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【1】2005 東海大学 2/9,本学･地方  

 2004年夏，世界貿易機関(WTO)はジュネーブの会議において新たな交渉の枠組みに関して加盟国間で
合意に達した。なにを交渉の対象にするかということで合意したということで，そこからさまざまなル

ール作りや各分野の関税の削減率などが交渉されるわけである。 

 そもそも歴史的には世界経済における貿易の問題については，それが20世紀前半に1)大きな戦争の一

因になったほどで，その反省から貿易のあり方やルールをめぐって，またそれに伴う決済手段なども含

めて，この戦争後さまざまな試みがなされてきた。まず，貿易に関しては，1947年に国連において( Ａ

 )が成立し，これが国際機関としてのWTOの前身となった。( Ａ )の下で，加盟国は数次にわたっ
て多年度交渉を行ってきたが，これはしばしばラウンドと呼ばれ，なかでも工業製品をはじめ関税の大

幅な一括引き下げが合意された 1960 年代の( Ｂ )や 1970 年代の( Ｃ )が世界貿易に大きな進展を

もたらした。 

 一方，世界経済においては，貿易に伴う決済手段として，あるいは投資に関して通貨が大きな役割を

担う。この面で( Ａ )と並んで，戦後の国際経済秩序の柱の一つになってきたのが( Ｄ )という制

度である。そこでは，金と連動させたアメリカ・ドルを国際経済の基軸通貨として，2)各国の通貨と一定

の交換比率で結ぶ仕組みが決められた。しかし，1960 年代にはアメリカの各国に対する経済援助や軍事

援助あるいはヴェトナム戦争などを通じたドルの放漫な流出と，同時に日本や西ヨーロッパの戦後復興

に伴う相対的な経済力増大とが重なって，各国でドルへの信頼が失われ，この制度が揺らいできた。197

0年代の初めにアメリカが金とドルとの交換の停止を発表した後，3)ドルの切り下げが合意された。さら

に，その後ついに，一定の交換比率の仕組みは廃止され，4)新たな仕組みへの移行がなされた。 

 ところで，こうした新たな仕組みによって本来，各国の貿易の収支は均衡するはずであったが，資本

の大規模な移動や投機に加えて，依然として 5)アメリカの経済情勢が通貨の交換比率に大きな影響を及

ぼした。こうした事態からアメリカで保護主義の主張が出始めたために，1980 年代の半ば，6)先進５カ

国は国際金融市場に介入することを決めた。この取り決めから後，7)ドルの価値は大きく下がったが，そ

れによってアメリカの情勢は必ずしも改善されなかった。 

 貿易をめぐって日本とアメリカはしばしば摩擦を繰り返したが，アメリカは次第に日本の経済構造や

制度に至る変化をも要求するようになった。一方，世界ではアメリカ，日本という大きな経済力に対抗

して，ヨーロッパ諸国が一大経済圏を作るようになった。マーストリヒト条約を経て，8)1993 年には国

家を超えた連合体として発足したのがそれである。 

問１ 文中の下線部1)について，これに関連する以下のア，イの問に答えなさい。 

ア．この戦争は次のうちのどれか。最も適切な語句を次の中から一つ選びなさい。 

１．第一次世界大戦  ２．第二次世界大戦  ３．英仏戦争  ４．30年戦争 

イ．当時の主要国はそれぞれ保護主義的な経済圏を形成したが，この体制を何と呼ぶか。 

問２ 文中の空欄( Ａ )に入る最も適切な語句をアルファベットの略称で示しなさい。 

問３ 文中の空欄( Ｂ )および( Ｃ )に入る最も適切な語句を次の中からそれぞれ一つ選んで，そ

の番号をマークしなさい。 

１．ウルグアイ・ラウンド ２．ニクソン・ラウンド ３．ケネディ・ラウンド ４．東京・ラウンド 

問４ 文中の空欄( Ｄ )に入る最も適切な語句をアルファベットの略称で示しなさい。 

問５ 文中の下線部2)について，これに関連する以下のア，イの問に答えなさい。 

ア．各国の通貨の交換比率をなんと呼ぶか。 

イ．この仕組みを表わす制度の名称を示しなさい。 

問６ 文中の下線部 3)の結果は，その後なんと呼ばれたか。最も適切な語句を次の中から一つ選んで，
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その番号をマークしなさい。 

