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【1】2011 青山学院大学 2/18,個別学部日程(Ａ方式) 国際政治経済  

問 1 下の文中の (a) から (o) に入るもっとも適切なものを下の選択肢から 1 つ選び，その記号をマー

クしなさい。解答は解答用紙(その 1)を使用しなさい。 
  (a) 年代半ばより， (b) を越えた世界の密接な連関のネットワークたる， (c) の波が始まり，

今やそれは押しとどめることが出来ないほど，世界に広がっている。 
 他方，これと密接に連動しながら， (d) の動きが加速している。マーストリヒト条約以降最もこの動

きを急速に進めてきたのが (e) であり，それは 2007 年の世界銀行統計で， (f) カ国，GDP (g) 兆

ドル，人口 (h) 億人の大市場として実現している。 
 この間，自由貿易を促進するために，東アジアでも，自由貿易協定や (i) が進み，ヨーロッパでは 19
79 年に (j) が発足し，1999 年には (k) がスタートした。アジアでも為替レベルでの地域通貨の検討

が始められている。 
  (b) を越えた動きは，私たちの社会においても， (l) を生み出している。その数は，世界で現在 2
億人近く，その半数は， (m) であり，その多くは，サービス業についている。 
 こうした中で，世紀転換期前後から，これに対するゆり戻しとしての (n) も，世界で勃興してきた。

アメリカや欧州においても，経済状況の深刻化と (o) の増大に不満を持つ若者や労働者の間に， (l) 排

斥の動きが広がってきた。 
[1] アキュ [2] アジア太平洋経済協力(APEC) [3] 移民 [4] エキュ  

[5] 欧州経済地域(EEA) [6] 子供 [7] 核実験 [8] 欧州通貨制度(EMS)  

[9] 欧州連合(EU) [10] 経済摩擦 [11] グローバリゼーション [12] 女性 [13] 国境 

[14] 欧州中央銀行(ECB) [15] 酸性雨 [16] 失業 [17] 経済連携協定(EPA)  

[18] 人口爆発 [19] 森林破壊 [20] 戦略兵器制限交渉(SALT) [21] 地域主義  

[22] 拡大 [23] 内戦 [24] ナショナリズム [25] 難民 [26] NIES [27] 民主化  

[28] ユーロ [29] リストラクチャリング [30] 労働者 [31] 2.5 [32] 5 [33] 12.3

[34] 16.8 [35] 20 [36] 27 [37] 1970 [38] 1990 [39] 2000 

問 2  (c) について下の文中の (1) から (4) に適切な語句を記入しなさい。 
 これは， (1) を直接の原因として， (2) ，エネルギー問題に関する世界の強い危機感から始まった。

その後国家を超えた (3) の展開により，経済問題のレベルに広がり，さらに，冷戦終焉前後からの衛星

放送を中心とする (4) 化の波の拡大の結果，現在に至る世界に広がるネットワーク型の発展を遂げるこ

とになる。 
 

【2】2011 学習院大学 2/9 文  

 次の文章を読んで，設問に答えなさい。 
 世界恐慌の際に列強が排他的なブロック経済圏の構築に走ったことが第二次世界大戦を引き起こす一つの

大きな要因となった。この反省に立ち，米国が中心となって自由な国際経済秩序への復帰が図られた。早くも

1944 年には連合国 44 カ国の代表が集まり米国で A 会議が開催され，そこで結ばれた A 協定に基づき

戦後まもなく IMF が設立された。IMF は金ドル本位制に基づき為替相場の安定化を図り①，また経常的支払

いに対する為替制限を禁止することにより，貿易の発展に寄与しようとした。貿易に関しては，1948 年に自

由，無差別，多角を原則とする GATT②が発足した。GATT 体制下でラウンド交渉が繰り返され，次第に貿易

障壁の撤廃が進んでいった。 
 このように自由な国際経済秩序が構築されていったものの，1960 年代に入ると，米国の対外援助や軍事支

出の増大，民間直接投資の増大によりドルは過剰供給状態に陥り，いわゆるドル危機が発生するようになる。
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さらに，米国の貿易収支も次第に悪化し，1971 年には 1893 年以来はじめて赤字となった。このようななか，

ニクソン米国大統領は 1971 年に新経済政策を発表③し，世界に衝撃を与えた。同年， B 協定により，ド

ルの切り下げが行われたものの，1973 年には主要国は変動為替相場に移行し，IMF は主要国の為替相場を安

定化させる役割を失って行った④。 
 米国の貿易赤字は 1970 年代後半になると急激に拡大するようになり，米国は次第に保護主義的な傾向を強

めていった。特に日本との間で激しい貿易摩擦が発生⑤し，二国間交渉により様々な製品に GATT の理念に反

する輸出自主規制措置が導入され，GATT の形骸化が進んでいった。しかしながら，GATT は発足時の役割

を失うことはなく，1986 年に始まったウルグアイラウンド交渉を経て，1995 年には WTO へと発展していっ

た⑥。WTO は発足後も貿易のさらなる自由化を求めて 2002 年に C ラウンド交渉を開始したが，加盟国の

利害が鋭く対立し，交渉は難航している。 
問 1 文中の空欄 A ～ C にあてはまる語句をそれぞれカタカナで解答用紙に記入しなさい。なお，同

一記号には同一語句が入る。〔解答用紙記述〕 
問 2 下線部①に関連して，適切でない内容を含むものを，以下の a～e から 1 つ選び，解答欄にマークしな

さい。〔解答用紙マーク〕 
a 新たに発足した IMF では，金 1 オンス＝35 ドルの金平価が採用され，ドルを保有する個人は米国

通貨当局にて金に交換することができた。 
b 新たに発足した IMF では，為替相場の安定のために外国証券への投資や外国銀行への預金などの

国際資本移動の規制が認められていた。 
c 新たに発足した IMF では，一時的な国際収支の不均衡により外貨準備が逼迫した国に対して，短期

の融資が提供された。 
d 新たに発足した IMF では，米国以外の加盟国は金準備の不足のため金平価ではなくドル平価を採

用した。 
e 新たに発足した IMF では，固定相場制が採用され，加盟国は平価の上下 1％以内に為替相場の変動

を抑える義務を負った。 
問 3 下線部②に記されている GATT の無差別の原則に関連して，以下の文章の空欄 D ， E にあては

まる語句を，それぞれ漢字 5 字で解答用紙に記入しなさい。〔解答用紙記述〕 
 GATT における無差別の原則とは，具体的には D と無条件の E の適用を意味する。 D とは，輸

入品に対して同種の国内産品に対するものと同じ条件を内国税や国内規制措置などについて与えることを指

す。無条件の E とは，ある特定の加盟国との間で結ばれた関税の引き下げ措置は他のすべての加盟国にも

無条件で適用されるとするものである。 
問 4 下線部③で述べられている新経済政策に関する記述として適切なものを，以下の a～f から 2 つ選び，

解答欄にマークしなさい。3 つ以上記入した場合は 0 点とする。〔解答用紙マーク〕 
a 新経済政策で，発展途上国に対する開発援助予算の 50％削減が発表された。 
b 新経済政策で，金とドルの交換を一時的に停止することが発表された。 
c 新経済政策で，工業製品に対する 40％の関税率の引き上げが発表された。 
d 新経済政策で，対米貿易黒字国に対して輸入数量制限措置をとることが発表された。 
e 新経済政策で，輸入品に対して 10％の輸入課徴金を課すことが発表された。 
f 新経済政策で，公定歩合の大幅な引き上げが発表された。 

