マネーサプライをコントロールする際の主要な手段でも

ある Ａ 操作を通じ，あらかじめ決められた為替レート(以下固定レートとよぶ)を維持する。実際の

ドルの価値が固定レートより高い場合，例えば，固定レートが１ドル 120 円なのに，均衡レートが 140

円のときは，ドルの超過需要が発生し，日本銀行(以下日銀)は Ｂ オペを行ない，ドル資産を放出す

る。(d)この状態が長く続くと，日銀のドル資産がなくなるおそれも出てくる。このような場合，日銀に

は，(e)固定レートを１ドル 120 円から 140 円とするか，あるいは，介入を放棄し，変動為替相場制に移

るかの２つの選択肢しかない。 

 第２次大戦後，アメリカを中心とした Ｃ 体制のもと，(f)世界の貿易は固定為替相場制のもとに行

われていた。ドル自体は金と固定されたレートで交換でき，世界経済は金を中心にした固定為替相場制，

つまり，間接的な Ｄ 制のもとにあった。しかしながら，大幅な国際収又支赤字が続き，アメリカは

金との固定レートを維持することができなくなり，変動為替相場制に移行した。(g)その移行直後ドルは

暴落し，日本経済のみならず，世界経済に多大な影響を与えた。これは，当時のアメリカ大統領の名前

から Ｅ ショックとよばれている。 

 為替レートが経済活動にどのように影響を及ぼすか考えてみよう。(h)ある企業が日本からアメリカに

自動車を輸出する場合，アメリカにおける自動車価格は変化しないとすると，円安になれば円建ての売

上額は Ｆ する。このように，変動為替相場制のもとでは，貿易に依存する企業は，将来の収入を確

定できなくなる不安定性，いわゆる「為替のリスク」にさらされることになる。貿易関係が密な近隣諸

国の間で，国境自体をなくすことにより，この為替のリスクを取り除くことができる。最近では，ヨー

ロッパ諸国における経済統合(EU)と共通通貨(ユーロ)の導入がよい例である。(i)現在 EU 加盛国は 25

あり，そのうち，ユーロ導入済みの国は12ある。 

 変動為替相場制においても，日本人は外国に行くと，物が安く感じられることが多い。これは，日本

の物価の方が高く，それが十分に反映されていないためである。本当の通貨の価値(購買力)を表わすレ

ートは，(j)購買力平価による為替レートとよばれている。これは，各国における物価調査にもとづいて

計算されるものであり，例えば，アメリカの方が日本より物価が安いと，購買力平価は円安傾向となる。 

 途上国と日本との間の為替レートは，ドルを媒介にして決定されるのが普通である。例えば，(k)円と

インドの通貨であるルピーとの間の交換比率は，円とドルの為替レートとドルとルピーの為替レートを

もとに計算されている。ほとんどの途上国において，その国の通貨とドルとの間の為替レートは，固定

か変動かにかかわらず，必ず存在している。それは，世界経済においてドルが，事実上唯一の Ｇ 通

貨の役割を果たしてきたためである。 

問１ 文中の空欄 Ａ ～ Ｇ に入る最も適切な語句を所定欄に記入せよ。 

問２ 下線部(a)の為替レート決定メカニズムについて，需要曲線がＹ＝－Ｘ＋300，供給曲線がＹ＝Ｘ

という２式で表わされるものとする。 

(1) 下線部(b)について，変動為替相場制における，均衡為替レートを計算して，解答を所定欄に記

入せよ。 

(2) 下線部(c)について，固定レートが 120 円のとき発生する超過需要または超過供給の額を計算し
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て，解答を以下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) 60 (ﾛ) 80 (ﾊ) 120 (ﾆ) 140 (ﾎ) 160 

問３ 下線部(d)のような事態が 1990 年代後半にアジアのいくつかの国で実際に発生したが，それは何

とよばれるか。以下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) 不況 (ﾛ) 貿易摩擦 (ﾊ) 通貨危機 (ﾆ) エネルギー供給不安 (ﾎ) 環境破壊 

問４ 下線部(e)について，自国通貨の価値を下げるよう，固定レートを変更することを何というか。以

下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) 切り下げ (ﾛ) 切り上げ (ﾊ) 減価 (ﾆ) 増価 (ﾎ) 改定 

問５ 下線部(f)に関して，当時１ドルは何円に固定されていたか。解答を以下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１

つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) 120 (ﾛ) 150 (ﾊ) 280 (ﾆ) 308 (ﾎ) 360 

問６ 下線部(g)に関して，日本経済がドルの暴落により，深刻な影響を受けた理由として最も適切なも

のを(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) 日本経済は貿易にあまり依存せず，構造的に輸入額の方が輸出額より大きいから。 

(ﾛ) 日本経済は貿易にあまり依存せず，構造的に輸出額の方が輸入額より大きいから。 

(ﾊ) 日本経済は貿易に大きく依存し，構造的に輸出額と輸入額は等しいから。 

(ﾆ) 日本経済は貿易に大きく依存し，構造的に輸入額の方が輸出額より大きいから。 

(ﾎ) 日本経済は貿易に大きく依存し，構造的に輸出額の方が輸入額より大きいから。 

問７ 下線部(h)について，この企業が３か月後に売上代金をドルで受け取る予定であり，現在の為替レ

ートは１ドル120円とする。さらに，３か月先に１ドル102円となる確率は１/２で，162円となる確

率も１/２とする。そのとき，３か月後に期待される円建ての売上代金は現在の為替レートと比較して，

何パーセント増加あるいは減少するか。解答を以下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定

欄に記入せよ。 

(ｲ) ０ (ﾛ) 10 (ﾊ) 20 (ﾆ) 30 (ﾎ) 40 

問８ 下線部(i)について，現在EU に加盟し，ユーロを導入していない国はどれか。以下の選択肢(ｲ)
～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) ベルギー (ﾛ) フィンランド (ﾊ) スウェーデン (ﾆ) アイルランド (ﾎ) ギリシャ 

問９ 下線部(j)について，全く同じハンバーガーが，アメリカでは１個0.9ドルで売られており，日本

では 180 円で売られているとする。その場合，ハンバーガーだけで計測した，円のドルに対する購買

力平価による為替レートは何円になるか。解答を以下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所

定欄に記入せよ。 

(ｲ) 90 (ﾛ) 120 (ﾊ) 180 (ﾆ) 200 (ﾎ) 360 

問10 下線部(k)について，円とドルの為替レートが１ドル120円のとき，ルピーとドルの為替レートが

１ドル4800ルピーであるとする。そのとき，ルピーと円の交換比率は１円何ルピーとなるか。解答を

以下の選択肢(ｲ)～(ﾎ)から１つ選び，その記号を所定欄に記入せよ。 

(ｲ) ４ (ﾛ) 40 (ﾊ) 120 (ﾆ) 400 (ﾎ) 4800 

 

【7】 2005 早稲田大学 2/22,本学 商学部  

問１ Ａ 公開市場 Ｂ ドル売り Ｃ IMF[ブレトンウッズ] Ｄ 金本位 Ｅ ニクソン Ｆ 増加 

Ｇ 基軸  問２ (1) １ドル150円 (2) (ｲ) 問３ (ﾊ) 問４ (ｲ) 問５ (ﾎ) 問６ (ﾎ) 

問７ (ﾛ) 問８ (ﾊ) 問９ (ﾆ) 問10 (ﾛ) 