１．プラザ合意 ２．キングストン合意 ３．ブレトンウッズ協定 ４．スミソニアン体制 

問７ 文中の下線部4)について，この仕組みを表わす名称を示しなさい。 

問８ 文中の下線部 5)について，アメリカの情勢の中でも大きな問題になっていたのは，しばしば「双

子の赤字」と呼ばれるものであったが，次の中からそれら二つに相当するものを一つ選びなさい。 

１．総合収支赤字と経常収支赤字 ２．経常収支赤字と資本収支赤字 

３．資本収支赤字と財政赤字 ４．経常収支赤字と財政赤字 

問９ 文中の下線部6)の決定は通常なんと呼ばれたか。次の中から最も適切なものを選んびなさい。 

１．プラザ合意 ２．キングストン合意 ３．ブレトンウッズ協定 ４．スミソニアン体制 

問10 文中の下線部7)に関連して，通貨間の交換比率と貿易の関係について，いま，円とドルの関係が

１ドル＝125円から１ドル＝100円になったとすると，以下のア，イを正しい文章にするためにカッコ

内の適切な番号を選び，マークしなさい。 

ア．この場合，円の価値はドルに対して(１．上がった ２．下がった)といえる。 

イ．したがって，日本からアメリカへの輸出は(１．しやすくなる ２．しにくくなる)といえる。 

問11 文中の下線部8)について，以下の問に答えなさい。 

ア．この連合体の名称を示しなさい。 

イ．連合体はさらに通貨同盟に進んだが，その結果ここで1999年に発足した単一通貨の名称を示しな

さい。 

 

【1】2005 東海大学 2/9,本学･地方  

問１ ア ２ イ ブロック経済  問２ GATT 問３ Ｂ ３  Ｃ ４  問４ IMF 
問５ ア 外国為替相場 [為替レート] イ 固定為替相場制 問６ ４ 問７ 変動為替相場制 

問８ ４ 問９ １ 問10 ア １ イ ２ 問11 ア EU イ ユーロ [EURO] 
 
【2】2005 同志社大学 2/6,本学･地方 

 発展途上国には，南北問題，食糧問題，( Ａ )問題，累積債務問題など，解決すべき問題がいくつ

も残されている。 

 南北問題とは，先進国と発展途上国との間に経済格差が存在すること，または，その格差にともなう

経済的・社会的問題を指す。南北問題の解決には，発展途上国の経済発展が不可欠である。そこで発展

途上国では，先進国に追いつくために工業化を促進するような政策の採用が求められてきた。第二次世

界大戦後の発展途上国では，議会制民主主義を否定もしくは形式化し，軍事政権などの強力なリーダー

シップによって，工業化促進の政策を推進する体制が見られた。これを，( Ｂ )体制という。しかし，

民主化の波の中でこれらの体制の多くは否定された。 

 食糧問題とは，食糧が不足する傾向にあることを指し，特に発展途上国で生じやすい。食糧問題の原

因には，(a)先進国に比べて発展途上国の人口増加率が高いこと，天候不順や地球環境の変化，( Ｃ )

経済と呼ばれる単一作物に頼る経済体制などがあげられる。人口増加と食糧供給の関係については，す

でに18世紀末，イギリスの経済学者マルサスが，「人口は( Ｄ )に増加するが，それを養う食糧生産

は( Ｅ )にしか増加しない」と述べて，食糧不足発生への警鐘を鳴らしていた。また，上で述べた要

因以外に，発展途上国では，工業化を急ぐあまり農業部門での技術開発が軽視されていることもあげら

れる。農業技術の有効性は，その土地の気候や地勢に大きく影響を受ける。そのため，先進国で開発さ

れた最先端の農業技術を取り入れても，工業技術のように簡単に効果をもたらすとは限らない。 
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 ( Ａ )問題は，発展途上国間での格差拡大や対立問題である。これは，かつて発展途上国であった

東アジアや東南アジアの諸国・地域や中東の産油国などが経済発展に成功したのに対して，中南米やア

フリカの諸国の開発が進まないために発生した。 

 最後の累積債務問題に関しては，1980 年代のメキシコ・ブラジルなどが顕著な例としてあげられる。

このような累積債務問題に対しては，返済期間の繰り延べなどを意味する( Ｆ )や(b)IMF(国際通貨基
金)の緊急融資などが実施されてきた。それにもかかわらず，現在でも多くの発展途上国で累積債務が問

題となっている。 

 これまで述べてきた４つの問題の中で，第二の問題として取り上げた食糧問題がとりわけ深刻である。

なぜなら，食糧問題は，発展途上国において飢餓が頻発するという問題を含んでおり，飢餓は人々の生

命を危険にさらすからである。したがって，(c)基本的人権の観点からも早急に改善されなければならな

い。その一方で先進国においては，食べ残しや過剰生産によって多くの食糧が廃棄されている。食糧だ

けでなく，多くの先進国において有りあまる財やサービスが消費されているのに対して，発展途上国で

は物資が不足し，生活レベルが上昇していない。この問題に対処するために，(d)ODA(政府開発援助)に
よる援助だけでなく，非政府組織といわれる( Ｇ )による民間レベルでの援助活動が行われている。 

〔設問１〕 文中の( Ａ )～( Ｇ )に最も適切な語句を次の語群から１つ選び記入せよ。 

１．東西冷戦 ２．NPT ３．開発独裁 ４．循環的 ５．自由貿易 ６．モノカルチャー 
７．テクノクラシー ８．リスケジューリング ９．算術級数的 10．FAO 11．金本位 12．分散的 