問 5 下線部④に関連して，1976 年に F で開催された IMF 暫定委員会にて F 合意が結ばれ，変動為

替相場への移行が正式に承認された。 
 空欄 F にあてはまる語句を解答用紙に記入しなさい。〔解答用紙記述〕 
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問 6 下線部⑤に関連して，次の記述のなかの空欄 G ～ L にあてはまる語句を以下の a～y からそれ

ぞれ 1 つずつ選び，解答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 
 1980 年代に入ると日本市場の閉鎖性と対日輸出拡大に米国の強い関心が集まるようになった。例えば，1
986 年には日米 G 協定が締結され，輸出自主規制にとどまらず輸入自主拡大措置まで盛り込まれた。同

年，中曽根康弘首相の私的諮問機関により H レポートが発表され，内需拡大と規制緩和の方針が示され

た。1988 年には，日本政府は国内農家の反対にもかかわらず米国の要求に応じてオレンジと I の輸入

自由化を受け入れたが，同年米国議会では包括通商競争力法が採択され，日本は同法に盛り込まれた J 
条による市場開放圧力にさらされるようになった。日本政府は，日本の閉鎖的な流通制度がアメリカ製品の

輸出を阻んでいるという批判にも応え， K による規制を順次緩和，廃止していった。その結果， L 
などの外資系大型小売店の日本進出が増加していった。 

a 小麦 b 大規模小売店舗法 c スーパー310 d 鉄鋼 e 平岩 f K マート  

g スーパー301 h 前川 i 独占禁止法 j 半導体 k レモン l 310 m 豊田 n 301 

o トイザらス p 牛肉 q 繊維 r 大規模小売店舗立地法 s セブンイレブン  

t 反トラスト法 u リンゴ v 福井 w イオン x 自動車 y 豚肉  

問 7 下線部⑥で述べられている WTO に関する説明として適切なものを，以下の a～g から 3 つ選び，解答

欄にマークしなさい。4 つ以上記入した場合は 0 点とする。〔解答用紙マーク〕 
a WTO では，繊維製品については輸出自主規制措置が認められた。 
b WTO では，金融，保険などのサービス分野の貿易も自由化の対象とされた。 
c WTO では，野菜，穀物，乳製品などの農産品の関税化は見送られた。 
d WTO では，知的所有権に対する保護規定が設けられた。 
e WTO では，遺伝子改変作物に対する輸入制限措置が禁止された。 
f WTO では，紛争処理手続きにネガティブコンセンサス方式が導入された。 
g WTO では，輸入の急増に対するセーフガード措置の発動が禁止された。 
 

【3】2010 関西大学 2/2,学部個別日程(３教科型) 経済 人間健康 文 法  

 1929 年，アメリカ合衆国(以下，米国と表記する)ニューヨークの( 1 )にあるニューヨーク株式市場で生

じた株価の大暴落に端を発した大恐慌は世界中に波及していった。1931 年，日本とイギリスは( 2 )制度を

停止した。1933 年，米国においてローズベルト大統領が恐慌対策としていわゆるニューディール政策を実施

した。ドイツ，イタリア，日本は市場を求めて植民地の拡大を図った。世界経済は保護主義的な貿易政策によ

り国際貿易の収縮が生じ，それは第二次世界大戦の一因ともなった。 
 第二次世界大戦の結末が見えた 1944 年，戦後の国際貿易の拡大を目的とした国際通貨金融体制を構築する

ために，米国に連合国 44 カ国の首脳が集まり国際通貨基金協定と( 3 )協定に合意した。この体制は，( 4
 )体制とも呼ばれ，①金との交換を保証した米ドルを基軸通貨とする固定為替相場制であった。しかしその後

米国は，対外援助資金の供給，民間資本の流出および②軍事支出の増大などにより国際収支の赤字が続き，金

が流出し米ドル不安が深刻となった。 
 1971 年 8 月，米国の( 5 )大統領は金と米ドルとの交換を停止し，世界各国の経済が混乱に陥った。197
1 年 12 月，( 6 )協定により③米国は米ドルを切り下げ，一度は固定為替相場の維持が図られたが長続きせ

ず，1973 年，各国は固定為替相場制から変動為替相場制に移行した。その後，④国際通貨基金は 1976 年，変

動為替相場制を承認し金の公定価格を廃止した。 
問(A) 文中( 1 )～( 6 )に入れるのに最も適当な語句を下記の語群から選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) シティー (ｲ) ブロードウェー (ｳ) タイムズ・スクエア (ｴ) ウォール・ストリート 
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(ｵ) ニクソン (ｶ) ジョンソン (ｷ) 国際決済銀行 (ｸ) 金本位 (ｹ) 国際復興開発銀行 

(ｺ) 管理通貨 (ｻ) レッセ・フェール (ｼ) トラスト (ｽ) ブレトン・ウッズ  

(ｾ) ケネディ・ラウンド (ｿ) スミソニアン 

問(B) 下線部①に関して，金1オンスを何米ドルで交換することを保証したのか。次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，

その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 32 (ｲ) 34 (ｳ) 35 (ｴ) 37 

問(C) 下線部②に関して，1960 年代に米国が介入し，国際収支の赤字を拡大させた戦争を次の(ｱ)～(ｴ)から

一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 朝鮮戦争 (ｲ) ベトナム戦争 (ｳ) イラン・イラク戦争 (ｴ) 第四次中東戦争 

問(D) 下線部③に関して，金 1 オンスを何米ドルに切り下げたのか。次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号を

マークしなさい。 
(ｱ) 26 (ｲ) 30 (ｳ) 34 (ｴ) 38 

問(E) 下線部④に関して，その合意が行われ 1978 年からとられた新国際通貨体制名を次の(ｱ)～(ｴ)から一つ

選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) キングストン (ｲ) ルーブル (ｳ) プラザ (ｴ) ウルグアイ・ラウンド 

 

【4】2010 関西大学 2/7,全学部日程(３教科型)  

 1930 年代の世界的な不況において，各国は為替の切り下げで輸出を増大させようとする一方，輸入品に高

率の関税をかけて輸入を抑えようとした。さらに，主要国は( 1 )を形成し，他地域との貿易や資本の移動

を制限した。その結果，世界の貿易量は大幅に縮小し，世界不況はますます悪化していった。このような保護

主義の高まりは，第二次世界大戦を招く一因になったとされている。 
 その反省を踏まえ，戦争の大勢が決した頃から，戦後の国際経済体制が検討されるようになった。1944 年

7 月には，連合国 44 カ国の代表がアメリカ合衆国に集まって，IMF と IBRD の設立を決めた。ただし，貿易

の自由化・安定化を目的とする国際貿易機関の設立は失敗に終わった。代わりに，関税と貿易に関する一般協

定(GATT)が 1947 年に締結され，1948 年に発効した。 
 GATT の原則は，①比較生産費説に基づいた②自由競争を前提とし，輸入数量制限などの( 2 )を取り除き，

加盟国間は③最恵国待遇とするというものであった。GATT 体制下では，ラウンドと呼ばれる( 3 )を通じて，

成果が挙げられてきた。例えば，1986 年から始まった( 4 )ラウンドでは，1993 年末，農産物に対する例

外なき( 5 )などが合意された。ただし，日本の米の輸入については特別措置として，( 5 )が当面の間は

猶予され，代わりに国内消費量の一定割合以上を輸入するという( 6 )が課された。なお，日本の米は 1999
年から( 5 )された。また，( 4 )ラウンドでは，サービス貿易の自由化も決まり，知的所有権や海外投資

などについて話し合われた。さらに，GATT を発展解消させる形で，④世界貿易機関(WTO)を設立することが

合意された。 
 1995 年 1 月，WTO は国際機関として正式に発足した。WTO が設立されたことで，暫定的な協定であった

GATT の時代よりも，紛争解決の手続きが整備された。GATT 時代に通商摩擦が起こると，それを解決する

ために( 7 )がしばしば行われてきた。例えば，日本もアメリカ合衆国との貿易摩擦において，鉄鋼，カラ

ーテレビ，自動車などの品目で( 7 )を行ってきた。しかしながら，( 7 )は WTO になってから明示的に

禁止されている。また，GATT 時代には，二国間での交渉によって貿易摩擦に対応する動きがみられた。例

えば，日米貿易摩擦において，1989 年からの( 8 )と 1993 年からの( 9 )を通じ，アメリカ政府は日本市

場の開放や規制緩和などを求めてきた。WTO 発足以降，自由貿易を促進するための交渉は WTO の多国間交

渉が原則であり，日本も通商政策において多角的自由主義を掲げてきた。 
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 しかしながら，WTO 加盟国が増えるにつれ，多国間交渉で新たな貿易問題に対するルールをつくることは

困難になってくる。そのため，世界的な貿易自由化を推進する WTO に対して，特定の国や地域の間で貿易の

自由化を進める( 10 )や EPA の締結が増えている。EPA は( 10 )に比べて，投資や人の移動まで対象分

野の範囲を広げたものである。WTO を通じた多国間交渉を優先してきた日本も，21 世紀に入ってからは，メ

キシコ，チリ，マレーシア，フィリピンなどとの間で EPA を締結している。 
問(A) 文中の( 1 )～( 10 )に入れるのに最も適当な語句を下記の語群から選び，その記号をマークしな

さい。 
(ｱ) 経済通貨同盟 (ｲ) 東京 (ｳ) 大量破壊兵器 (ｴ) 日米包括経済協議 (ｵ) 内需拡大 

(ｶ) 輸出自主規制 (ｷ) 非関税障壁 (ｸ) FTA (ｹ) NAFTA (ｺ) ナショナルトラスト 

(ｻ) ナショナルミニマム (ｼ) ミニマムアクセス (ｽ) ウルグアイ (ｾ) セーフガード 

(ｿ) 関税化 (ﾀ) 日米財務相会談 (ﾁ) 日米構造協議 (ﾂ) 特恵関税 (ﾃ) ブロック経済 

(ﾄ) 多角的貿易交渉  

問(B) 下線部①に関連して，比較生産費説に基づき，A国と B国による国際分業の利益について最も適当

なものを，次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。なお，A 国と B 国はぶどう酒と毛織

物を生産しているが，次の表のように，A 国は B 国に比べていずれの生産においても効率的であると仮定

する。また，労働者は二国間で移動できないものと仮定する。 

 
 A 国 B 国 

ぶどう酒 1 単位の生産に必要な労働量 10 20 
毛織物 1 単位の生産に必要な労働量  60 80 

 
(ｱ) A 国はぶどう酒の生産に特化して B 国へ輸出し，B 国は毛織物の生産に特化して A 国へ輸出すべ

きである。 
(ｲ) A 国は毛織物の生産に特化して B 国へ輸出し，B 国はぶどう酒の生産に特化して A 国へ輸出すべ

きである。 
(ｳ) B 国はぶどう酒と毛織物の生産を止め，A 国からぶどう酒と毛織物の両方を輸入すべきである。 
(ｴ) A 国も B 国も貿易からは利益を得られないので，各国ともぶどう酒と毛織物を自給自足すべきで

ある。 
問(C) 下線部①に関連して，比較生産費説によって国際分業の利益を説明したイギリスの経済学者で，『経

済学及び課税の原理』の著者は誰か。次の(ｱ)～(ｵ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) アダム・スミス (ｲ) ベバリッジ (ｳ) マルサス (ｴ) ジョン・スチュワート・ミル 

(ｵ) リカード 

問(D) 下線部②に関連して，自由競争を前提とした貿易体制に対し，遅れて工業化をはかる国には国内産業

を保護貿易政策によって守る必要があると主張したドイツの経済学者で，『政治経済学の国民的体系』の著

者は誰か。次の(ｱ)～(ｵ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) ウェーバー (ｲ) エンゲルス (ｳ) カント (ｴ) マルクス (ｵ) リスト 

問(E) 下線部③に関連して，最恵国待遇の説明として最も適当なものを一つ選び，その記号をマークしなさ

い。 
(ｱ) 外国から資金を借りている国が返済困難になった場合に，返済期限を延ばすこと。 
(ｲ) 先進国がある特定の途上国から輸入する場合に，その途上国に対してだけ，関税率を通常より低
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くするか無税にすること。 
(ｳ) ある国に与えた通商上の利益や特典を他のすべての国にも適用すること。 
(ｴ) 輸入品に対して適用される国内法(国内税など)が国内産品よりも不利としないこと。 

問(F) 下線部④について，次の国のうち 2001 年に WTO へ加盟したのはどの国か。次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選

び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) ブラジル (ｲ) ロシア (ｳ) インド (ｴ) 中 国 

 

【5】2010 関東学院大学 2/7,一般(前期日程３科目型) 経済 人間環境 文 法  

 次の文章を読んで，下記の問いに答えよ。解答番号は， 21 ～ 30 。 
 主権国家が並び立つ国際社会は 17 世紀に成立し，国際社会のルールである(1)国際法もその頃から唱えられ

るようになった。国家間協定に基づく国際機関の誕生は 19 世紀に入ってからであり，とくに 20 世紀初めの(2)

国際連盟の成立は画期的なものであった。 
 第二次世界大戦後の国際社会においては，さまざまな国際機関が重要な役割を果たしている。国際政治にお

いては，国際連盟にかわって国際連合が設立され，(3)冷戦終結後も世界各地で発生する地域紛争に対して，安

全保障理事会の決議による措置がいろいろと採られてきた。例えば，1992 年には UNTAC(国連カンボジア暫

定統治機構)が組織され，内戦終結後のカンボジアの安定のために活動した。このときから，日本の自衛隊も(4)

PKO(国連平和維持活動)に参加するようになっている。 
 国際経済においては第二次世界大戦の直後から，世界的な固定為替相場制度の維持などを目的とする(5)IMF
と自由貿易の推進を目的とする GATT(関税と貿易に関する一般協定)が車の両輪のような役割を果たしてき

た。しかし，(6)1970 年代前半に主要国が固定相場制度から変動相場制度へと移行したために IMF の役割は変

化し，また，(7)ウルグアイ・ラウンド等の多角的貿易交渉を経て 1995 年に(8)GATT の役割を引き継ぐ国際機

関が設立された。 
 発展途上地域においては，輸出指向型の工業化に成功した(9)アジアNIEs(新興工業経済地域)などを除くと，

一人当たり GNP(国民総生産)が日本の数十分の一以下という地域が多い。人々の貧困は地域紛争などの諸問

題の要因となるので，(10)発展途上地域への経済協力は，日本などの先進諸国や国際連合などの国際機関の大

切な役割となっている。 
問 1 下線部(1)についての記述として最も適当なものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 21 をマーク

すること。 
1．一般に，二国間の条約は国際法には含まれない。 
2．一般に，国際慣習法は国際法には含まれない。 
3．一般に国際法は，国内法よりも法的拘束力が強い。 
4．国連加盟国には，国連で採択されたすべての国際法を順守する義務が課せられる。 
5．国際法理論の基礎を築いたオランダの法学者グロチウスは，国際法の父と呼ばれている。 