13．リコール 14．リサイクリング 15．ブロック 16．幾何級数的 17．南南 18．資本主義 

19．ILO 20．産業空洞化 21．NGO 22．リストラクチャリング 
〔設問２〕 下線部(a)に関して，第二次世界大戦後に発展途上国で人口爆発が生じた背景の説明として

最も適切なものを，次の１～５のうちから１つ選び，その番号を解答欄に記入せよ。 

１．医療技術の発達などを通じて死亡率が低下したにもかかわらず，出生率が低下しなかったため。 

２．医療技術の発達などを通じて死亡率が低下し，経済発展とともに出生率も低下したため。 

３．医療技術が未発達で乳児死亡率が高かったため。 

４．中国で見られたような「一人っ子政策」が，発展途上諸国で充実したため。 

５．少子化対策のために，政府や自治体が複数の子供を生んだ家庭に奨励金を出したため。 

〔設問４〕 下線部(b)に関する次の文中の( ア )と( イ )に最も適切な語句を，解答欄に記入せよ。 

 1944 年，連合国はアメリカ合衆国の( ア )に集まり，戦後の国際経済体制について話し合った。

その結果，IMF協定によって IMFの設立に合意し，( イ )銀行協定によって，通称「世界銀行」と
いわれる国際機関の設立に合意した。これら２つの協定を合わせて，一般に( ア )協定という。 

〔設問５〕 下線部(b)に関して，IMF 設立時の目的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．戦災国の復興と経済開発 

２．国際収支の赤字国への一時的資金供給と固定相場制の維持 

３．国際的な労働条件の改善 

４．西ヨーロッパの戦後復興をめざしたマーシャルプランの受け入れ 

〔設問６〕 下線部(c)に関して，1948 年の第３回国連総会で採択された基本的人権に関する宣言を何と

いうか。解答欄に漢字で記入せよ。 

〔設問８〕 下線部(d)に関する次の文中の( ウ )～( キ )に最も適切な語句や数字を記入せよ。 

 ODAに代表される経済援助にはさまざまな条件が付されることが多いが，その経済援助のゆるやか
さを指す値を( ウ )という。これが( エ )％以上であればODA として認められ，無償供与相当
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部分(贈与)の場合，( ウ )は( オ )％とされる。 

 ODAは，OECD(経済協力開発機構)内の( カ )で調整が行われており，この( カ )が定めてい

る ODAの援助目標額は，GNP(国民総生産)の( キ )％である。 
 

【2】2005 同志社大学 2/6,本学･地方  

設問１Ａ 17 Ｂ ３ Ｃ ６ Ｄ 16 Ｅ ９ Ｆ ８ Ｇ 21 設問２ １  

設問４ ア ブレトン・ウッズ イ 国際復興開発 設問５ ２ 設問６ 世界人権宣言 

設問８ ウ グラントエレメント エ 25 オ 100 カ 開発援助委員会 [DAC]  キ 0.7 
 
【3】2005 法政大学 2/9,Ａ方式,本学  

 1957年，ヨーロッパでは旧西ドイツ，フランス，イタリア，オランダなど６カ国が (1) を締結し，

これにもとづいて翌年，工業製品の域内関税撤廃や関税同盟の実現，共通農業政策等を目的とした (2)

 が成立した。その後，1967年には (2) や欧州原子力共同体などが合体して， (3) が結成された。

そこにはその後，イギリス，デンマークなど加盟国があい継ぎ，1993 年にはEU(欧州連合)が発足する
こととなる。この EU には，2004 年５月，さらに中東欧諸国を中心に (4) が新たに加盟し， (5)

 体制となり，いわゆる「大欧州」が成立することになった。 

 EUは，1999年１月，単一通貨 (あ) を発足させ，2002年１月には (6) でその流通も始まった。

このように EUは，ヨーロッパにおける地域統合をすすめる過程で，拡大と深化を続けてきた。 
 一方アジアにおいては，1955 年に (7) において (い) 会議が開催された。そこでは独立まもな

いアジア・アフリカの 29 の新興諸国が集まり，主権尊重，内政不干渉などの (8) を新しい国際原理

として採択した。1960 年代前半，政治的独立を達成したアジア諸国は，先進資本主義諸国からの経済援

助をてこに工業化をすすめた。1970年代に入ると発展途上国の中でも，韓国，台湾，香港など，アジア 

(う) と呼ばれる工業化のすすんだ国(地域)があらわれてきた。 

 1980年代中頃から，これらの国(地域)を経済的側面で激しく追い上げてきたのが，1967年に東南アジ

ア５カ国で結成された (え) である。この連合には，1999年に (9) が新たに加盟し，現在では10

カ国で構成されている。これらの国々は 1980 年代中ごろから，日本，アメリカばかりでなく， (う)