問 2 下線部(2)に関する次の A～C の記述について，その正誤の組合せとして正しいものを，1～6 の中から

1 つ選べ。解答は， 22 をマークすること。 
A 国際連盟は第一次世界大戦後，アメリカのウィルソン大統領の提唱に基づいて設立された。 
B アメリカは，連邦議会上院の同意が得られず，国際連盟に加盟できなかった。 
C 加盟国のうち日本やドイツは，国際連盟から脱退した。 

1． A 正 B 正 C 正 2． A 正 B 正 C 誤 3． A 正 B 誤 C 正 

4． A 誤 B 正 C 誤 5． A 誤 B 誤 C 正 6． A 誤 B 誤 C 誤 

問 3 下線部(3)に関連して，冷戦終結後に発生した地域紛争や戦争として誤っているものを，1～5 の中から
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1 つ選べ。解答は， 23 をマークすること。 
1．イラク戦争 2．コソボ紛争 3．ベトナム戦争 4．ユーゴスラビア内戦 5．湾岸戦争 

問 4 下線部(4)についての記述として誤っているものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 24 をマーク

すること。 
1．PKO には，非武装で停戦の維持のため活動する停戦監視団などの活動がある。 
2．PKO には，非武装地帯の確保などのため武装して活動する PKF(平和維持軍)も含まれる。 
3．国際連合憲章には，PKO についての原則を定めた条項がある。 
4．PKO は原則として，紛争当事国の同意を得てから派遣される。 
5．PKO は原則として，紛争当事国の内政に干渉できない。 

問 5 下線部(5)の日本語の名称として正しいものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 25 をマークする

こと。 
1．国際開発協会 2．国際為替安定化機構 3．国際金融公社 4．国際通貨基金 

5．国際復興開発銀行 

問 6 下線部(6)のきっかけとなった 1971 年 8 月の出来事として最も適当なものを，1～5 の中から 1 つ選べ。

解答は， 26 をマークすること。 
1．アメリカ大統領が「レーガノミクス」と呼ばれる新経済政策を発表した。 
2．アメリカで政府の財政赤字に加えて，高金利政策の結果，貿易収支が赤字に転じた。 
3．G5(5 か国財務相・中央銀行総裁会議)で外国為替市場でのドル高の是正が合意された。 
4．外国為替市場でイギリスの通貨ポンドが急落し，他の欧州通貨に対する切下げが行われた。 
5．アメリカ政府が金・ドルの交換停止に追い込まれた。 

問 7 下線部(7)についての記述として最も適当なものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 27 をマーク

すること。 
1．1960 年代の東京ラウンド，1970 年代のケネディ・ラウンドに続く多角的貿易交渉であった。 
2．交渉の最大の目的は，鉱工業品関税の大幅引下げであった。 
3．それまで認められていたセーフガード(緊急輸入制限)の禁止が合意された。 
4．農産物については関税化する原則が合意され，後に日本の米輸入について関税化された。 
5．サービス貿易や知的財産権の問題はまだ取り上げられていなかった。 

問 8 下線部(8)に該当する国際機関の略称として正しいものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 28 を

マークすること。 
1．IBRD 2．ITO 3．OECD 4．UNCTAD 5．WTO 

問 9 下線部(9)に含まれる国・地域として誤っているものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 29 をマ

ークすること。 
1．韓国 2．マレーシア 3．台湾 4．ホンコン 5．シンガポール 

問 10 下線部(10)に関連して，ODA(政府開発援助)に関する次の A～C の記述について，その正誤の組合せと

して正しいものを，1～6 の中から 1 つ選べ。解答は， 30 をマークすること。 
A 発展途上国の開発を支援する国際機関への拠出・出資等は，ODA には含まれない。 
B 最近の日本の ODA 実績では，相手国への贈与となる無償資金協力・技術協力の合計金額よりも，相手

国が返済義務を負う借款
しゃっかん

(政府貸付等)の金額の方が多くなっている。 
C 最近の日本の ODA 実績は，国連などで目標とされている GNP(国民総生産)の 0.7％を達成している。 

1． A 正 B 正 C 正 2． A 正 B 正 C 誤 3． A 正 B 誤 C 正 

4． A 誤 B 正 C 誤 5． A 誤 B 誤 C 正 6． A 誤 B 誤 C 誤 
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【6】2009 関東学院大学 2/7,一般(前期日程(Ａ方式)) 経済 人間環境 文 法  

 次の文章を読んで，下記の問いに答えよ。解答番号は， 21 ～ 30 。 
 国際連合は，(1)国際連盟が第二次世界大戦を防げなかったことを反省し，より強力な集団安全保障体制を構

築することを目標として，第二次世界大戦の終戦直後に発足した。しかし，その目標の実現は，戦後の(2)東西

冷戦によって困難な状況に陥った。国際の平和と安全の維持に一義的責任をもつ安全保障理事会で，実質事項

の表決に拒否権が認められている常任理事国のうち，アメリカとソ連(ソビエト連邦)が互いに拒否権を発動し，

安全保障理事会が機能麻
ま

痺
ひ

に陥る事態がたびたび起きた。また，(3)国際連合憲章に定める国連軍も実現しなか

った。例えば冷戦終結後の湾岸戦争の際にも，アメリカとサウジアラビアを中心に 29 か国が参加して(4)多国

籍軍が組織されたが，憲章に定める正規の国連軍は組織されなかった。 
 とは言え，国際連合が戦後の多国間協力の基本軸という役割を担いつづけたのは事実である。例えば戦後の

世界経済の基盤であった(5)ブレトン＝ウッズ体制を支えるために創設された IMF(国際通貨基金)は，国際連合

と協力関係をもつ専門機関となっている。(6)GATT(関税及び貿易に関する一般協定)から発展した WTO(世界貿

易機関)も，国際連合の関連機関と位置づけられている。IMF＝GATT 体制は戦後の世界経済，特に先進諸国経

済の発展に貢献した。これに対して，発展途上国側からのアプローチとして，1964 年にスタートした UNCT

AD(国連貿易開発会議)も重要である。この会議がスタートした背景には，「(7)市場経済や自由貿易の現状は，

先進国にとって有益であるが，発展途上国にとっては過酷な競争を意味する」という問題意識があったと言え

る。以上のような経済的分野のみならず，人権問題や(8)環境問題への国際的な取り組みも，国際連合を基本軸

として展開されている。 
 近年の国際社会では，国連発足時に重視または想定されていなかったような問題が重要性を増している。武

力紛争を例にとると，国家間の戦争が途絶えつつある一方で，多発する(9)内戦については国際社会として対処

するようになってきた。また，(10)2001 年以降の「テロとの戦い」という従来の安全保障の概念で対応できな

い難題が持ち上がっている。これらの問題に対しても，国際連合は国際社会の協力の場となっている。 
問１ 下線部(1)についての記述として最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 21 をマーク

すること。 
１．国際連盟規約には，アメリカ大統領ウィルソンの提唱した「四つの自由」の影響が見られる。 
２．国際連盟規約では侵略国への経済制裁と武力制裁が規定されていたが，武力制裁のための国際連盟

軍は実現しなかった。 
３．国際連盟総会と理事会の多数決制のために，議決への反発の多かったソ連は国際連盟から脱退した。 
４．日本，ドイツ，イタリアは，日本が中国に侵攻し他の二国がそれを支援したとして，国際連盟から

除名された。 
５．アメリカは，条約同意権をもつ上院の反対で，国際連盟に加盟しないままであった。 

問２ 下線部(2)についての記述として最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 22 をマーク

すること。 
１．アメリカのトルーマン大統領は「鉄のカーテン」演説で，地中海沿岸のギリシャ，トルコまで共産

主義政権となるのを防ぐための共産主義封じ込め政策を提唱した。 
２．キューバ危機では，侵攻したアメリカ軍がソ連による核ミサイル基地建設を阻止した。 
３．ソ連はアフガニスタンに侵攻し，自由化・民主化を始めていた政権を打倒した。 
４．1989 年には東欧諸国の共産主義政権が倒れ，米ソ両首脳はマルタ会談で冷戦終結を確認した。 
５．冷戦中は北米・西欧諸国の軍事同盟であった NATO(北大西洋条約機構)には現在，ロシアも正式加

盟している。 
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問３ 下線部(3)に関連して，この憲章についての記述として誤っているものを１～５の中から 1 つ選べ。解

答は， 23 をマークすること。 
１．国連の目的として，国際紛争を正義と国際法の原則に従って解決することなどが規定されている。 
２．国連の主要機関として総会，安全保障理事会，経済社会理事会，信託統治理事会，国際司法裁判所，

事務局を設けると規定されている。 
３．憲章の範囲内にある問題などについて，総会が加盟国や安全保障理事会に勧告できると規定されて

いる。 
４．手続事項を除く安全保障理事会の決定は「常任理事国の同意投票を含む 9 理事国の賛成投票によ

って行われる」と規定されている。 
５．武力攻撃に対する個別的自衛権の規定はあるが，集団的自衛権の規定はない。 

問４ 下線部(4)に関連して，正規の国連軍や PKF(平和維持軍)などの国連が関係する軍についての記述として

最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 24 をマークすること。 
１．正規の国連軍は存在しないが，その準備となる特別協定は，全加盟国と安全保障理事会との間で結

ばれている。 
２．PKF とは，安全保障理事会の決議などに基づく PKO(国連平和維持活動)のうち，武力紛争の予防や

拡大防止のために武装部隊が派遣されたものをいう。 
３．日本の自衛隊は，カンボジアをはじめ各地の PKF に派遣されるようになっている。 
４．朝鮮戦争の「国連軍」は，安全保障理事会ではなく，国連総会の決議に基づいて派遣されたもので

ある。 
５．湾岸戦争の「多国籍軍」は，戦争が休戦となった後に，休戦の監視のために派遣されたものである。 

問５ 下線部(5)についての記述として最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 25 をマーク

すること。 
１．IMF 創設とともに，金，ドル，SDR(特別引き出し権)が各国の対外決済の主要な準備資産とされた。 
２．1950 年代に日本が IMF に加盟するとき，円の平価はそれまでの「1 ドル＝360 円」から「1 ドル

＝308 円」へと切り上げられた。 
３．1960 年代のドル危機は，イラン・イラク戦争に介入したアメリカの軍事支出増大や，アメリカ以

外の主要国の通貨切下げ競争によって発生した。 
４．1971 年にアメリカのニクソン大統領が金・ドル交換停止を発表し，金・ドル本位制と固定為替相

場制を基礎としていたブレトン＝ウッズ体制が崩壊した。 
５．1970 年代前半に各国は変動相場制へ移行し，ドルとの固定相場制を維持する国はなくなった。 

問６ 下線部(6)に関連して，GATTやWTOについての記述として最も適当なものを１～５の中から1つ選べ。

解答は， 26 をマークすること。 
１．GATT の 1970 年代に行われた東京ラウンドで，WTO 設立などを内容とする WTO 協定が調印され

た。 
２．GATT の自由貿易原則だけでなく，WTO 協定には新たに，貿易における国ごとの差別待遇を廃止

するという無差別原則が加えられた。 
３．GATT では鉱工業品の貿易だけが対象とされていたのに対し，WTO では農産品やサービス貿易，

知的所有権なども対象とされるようになった。 
４．GATT で認められていたセーフガード(緊急輸入制限)は，WTO で全面禁止とされた。 
５．中国は，社会主義の政治体制を維持しながら市場経済化を進め，WTO に加盟した。 

問７ 下線部(7)についての記述として最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 27 をマーク
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すること。 
１．市場機構は，社会の必要に見合うように商品の供給量を調節するだけでなく，競争力に乏しい企業

の市場からの退出も促す。 
２．企業同士のカルテルは，各企業の競争力強化を直接の目的として結ばれる。 
３．企業による M&A(合併・買収)は市場競争を損なう恐れがあるので，日本では，相手企業の経営者

の同意を得ることが法律で義務付けられている。 
４．イギリスの経済学者リカードは，アダム・スミスの比較生産費説を発展させた絶対生産費説によっ

て，自由貿易の利益を主張した。 
５．ドイツの経済学者リストは，発展途上国が自国の産業の国際競争力を強化するためには早期の貿易

自由化が必要であると主張した。 
問８ 下線部(8)についての記述として最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 28 をマーク

すること。 
１．1970 年代にストックホルムで開かれた国連人間環境会議では，国連として環境問題に取り組むた

めに UNEP(国連環境計画)の設立が決定された。 
２．1980 年代に結ばれたバーゼル条約では，野生動植物のうち絶滅の可能性のある種の国際的取引が

禁止された。 
３．1990 年代前半にリオデジャネイロで開かれた地球サミット(国連環境開発会議)では，開発でなく

環境保護を最優先する政策を先進国が率先して実行すると宣言された。 
４．1990 年代後半に京都で開かれた COP 3(気候変動枠組み条約第 3 回締約国会議)では，温室効果ガ

スの排出削減目標をサミット(主要国首脳会議)参加国に課すことが合意された。 
５．環境問題に取り組む政府間組織の一例として，グリーンピースが挙げられる。 

問９ 下線部(9)に関連して，1990 年代以降の武力衝突を伴う紛争についての記述として最も適当なものを１

～５の中から 1 つ選べ。解答は， 29 をマークすること。 
１．旧ユーゴスラビアでは 1990 年代に，ボスニア軍との内戦を経てアルバニア系住民の自治州であっ

たコソボが独立した。 
２．アフリカのルワンダでは 1990 年代に，独立を求めるヒンズー教徒と政府軍との内戦があった。 
３．ロシアでは 1990 年代から，チェチェン等のキリスト教徒とロシア軍との内戦が続いている。 
４．中国では 1990 年代から，イスラム教徒やチベット仏教徒と中国軍との内戦が続いている。 
５．東南アジアの東ティモールでは，1990 年代に起きた独立をめぐる武力衝突の後に PKO が展開され，

日本からも自衛隊が派遣された。 
問 10 下線部(10)に関連して，2001 年のアメリカ同時多発テロ事件やそれ以降の一連の事態についての記述

として最も適当なものを１～５の中から 1 つ選べ。解答は， 30 をマークすること。 
１．2001 年のアメリカ同時多発テロ事件では，首都ワシントンだけが集中的に攻撃された。 
２．アメリカは，事件の首謀者とされる人物を保護していたタリバン政権に報復する自衛権を主張して，

国連安全保障理事会の容認を得ないままアフガニスタンに侵攻した。 
３．アメリカによる対テロ戦争に協力するため，日本はテロ対策特別措置法に基づいてインド洋に支援

艦隊を派遣した。 
４．アメリカは，テロ支援国家と認定したイラクのフセイン政権が核兵器開発を認めたため，イラクへ

の武力制裁を容認する国連安全保障理事会の決議に基づいてイラクに侵攻した。 
５．アメリカによる対イラク戦争に協力するため，日本はイラク復興支援特別措置法に基づいてイラク