 諸国からの直接投資がすすみ，その発展が注目された。またこれらのアジア諸国に加え，日本，アメ

リカ，ニュージーランド，そしてオーストラリアの環太平洋諸国が1989年にキャンベラで閣僚会議を開

き， (お) を創設し，新たな自由貿易地域の結成を目指した。 

 しかし1997年， (10) の金融・通貨不安に端を発する通貨危機は，アジア諸国に波及し，韓国，イ

ンドネシアなども深刻な経済危機に見舞われた。このアジア通貨危機以降， (え) と日本，中国，韓

国の３カ国で，新しいアジア諸国の共同体の骨格を形成していくことが具体的に模索され始めている。 

問１ 文中の空欄(1)～(10)に，最も適切な語句をそれぞれ，ア～オの中から一つ選びマークせよ。 

(1) ア ローマ条約 イ アムステルダム条約 ウ ロンドン条約 エ パリ条約 

 オ マーストリヒト条約 

(2) ア EC(欧州共同体) イ EEC(ヨーロッパ経済共同体) ウ ECU(ヨーロッパ通貨単位) 
エ ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体) オ EFTA(欧州自由貿易連合) 

(3) ア EEA(欧州経済地域) イ ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体) ウ EC(欧州共同体) 
エ EFTA(欧州自由貿易連合) オ EEC(ヨーロッパ経済共同体) 

(4) ア ５カ国 イ ８カ国 ウ ９カ国 エ 10カ国 オ 12カ国 

(5) ア 12カ国 イ 15カ国 ウ 20カ国 エ 25カ国 オ 28カ国 
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(6) ア 10カ国 イ 12カ国 ウ 13カ国 エ 15カ国 オ 18カ国 

(7) ア タ イ  イ ベトナム  ウ カンボジア  エ フィリピン オ インドネシア 

(8) ア 平和５原則 イ 非同盟10原則 ウ 和平８原則 エ 平和10原則 オ 和平７原則 

(9) ア ベトナム イ フィリピン ウ マレーシア エ ミャンマー オ カンボジア 

(10) ア タ イ  イ 中 国  ウ ミャンマー  エ ベトナム  オ 日 本 

問２ 文中の空欄(あ)～(お)に，最も適切な語句をつぎの指示に従って解答欄に記述せよ。 

(あ) アルファベット４字で (い) アジアの都市名 

(う) アルファベット４字で (え) アルファベット５字で (お) アルファベット４字で 

 

【3】2005 法政大学 2/9,Ａ方式,本学  

問１(1) ア (2) イ (3) ウ (4) エ (5) エ (6) イ (7) オ (8) エ (9) オ (10) ア 

問２ (あ) EURO (い) バンドン (う) NIES (え) ASEAN (お) APEC 
 

【4】2005 中央大学 2/13,本学 

 1989 年の「東欧革命」を契機とする旧東側諸国のヨーロッパ回帰は，ヨーロッパ統合に新しい問題を

つけくわえた。それは，1986 年の １ (市場統合)から，1992 年の ２ 条約(欧州連合条約)合意に

向けて深化をすすめていたヨーロッパ統合が，はからずもヨーロッパの西側だけの統合であることを白

日の下にさらし，東側への拡大問題を緊急の課題として浮上させたからである。 

 ユーラシア大陸の最西端に位置する「ヨーロッパ半島」としてヨーロッパを見ると，ヨーロッパの北，

西，南の境界は海によって画定されている。しかし東側だけは，ユーラシア大陸の中央部に向けて開か

れているため， ３ 体制の下では，Ａ「鉄のカーテン」によって画定されているにすぎなかった。198

9 年秋のベルリンの壁崩壊に象徴される ３ 体制の終焉は，1952 年の ４ の発足以来，Ｂほぼ半世

紀にわたってヨーロッパ統合をすすめてきた西ヨーロッパにとっても，東方への拡大という未曾有の難

問に直面することを意味した。 

 さらに，Ｃ1990年のドイツ統一，Ｄ1991年のソ連解体，Ｅ1992年のユーゴスラヴィア解体から内戦へと

いう一連の出来事は，統合ヨーロッパをめぐる地政学上の巨大な変化をもたらした。とりわけ人口 8000

万人を超える統一ドイツの登場は，西ドイツと ５ とで構成される「枢軸」を中心に統合をすすめて

きた EUの力の重心が，東に大きくシフトすることを意味した。ナチス・ドイツ時代の過去の反省から，
政治的なリーダーシップを ５ に委ね，黒衣に徹してきた西ドイツとは異なり，統一ドイツは東方へ

の拡大を積極的に推進しているからである。 

 このEUの東方拡大は，中欧諸国を先頭にバルト３国，バルカン諸国，ＦCIS諸国への拡大が想定され
ている。この場合の中欧諸国とは「ヴィシェグラード諸国」と呼ばれるポーランド，チェコ， ６ ，

ハンガリーの４カ国を指す。こうして東方への拡大をすすめる EU は，その内部に「繁栄し安定するヨ
ーロッパ(西ヨーロッパ)」を中心とした旧来のヨーロッパ・イメージと，ドイツを中心に東方拡大をす