に戦闘部隊を派遣した。 
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【7】2010 京都産業大学 1/29,前期日程 外国語 経営 経済 文化 法  

 欧州連合に関する以下の文章を読み，各設問に答えよ。 
 今日の国際政治の特徴の一つは，従来の主権国家の枠組みをこえる地域統合の試みが進展していることであ

り，欧州連合(EU)はその代表的な例である。その加盟国は，2007 年に イ と ロ を加えて現在 甲 に

達する。 
 こうした EU の発展は，単なる自由貿易圏の拡大にとどまるものではない。さらに進んで，加盟国の国家主

権の一部をも委譲するような形での経済的・政治的統合が進んでいるのである。 
 歴史を振り返れば，1951 年に設立の調印がなされた A が，1967 年， B ， C とともに欧州共同

体(EC)を構成し，これを土台として 1993 年に発効したマーストリヒト条約に基づいて発足したのが EU であ

る。そもそも A 設立の意図が，戦争に不可欠な資源を共同で管理することで， ハ と ニ の二つの

国家間の戦争を防止しようとするところにあったことでも分かるとおり，欧州統合はまさに経済的目的と政治

的目的が絡み合う形で進んできたと言ってよい。欧州中央銀行の設立や①単一通貨ユーロの採用といった経済

面が目立つものの，共通外交・安全保障政策(CFSP)の導入のような政治面での統合が，国際社会にどのよう

な影響をもたらすのか注視していく必要があるだろう。 
 とはいえ，政治面での統合が遅れがちなのも事実である。2005 年には，大統領や外相に相当する職の新設

を盛り込むなど統合の深化を目指した EU 憲法条約の制定・発効が， ハ やオランダにおける国民投票で

否決され挫折した。またこの事態を受けて作り直されたはずの基本条約である D 条約の批准も 2008 年 6
月の ホ の国民投票で否決されるなど，②EU に対する加盟国の一般市民の不信感がぬぐい去られたとは言

い難い状況が続いた。 
 国際社会において大きな存在感を発揮しつつある EU だが，こうした内からの不信感にどう向き合いどう克

服するかは，課題であり続けるだろう。 
問 1 空欄 イ ～ ホ には国名が入る。その国の名前をそれぞれ番号で答えよ。 

1．フランス 2．ノルウェー 3．ウクライナ 4．トルコ 5．ドイツ 6．イギリス  

7．アイルランド 8．ブルガリア 9．ギリシャ 10．ルーマニア 

問 2 空欄 甲 にあてはまる語句として最も適切なものを，次の①～④の内から一つ選び，番号で答えよ。 
① 9 カ国 ② 18 カ国 ③ 27 カ国 ④ 36 カ国 

問 3 空欄 A ～ D にあてはまる適切な語句を記せ。ただし， D には地名が入る。 
問 4 下線部①のユーロについて，その説明として最も適切なものを次の 1～4 の内から一つ選び，番号で答

えよ。 
1．ユーロはイギリスを除く EU 加盟国で通貨として流通しており，ドルと並ぶ世界の基軸通貨となっ

た。 
2．ユーロ導入以降，EU 加盟国はそれ以外の諸国との貿易決済の通貨として，ユーロを用いることを

義務づけられている。 
3．欧州中央銀行は，欧州議会の決定に基づいて金融政策を立案し，ユーロの価値の維持に努めている。 
4．ユーロ圏内では，為替変動リスクがなく資金調達がしやすいという利点がある。 

問 5 下線部②に関し，一般市民の不信感はいわゆる「民主主義の赤字」によるものだ，と指摘されている。

この不信感の説明として最も適切なものを次の 1～4 の内から一つ選び，番号で答えよ。 
1．単一通貨ユーロだけでなく，英語もが公用語として自国に押しつけられるのではないか，という不

安をもっている。 
2．EU 加盟国の民主化がさらに進めば，加盟各国の財政赤字がさらに拡大し財政規律がゆるむのでは

ないか，という不信感を抱いている。 
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3．複雑化した EU は統治にとって効率的でないため，より中央集権的で各国国民の主権を制限した機

構にすべきだ，という不満をもっている。 
4．政治的決定の主体が自国から，また市民から離れコントロールしがたくなることについての不安を

もっている。 
 

【8】2011 駒澤大学 2/7,Ｔ方式 経営 経済 文  

 現代は，国境の壁を越えて資本，人，モノ，情報，文化などが世界中を展開するグローバル化の時代といわ

れている。グローバル化には様々なプラスの側面もあれば，マイナスの側面がある，ともいわれている。その

流れの中で， 1 と呼ばれる，国境を越えた地域的な協力の潮流が重視されてきた。例えば地域内の貿易障

壁を撤廃する自由貿易協定，地域外に対して共通の関税を課す関税同盟，さらには地域内部での通貨統合や金

融政策の統一など経済的な分野に重点を置いたもの，あるいは経済分野に限らず司法や外交などを含む政治的

な統合へと展開しているもの，安全保障の側面を重視したものなどもあり，その目的は多岐にわたる。 
 代表的なものとしては，欧州地域のヨーロッパ連合(EU)，アメリカ合衆国・カナダ・メキシコの 3 国によ

る 2 ，1967 年に当初はインドネシア・マレーシア・シンガポール・タイ・フィリピンの 5 カ国から発足

した東アジア地域の 3 ，ブラジル・アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・ベネズエラの南米諸国の地

域統合で 1995 年に発足した 4 ，1989 年にオーストラリアの提唱で始まった，開かれた地域経済協力を目

指す政府間の公式協議であり，環太平洋地域の多くの国と地域から成る 5 などが存在する。 
 これらの中で最も地域統合の程度が進展しているものが EU であろう。EU の直接の前身は 1951 年にフラ

ンス・西ドイツ・イタリア・ベネルクス 3 国で結ばれた A (1952 年発効)とされ，1957 年のローマ条約に

より B (1958 年発効)と，原子力の平和利用に向けて C (1958 年発効)が結成され，1967 年にはその 3
つの組織を含むヨーロッパ共同体(EC)が結成された。その後も，統合の拡大と深化を続け，1992 年に調印さ

れたマーストリヒト条約を受けて 1994 年には市場統合を強化し，1999 年には共通通貨(a)ユーロが導入され，

政治統合を含む EU へと発展している。しかし最近では，加盟国が増大したため，各国の政治・経済情勢の差

が大きくなりすぎた，という問題が生じている。また EU をより 1 つの政治的な単位にすべく 2004 年 10 月

には 6 が調印されたものの，加盟国の主権が脅かされるのではないか，という不安から「欧州懐疑主義」

が台頭し，条約批准の是非を問う国民投票の結果，2005 年 5 月にフランスが，6 月にはオランダが批准に反

対した。その後調整が図られ 2007 年 12 月に 7 として調印，2009 年 12 月に発効された。 
 現在は，国家財政が破綻した 8 に端を発する経済危機に加え，他にも財政状況が芳しくない諸国が市場

から問題視され，共通通貨ユーロに対する信頼が下落し対応に苦慮するなど，欧州統合は正念場にある，とも

いわれている。また民主主義の観点からも，各国レベルの民主主義が形骸化されているのではないか，非民主

主義的ではないか，という批判も多い。(b)民主主義は国境を越えて広がるのか，という難しい問題が生じてき

た。 
問 1 文中の 1 ～ 8 にあてはまる最も適切な語句を下記からそれぞれ 1 つ選び，その記号を解答欄に

マークしなさい。 
(ｱ) リージョナリズム (ｲ) ギリシア (ｳ) NAFTA (ｴ) ASEAN (ｵ) リスボン条約  

(ｶ) チェコ (ｷ) MERCOSUR (ｸ) APEC (ｹ) 欧州憲法条約 (ｺ) パトリオティズム 

(ｻ) OSCE (ｼ) ニース条約 (ｽ) OAS (ｾ) ウェストファリア条約 (ｿ) スイス  

(ﾀ) パリ条約 (ﾁ) EFTA (ﾂ) 上海協力機構 (ﾃ) NATO (ﾄ) アナーキズム 

(ﾅ) ドイツ (ﾆ) CIS (ﾇ) SELA (ﾈ) WTO 

問 2 文中の A ～ C にあてはまる 3 つの組織の略称の正しい組み合わせとして最も適切なものを，下

記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
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(ｱ) A：ECSC B：EEC C：EURATOM (ｲ) A：EEC B：ECSC C：EURATOM 

(ｳ) A：EURATOM B：ECB C：EEC (ｴ) A：EMS B：EEC C：ECSC 

問 3 文中の下線部(a)に関する説明として，正しいものを下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークし

なさい。 
(ｱ) 共通通貨ユーロは，2010 年 1 月現在，EU に加盟している諸国全てが使用している唯一の通貨で

ある。 
(ｲ) 共通通貨ユーロは，2010 年 1 月現在，財政赤字の割合などを加盟条件として，EU に加盟してい

る諸国のうち，16 カ国で使用している通貨である。 
(ｳ) 共通通貨ユーロは，2010 年 1 月現在，EU に加盟している諸国のうち，旧共産主義諸国を除いた

加盟国全てで使用している通貨である。 
(ｴ) 共通通貨ユーロは，2010 年 1 月現在，EU に加盟している諸国のうち，20 カ国で使用されている

が，財政状況の悪化からイギリスとハンガリーは脱退した経緯がある。 
問 4 文中の下線部(b)に関する説明として，誤っているものを下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマー

クしなさい。 
(ｱ) 民主主義は一般的には古代ギリシア時代にさかのぼる，といわれているが，古代ギリシア時代の

民主主義は間接民主主義ではなく，直接民主主義とされている。 
(ｲ) 現在の EU には欧州委員会や欧州裁判所が存在するが，欧州議会が存在しないため，民意の反映

が不十分である，といわれている。 
(ｳ) 19 世紀に民主主義を採用していたヨーロッパ諸国でも，当初は参政権から労働者や女性達が排除

されていた。その後，少しずつ参政権の範囲は拡大したが，参政権の拡大に対して懸念を表明する知

識人もいた。 
(ｴ) 冷戦中，アメリカなどの西側諸国の自由民主主義に対して，ソビエト連邦は自国の政治システム

を「人民民主主義」と称して，民主主義の理念は否定しなかった。 
 

【9】2011 駒澤大学 3/7,Ｔ方式 経営 経済 文 法－Ａ(昼主) 法－Ｂ(夜主)  

 つぎの文章を読んで，下記の問いに答えなさい。 
 近年，グローバル化時代の到来が指摘されているが，グローバル化とは国境を越えて，資本や情報，人など

が地球規模で展開することをいう。そのグローバル化の時代に，1 つの国家だけでは解決できない問題群が産

み出されている。 
 例えば経済の分野においては，アメリカ合衆国の低所得者向けの住宅ローン会社の破綻に端を発するサブプ

ライムローン問題が世界中に拡散し，2008 年 9 月 15 日には全米第 4 位の投資銀行であった 1 ブラザーズ

社が連邦破産法第 11 条の適用を申請し，世界金融は大混乱に陥った。金融危機は実体経済へと波及し，世界

各国は大規模な財政出動を強いられたが，その後，湾岸地域の 2 で債務不履行の危機が起き，次いで 3
 を使用しているギリシアの財政破綻が明らかとなり共通通貨である 3 への信頼が揺らいでいる。ヨーロ

ッパでは，(a)PIGS と総称される諸国の財政状況が市場関係者から懸念されており，ヨーロッパ発の世界経済

危機への懸念が広がっている。 
 このような危機には 1 国だけでは対応できないため，世界経済の自由化に強い影響力を持つ国際機関であ

る世界貿易機関( 4 )や，途上国の支援や国際的な通貨安定に影響力を持つ国際通貨基金(IMF)や世界銀行

に注目が集まっている。また主要国首脳会議(サミット)や 7 カ国財務大臣・中央銀行総裁会議(G7)も世界経済

を調整する場として期待されている。かつて世界経済の中核を担っていたアメリカや日本，ヨーロッパ諸国に

対して，ブラジル・ロシア・インド・中国(BRICs)などの新興国が台頭している。このように世界経済が多極
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化していることを踏まえ，G7 やロシアを加えた G8 から拡大し，2008 年ワシントンで G 5 の第 1 回会合

が開かれた。加えて 1990 年代末からは，一部の人々の利益だけを進める形でのグローバル化に反対する雑多

な反対運動が国境を越えて結集し，反グローバル化運動や「もう一つのグローバル化運動」などの抗議活動を

展開している。 
 また安全保障の分野では，2001 年 6 にアメリカで対米同時多発テロが生じた。攻撃を行った組織は国

家ではなく，イスラーム原理主義過激派の国際組織であるアル＝カイーダと言われているが，ブッシュ jr. ア
メリカ大統領は直後に「テロに対する戦争」を宣言し，アル＝カイーダのリーダーと目される 7 をかくま

っているとしてアフガニスタンを実効支配していたタリバーン政権を攻撃した。その後も国連や友好国の同意

が得られないまま，アメリカ政府の価値観に反する体制を持つ諸国を攻撃する方針をみせ，2003 年にはイラ

クを攻撃し， 8 政権を倒した。しかしアフガニスタンでも，イラクでもテロなどの戦火は止まず，多くの

非武装の市民が犠牲になり，さらにスペインやイギリス，ロシアやインドなどでも大規模なテロが起きるなど，

世界中にテロは拡散してしまった。イスラーム地域においては，植民地時代の列強諸国による植民地化に始ま

り，冷戦時代にはイラクやイラン，アフガニスタンは米ソの戦略に利用される形で多くの犠牲者を出しており，

今日でもイスラエルやアメリカ，ロシアなどによる暴力が続いている現実を視野に入れると，問題の根は深い

と言わざるを得ない。このような排外主義や原理主義は，イスラーム地域以外でも世界各地で広がりを見せて

いる。 
 しかしアメリカの(b)「単独行動主義」に対しては批判が集まり，オバマ政権へと政権交代を遂げた事もあり，

少しずつアメリカも多国間で協調をする方向へと外交政策を転換しつつある。また国家間の協力に加え，世界

各地で非政府組織(NGO)や社会運動，経済的利潤と社会的価値の両立を図る社会的企業などが台頭している。

また国連開発計画(UNDP)が 1994 年に「 A 開発報告」で報告した，国籍や民族，宗教の相違にとらわれ

ずに，環境破壊や人権侵害，難民，貧困などの問題に取り組もうとする「 A の安全保障」という考えが定

着しつつある。グローバル化の時代には，世界の人々が相互に協力して問題に立ち向かっていくことが望まれ

よう。 
問 1 文中の 1 ～ 8 にあてはまる最も適切な語句または数字を下記から 1 つ選び，その記号を解答欄

にマークしなさい。 
(ｱ) リーマン (ｲ) ドル (ｳ) 10 (ｴ) アブダビ (ｵ) OSCE (ｶ) サウジアラビア 

(ｷ) 15 (ｸ) ドバイ (ｹ) 20 (ｺ) ILO (ｻ) NPO (ｼ) WTO (ｽ) 9 月 11 日  

(ｾ) フセイン (ｿ) カザフスタン (ﾀ) ホメイニ (ﾁ) ソマリア (ﾂ) 9 月 15 日 

(ﾃ) オサマ・ビン・ラディン (ﾄ) ナセル (ﾅ) オマル (ﾆ) ユーロ (ﾇ) NPT  

(ﾈ) 11 月 9 日 

問 2 文中の下線部(a)で略されているヨーロッパ諸国の組み合わせに関して，正しい組み合わせを下記から 1
つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) ポーランド・イタリア・ドイツ・スペイン (ｲ) ポルトガル・イギリス・ギリシア・スペイン 
(ｳ) ポーランド・イギリス・ドイツ・スロヴァキア (ｴ) ポルトガル・イタリア・ギリシア・スペイン 