すめる新しいヨーロッパ・イメージとの間に位置する，複数の競合するヨーロッパ像を含みこんでいる。 

 Ｇ通貨統合によって中・東欧地域への統一ドイツの経済的影響力が急速に強まっていくなかで，中欧諸

国は地域協力を図りながら，2004年５月にEU加盟を実現した。中欧諸国を含むＨ ７ カ国が新たに E
Uに加盟し，「大欧州」が誕生したのは，まだ記憶に新しいところである。 
問１ 文中の空欄(１～７)を埋めるのに最も適切な語句または数値を下から１つずつ選びなさい。 

１ ａ．関税同盟 ｂ．ロメ協定 ｃ．単一欧州議定書 ｄ．欧州経済地域(EEA) ｅ．共同フロート 
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２ ａ．ローマ ｂ．パリ ｃ．アムステルダム ｄ．マーストリヒト ｅ．ニース 

３ ａ．ヤルタ ｂ．ポツダム ｃ．ロカルノ ｄ．ウェストファリア ｅ．ベルサイユ 

４ ａ．欧州原子力共同体(EURATOM) ｂ．欧州通貨制度(EMS) ｃ．欧州経済共同体(EEC) 
ｄ．欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC) ｅ．欧州自由貿易連合(EFTA) 

５ ａ．フランス ｂ．イタリア ｃ．オランダ ｄ．ベルギー ｅ．ルクセンブルク 

６ ａ．クロアチア ｂ．スロベニア ｃ．マケドニア ｄ．リトアニア ｅ．スロバキア 

７ ａ．10 ｂ．11 ｃ．12 ｄ．13 ｅ．14 

問２ 下線部Ａに関して，チャーチル元英首相は第２次世界大戦直後の演説で「バルト海のシチェチン

から   のトリエステまで，欧州大陸を縦断して『鉄のカーテン』が下りている」と述べ，冷戦の

到来を指摘した。この空欄にあてはまるものを次から１つ選びなさい。 

ａ．アドリア海 ｂ．エーゲ海 ｃ．黒海 ｄ．地中海  ｅ．イオニア海 

問３ 下線部Ｂに関して，ヨーロッパ統合に関する次の説明のうち，誤っているものを１つ選びなさい。 

ａ．1967 年の併合条約により，EURATOM・ECSC・EEC の３機関がまとめられ EC(欧州共同
体)となった。 

ｂ．1973 年の第１次拡大によりイギリス・ノルウェー・デンマークが新たに加盟し，EC(欧州共
同体)は９カ国となった。 

ｃ．1981年の第２次拡大，1986年の第３次拡大により，ギリシャ・スペイン・ポルトガルが新た

に EC(欧州共同体)に加盟した。 
ｄ．1993 年に通貨・外交・安全保障政策の共通化および司法・内務協力をめざすEU(欧州連合)
がスタートした。 

ｅ．1995年の第４次拡大によりオーストリア・フィンランド・スウェーデンが新たにEU(欧州連
合)に加盟した。 

問４ 下線部Ｃに関して，ドイツ統一を実現した西ドイツ首相の名として正しいものを選びなさい。 

ａ．シュミット ｂ．モドロウ ｃ．ヴァイツゼッカー ｄ．シュレーダー ｅ．コール 

問５ 下線部Ｄに関して，ソ連解体によって解散された経済相互援助会議(COMECON)に加盟していな
かった国を，次から１つ選びなさい。 

ａ．アルバニア ｂ．ブルガリア ｃ．モンゴル ｄ．キューバ ｅ．ベトナム 

問６ 下線部Ｅに関して，ボスニア＝ヘルツェゴビナ紛争の当事者を，次から３つ選びなさい。 

ａ．マケドニア正教のマケドニア人 ｂ．カトリックのクロアチア人 

ｃ．ムスリム(イスラム教徒)勢力 ｄ．セルビア正教のモンテネグロ人 ｅ．セルビア正教のセルビア人 

問７ 下線部Ｆに関して，1991 年に創設された独立国家共同体(CIS)は旧ソ連の共和国によって形成さ
れた国家連合であるが，1993年に遅れて加盟した国を，次から１つ選びなさい。 

ａ．ウクライナ ｂ．ベラルーシ ｃ．ラトビア ｄ．モルドバ ｅ．グルジア 

問８ 下線部Ｇに関して，通貨統合に関する次の説明のうち，誤っているものを１つ選びなさい。 

ａ．1979年に欧州通貨制度(EMS)が発足した。 
ｂ．1992年の欧州通貨危機により，イタリアが欧州通貨制度(EMS)の為替相場メカニズムを離脱した。 
ｃ．1998年に欧州中央銀行(ECB)が発足，本部がロンドンに置かれた。 
ｄ．1999年に単一通貨「ユーロ」が導入され，欧州通貨同盟がスタートした。 

ｅ．2002年にEU15カ国のうち12カ国で「ユーロ」紙幣・硬貨が流通しはじめた。 
問９ 下線部Ｈに関して，加盟申請をしていながら今回認められなかった国を，次から１つ選びなさい。 

ａ．エストニア ｂ．スロベニア ｃ．トルコ ｄ．マルタ  ｅ．キプロス 
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【4】2005 中央大学 2/13,本学  

問１ １ ｃ ２ ｄ ３ ａ ４ ｅ ５ ａ ６ ｅ ７ ａ  

問２ ａ 問３ ｂ 問４ ｄ 問５ ａ 問６ ｂ，ｃ，ｅ 問７ ｅ 問８ ｃ 問９ ｃ 

 
【5】2005 早稲田大学 2/19,本学 教育学部(教育学科/国語国文学科/英語英文学科/社会学科)  

 2004年５月１日，欧州連合(EU)に中東欧などの( イ )ヵ国が正式加盟し，計( ロ )ヵ国からなる
新たな体制がスタートした。第二次世界大戦の惨禍に直面した欧州６ヵ国が戦後，重要資源を共同管理

する機関として設立した( ハ )から始まった「欧州統合」は，1999 年の単一通貨ユーロ導入に続く，

今回の中東欧諸国などの加盟によって，あらたな課題を背負うことになった。今回の加盟によって EU
内部により大きな経済格差，所得格差が生まれた。すでに加盟していた諸国の人々の不満や不安の高ま

りにどう対処するかという課題がある。また，2004年６月にはEU の行政執行機関である( ニ )の長
に，当時( Ａ )の首相を務めていたバローゾが全会一致で選出された。しかし，欧州連合の憲法をめ

ぐる議論をはじめとして，拡大した欧州連合が合意による意思決定をはかるにはさまざまな試練が待ち

受けている。憲法批准は，各国の議会による決定か国民投票によって行われる。憲法発効には( Ｘ )

の批准が必要とされており，加盟国が批准投票で憲法案を否決した場合には，大きな混乱が予想される。

理事会の意思決定手続きなど機構改革にかんする事項を定めた( ホ )が 2001 年に調印されたものの，

( Ｂ )では最初の国民投票で否決され，再度の投票で可決された。このような経緯を経て，2002 年に

ようやく全加盟国の批准が終了したことは，合意による意思決定の困難さを物語っている。さらに，拡

大欧州がアメリカとの関係をいかに構築していくのかという課題もある。この問題は，イラク攻撃の正

当性をめぐる国連安全保障理事会の議論の過程で，常任理事国の( Ｃ )がアメリカの主張に反対した

ことで一気に表面化した。イラク戦争の開戦時には，イギリスとイタリアなどがアメリカを支持して有

志連合に参加し，( Ｃ )をはじめとする非参加国との間に大きな対立が生まれた。2004 年４月には，

それまで有志連合に参加していた( Ｄ )の総選挙でイラクからの軍の早期撤退を主張した社会労働党

が勝利し，誕生したサパテロ政権はこれを実際に実行した。アメリカの外交政策をめぐる欧州内部の対

立関係はいまだに続いており，欧州連合はいま共通の外交・防衛政策をどう構築するのかという大きな

課題に直面している。 

 (1) 空欄( イ )( ロ )には数字を，( ハ )( ニ )( ホ )には当てはまる語句を記しなさい。 

 (2) 2004 年５月１日に加盟した国の中で，旧ソ連に属していたバルト３国と中東欧の旧社会主義国以

外の２つの国名を答えなさい。 

 (3) ( Ｘ )に当てはまる語句を，次の中から選び，解答欄に記号で答えなさい。 

ａ 加盟国の過半数 ｂ 加盟国の３分の２以上 ｃ 加盟国の４分の３以上 ｄ 全加盟国 

 (4) ( Ａ )( Ｂ )( Ｃ )( Ｄ )に当てはまる国名を，解答欄に記しなさい。 

【5】2005 早稲田大学 2/19,本学 教育学部(教育学科/国語国文学科/英語英文学科/社会学科)  

(1)イ 10 ロ 25 ハ ECSC[欧州石炭鉄鋼共同体] ニ 欧州委員会 ホ ニース条約 
(2) キプロス，マルタ (3) ｄ (4) Ａ ポルトガル Ｂ アイルランド Ｃ フランス 

Ｄ スペイン 

 

【6】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，
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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

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
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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。 

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。 

 

【6】2006 関西大学 2/2,Ａ日程,３教科型,本学･地方  

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 
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【7】2007 関東学院大学 2/7,前期日程(Ａ方式) 経済 人間環境 文 法  

  (31) ，発展途上国の要求により(36)国連貿易開発会議(UNCTAD)が設立された。発展途上国は先進国
からの GNP 比 (32) の援助などを要求した。また，(37)資源ナショナリズムも勢いをました。第四次中

東戦争勃発にともなう (33) の石油輸出国機構( (34) )による石油価格の大幅引き上げは，その動きが

具体化したものである。その後さらに，国連資源特別総会で先進国中心の戦後国際経済秩序にかわる新

国際経済秩序( (35) )樹立宣言が(38)採択された。 

 だが，国家間の関係は複雑化し，南南問題と呼ばれる問題が発生した。たとえば，石油危機以降，発

展途上国の中でも，石油輸出国機構加盟国をはじめとする資源をもつ国と，資源に乏しく開発が遅れて

いる国とで格差が広がった。さらには，積極的に先進諸国の直接投資を受け入れて，経済発展を遂げる

ことができた新興工業経済群や(39)ASEAN及び中国と，そうでない国との間でも格差が広がった。 
 そのため，発展途上国の中での経済格差を解決するために，先進国による(40)経済協力に加えて，新た

な国際協力(南南協力)が進められている。しかし，グローバリゼーションが進む中で，開発が遅れてい

る発展途上国がいかに経済発展を遂げるかが今後の課題である。 

問１ 文中の空欄 (31) ～ (35) に入る適切な語句を次の中から一つ選び，その番号を解答欄(31)～(3

5)にマークせよ。 

 (31)  １ 1960年 ２ 1961年 ３ 1962年 ４ 1963年  ５ 1964年 

 (32)  １ １％ ２ ２％ ３ ３％ ４ ４％    ５ ５％ 

 (33)  １ 1970年 ２ 1971年 ３ 1972年 ４ 1973年  ５ 1974年 

 (34)  １ OSCE ２ OEEC ３ OECD ４ OAPEC  ５ OPEC 
 (35)  １ NIEO ２ NIES ３ NATO ４ NIRA   ５ NAFTA 
問２ 文中の下線部(36)について記述した文章のうち，誤っているものを次の中から一つ選び，その番

号を解答欄(36)にマークせよ。 

１ 一次産品価格の安定を要求した。 ２ 途上国工業製品に対する関税の撤廃を要求した。 

３ 南北問題を検討した。           ４ 西側諸国に対する武器の輸出を制限した。 

５ 国連総会で設立された。 

問３ 文中の下線部(37)について記述した文章のうち，正しいものを次の中から一つ選び，その番号を

解答欄(37)にマークせよ。 

１ 民族の独立と統一を重視する考え方。 

２ 国家の軍事拡大を維持しようとする考え方。 

３ 天然資源を自国の主権下におこうとする考え方。 

４ 近代化政策や西欧化に反対する，復古主義的な考え方。 

５ 国の富は輸出入の差額によって得られるとする考え方。 

問４ 文中の下線部(38)において採択された宣言について記述した文章のうち，誤っているものを次の

中から一つ選び，その番号を解答欄(38)にマークせよ。 

１ 天然資源に対する保有国の恒久主権を要求した。 

２ 国際経済の秩序を先進国に有利に導くのが主目的だった。 

３ 多国籍企業に対する規制や監視を要求した。 

４ この宣言は投票なしに採択された。  ５ 一次産品の価格保証などの実現を要求した。 

問５ 文中の下線部(39)の組織が1967年に発足した当時に加盟していなかった国を，次の中から１つ選

び，その番号を解答欄(39)にマークせよ。 

１ ベトナム ２ フィリピン ３ タイ  ４ マレーシア  ５ インドネシア 
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問６ 文中の下線部(40)を実施する方法の一つに政府開発援助(ODA)がある。ODA の特徴について記
述した文章のうち，誤っているものを次の中から一つ選び，その番号を解答欄(40)にマークせよ。 

１ 発展途上国に対して先進国の政府が行う経済援助である。 

２ 民間の経済援助より金利面などで条件がよい場合が多く，受け入れ側に歓迎される。 

３ 発展途上国は先進国に対して，援助額をGNPの0.7％にするよう求めている。 
４ ODAには贈与と国際金融機関への出資などがある。 
５ ODAはグラント・エレメントが35％以上でなければならない。 

 

【7】2007 関東学院大学 2/7,前期日程(Ａ方式) 経済 人間環境 文 法  

問１ (31) ５ (32) １ (33) ４ (34) ５  (35) １  問２ ４ 問３ ３ 問４ ２ 

問５ １  問６ ５ 

 
【8】2005 専修大学 2/10,一般前期,本学･地方  

 現在では国際貿易や国際金融の自由化が進展し，国際経済が一体化しつつある。このことを 22 と

も呼んでいる。その一方で，２ヵ国以上の特定国が地域協定を結び，当該国間の貿易や資本取引の障壁

を取り除き，自由化を図る動きが強まっている。こうした動向を国際経済におけるリージョナリゼーシ

ョンと呼んでいる。 

 このリージョナリゼーションの形態には加盟国間の関税を引き下げる，ないし撤廃する自由貿易協定，

加盟国相互間の関税を引き下げ，ないし撤廃し，域外に対しては共通関税を課す Ａ ，さらには加盟

国間で生産要素の移動も認める共同市場，共通経済政策の実施にまで及ぶ経済統合などがある。現実の

諸協定にはこれらの形態が混在している。第二次世界大戦後の国際貿易協定となったGATT(関税と貿易
に関する一般協定)の第24条も，条件付きながら自由貿易協定や Ａ を認めている。 

 1957年に結ばれたローマ条約に基づいてEEC(ヨーロッパ経済共同体)が成立した。この設立時の加盟
国は西ドイツ，フランス，イタリア，ベルギー，オランダ， 23 の６ヵ国であった。1967 年にはEE
C，ユーラトム，ECSC(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体)が統合されてEC(ヨーロッパ共同体)となった。19
70～80年代にEC経済は低迷したが，それを克服すべく経済統合が図られていった。 
  24 年にはEU(ヨーロッパ連合)が設立され，経済・政治統合が一段と進展した。EU は 1994 年に
EFTA(ヨーロッパ自由貿易連合)との間で 25 を成立させ，地域協定の範囲を一挙に拡大した。1995

年には EU の加盟国数も15ヵ国になった。2000年12月にはEU の基本法であるアムステルダム条約が
改定されて新 EU 基本法(ニース条約)が結ばれ，2004年５月にはマルタと 26 が加盟し，EU の加盟
国は25ヵ国になった。ヨーロッパでのこうした巨大な統合体の形成は世界各地でリージョナリゼーショ

ンを活性化させる一大要因となる。 

 1986～93 年にアメリカ主導で多角的国際貿易交渉であるウルグアイ・ラウンドが開催された。この交

渉では鉱工業品関税の引き下げのみならず，非関税障壁の引き下げ， 27 貿易の部分自由化(関税化)，

サービス貿易の自由化，知的所有権の保護などで最終的には一定の成果を出すことができた。しかし，

この交渉参加国は105ヵ国にも及び，討議は難航し，多角的貿易交渉の困難性も露呈された。 

 ヨーロッパでの巨大な経済・政治統合の出現，ウルグアイ・ラウンド交渉の難航などを背景に，アメ

リカは 1989 年にカナダと自由貿易協定を締結し，1992 年には Ｂ も加えた３ヵ国で Ｃ を締結し

た。この協定には難航したウルグアイ・ラウンドでの交渉課題が多く含まれており，アメリカが求めた

自由化が地域限定的に実現されている。しかし，自動車と繊維製品の貿易に関してはローカル・コンテ

ンツ条項が入っており，保護主義的性格も帯びている。 
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 新興市場諸国は外国から選択的に直接投資を受け入れて不足している 28 や技術を取り入れ，輸出

志向型経済成長を遂げた。こうして，これら新興市場諸国や発展途上国間でも域内市場を拡大し，自由

化を促進して対内投資を促し，輸出志向型経済成長を維持すべく，リージョナリゼーションが進展して

いる。たとえば， Ｄ 諸国は1992年にAFTA を創設することで合意に達した。 29 ，アルゼンチ

ン，ウルグアイ，パラグアイの４ヵ国は1995年に 30 を成立させている。 

〔設問１〕 本文中の空欄 22 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① ディスインテグレーション ② グローバリゼーション ③ ディレギュレーション 

④ アンバンドリング 

〔設問２〕 本文中の空欄 23 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① スウェーデン ② デンマーク ③ オーストリア ④ ルクセンブルク 

〔設問３〕 本文中の空欄 24 に入る最も適切な数字を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① 1987 ② 1989 ③ 1991 ④ 1993 

〔設問４〕 本文中の空欄 25 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① EAEC ② EEA ③ OEEC ④ NATO 
〔設問５〕 本文中の空欄 26 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① 北アフリカ諸国 ② ロシア ③ ウクライナ ④ 中・東欧諸国 

〔設問６〕 本文中の空欄 27 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① 農産物 ② 天然資源 ③ 兵器 ④ 水産物 

〔設問７〕 本文中の空欄 28 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① 資源 ② 資本 ③ 原料 ④ 燃料 

〔設問８〕 本文中の空欄 29 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びなさい。 

① チリ ② エクアドル ③ キューバ ④ ブラジル 

〔設問９〕 本文中の空欄 30 に入る最も適切な語句を，次の①～④の中から一つ選びしなさい。 

① ALADI  ② MERCOSUR  ③ LAS  ④ OAU 
〔設問10〕 本文中の空欄 Ａ に入る最も適切な語句を， 87 の解答欄に記入しなさい。 

 

〔設問11〕 本文中の空欄 Ｂ に入る最も適切な語句を， 88 の解答欄にで記入しなさい。 

〔設問12〕 本文中の空欄 Ｃ に入る最も適切な語句を， 89 の解答欄にで記入しなさい。 

〔設問13〕 本文中の空欄 Ｄ に入る最も適切な語句を， 90 の解答欄にで記入しなさい。 

 

【8】2005 専修大学 2/10,一般前期,本学･地方  

〔設問１〕 ② 〔設問２〕 ④ 〔設問３〕 ④ 〔設問４〕② 〔設問５〕 ④ 〔設問６〕 ① 

〔設問７〕 ② 〔設問８〕 ④ 〔設問９〕 ② 〔設問10〕 関税同盟  

〔設問11〕 メキシコ  〔設問12〕 NAFTA 〔設問13〕 ASEAN 
 
 
 