問 3 文中の下線部(b)の説明に関して，最も適切なものを下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークし

なさい。 
(ｱ) 国際問題に対して，1 国主導で問題の解決を軍事的に図る姿勢であり，アメリカのブッシュ jr. 政

権は，対米同時多発テロへの報復として，アフガニスタン，イラク，シリア，イランを空爆して，国

際的批判を受けている。 
(ｲ) 国際問題に対して，1 国だけで問題の解決を図る姿勢であり，近年では大国によって採用される政

策である。具体的には SARS 対策において中国政府が 1 国だけで他国や他組織との協調なしで，早
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急な対応をしたため，被害の拡大は最小限にとどまった，という実績がある。 
(ｳ) 国際問題に対して，1 国主導で問題の解決を図る姿勢であり，アメリカのブッシュ jr.政権は，CT

BT の批准放棄や京都議定書からの離脱などを行い，国連による明確な武力行使容認決議が出ないま

まにイラク攻撃を実施し，国際法違反として批判された。 
(ｴ) 安全保障問題や軍事的な紛争に対して，国連安全保障理事会の常任理事国のみが許されている権

限に基づき 1 国だけで問題の解決を図る姿勢で，紛争を他国まで拡大させないという効果がある。

近年ではロシアによるグルジア侵攻などが好例である。 
問 4 文中の A にあてはまる，最も適切なものを下記から1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) 生態系 (ｲ) 人間 (ｳ) コスモポリタン (ｴ) 地球 

 

【10】2010 成城大学 2/12,Ａ方式(３教科型) 経済  

 次の文章を読んで，下記の設問に答えよ。 
 大量の商品が氾濫する現代社会において，有害な添加物の入った食品や副作用のある薬が販売されたり，欠

陥のある製品が売り出されたりすることがある。また，販売方法も近年ますます多様化し，(A)割賦販売・訪問

販売・通信販売などが広がるにつれて，売買契約をめぐるトラブルも増えている。 
 こうした状況の中で，消費者の生活を守るためには，(B)消費者の自覚や運動及び政府による施策が重要であ

ると思われる。消費者の側においてより安く安全な商品を購入する組織として，地域や職域を単位として生活

物資の購買や共済事業などを行う a が大きな役割を果たしてきた。最近では，農産物の産直活動など生産

者と消費者をつなぐ動きも活発化している。 
 一方において，消費者保護のためには，政府の役割も重要である。アメリカにおいては 1962 年， b 大

統領が(C)「4 つの権利」を提唱し，その影響を受けてわが国でも c 年に消費者保護基本法が制定され，(D)

消費者の利益と安全を確保するための施策が講じられた。その後，欠陥商品による被害の救済を目的に製造物

責任法が制定され，(E)2000 年には不当契約や悪質業者から消費者を守ることを目的とした d 法が制定さ

れた。2004 年には消費者保護基本法が抜本的に改正され，基本理念に消費者の権利の尊重と自立の支援を掲

げた消費者基本法が成立した。さらに，2009 年に入って(F)消費者行政を一元的に遂行するために e を設

置する法案が成立し，9 月 1 日に発足した。 
問 1 文中の空欄 a～e を埋めるのに最も適当な語句を記せ。 
問 2 下線部(A)に関連して，さまざまな販売方法によって発生するトラブルから消費者を保護することを目

的として 2000 年に訪問販売法が改正され，法律の名称も変更された。その法律の名称を記せ。 
問 3 下線部(B)に関連して，1948 年にわが国で不良マッチ追放運動をきっかけに設立された消費者団体の名

称を記せ。 
問 4 下線部(C)について，この 4 つの権利には，選択できる権利，意見を反映させる権利が含まれる。残る

二つの権利を記せ。 
問 5 下線部(D)に関連して，消費生活に関する相談の受付けや商品テストなどを行っている組織で，1970 年

に特殊法人として設立され，その後 2003 年に独立行政法人化された機関の名称を記せ。 
問 6 下線部(E)に関連して，被害を受けた消費者に代わって消費者団体が，不当条項や不当勧誘などに対し

て差し止め訴訟を起こせる制度が 2007 年から実施された。その制度を何と呼ぶか。 
問 7 下線部(F)に関連して，2008 年 1 月の施政方針演説で消費者行政の一元化を打ち出した首相は誰か。 
 

【11】2009 成城大学 2/12,Ａ方式(３教科型) 経済  

 先進国首脳会議，いわゆるサミットは，1970 年代初頭の金とドルの a を宣言したニクソン・ショック
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や第一次石油危機などが起こる中で，マクロ経済，通貨，貿易，エネルギーなどの世界的経済問題に対する政

策協調について，先進諸国の首脳が総合的に議論すべきであるという共通認識から誕生した。 
 1975 年 11 月，当時の b 大統領ジスカール・デスタンの提案によって開催された(A)第一回サミットは，

日本，アメリカ，イギリス， b ，西ドイツ，イタリアの 6 カ国が参加した。以来，毎年各国に首脳が集ま

り，持ち回りで議長を務める首脳会議が開催されている。1976 年，プエルトリコで開催された会議からは 

c が参加することになり，翌 1977 年のロンドン会議から，当時の d ，現在の欧州連合が参加している。 
 また，1991 年，冷戦崩壊直後に開催された(B)ロンドン会議では，G7 サミット終了後に，ロシア(旧ソ連)の
大統領と各首脳が会合を行っている。1994 年に開催されたイタリアのナポリ会議以降は，ロシアも首脳会議

のうち政治討議に参加するようになり，1997 年のデンバー会議からは，正式メンバーとして，世界経済問題

など一部のセッションを除く首脳会議に参加することになった。その結果，翌 1998 年のバーミンガム会議以

降，この首脳会議は，「 e サミット」と呼ばれるようになった。 
 (C)2008 年 7 月，洞爺湖で開催されたサミットでは，世界経済問題，金融市場の安定化，(D)一次産品の価格

高騰，アフリカ開発途上国の問題，大量破壊兵器の不拡散体制の強化，「平和協力国家」に向けた政治体制の

あり方などが討議された。とりわけ，サミットの議長を務めた福田康夫首相は，(E)地球 f 化問題を最重要

議題の一つとして掲げ，その問題解決に向けて「 g 推進構想」を提案した。 
問１ 文中の空欄 a～g を埋めるのに最も適当な語句を記せ。 
問２ 下線部(A)について，第一回のサミットに出席したわが国の首相は，ロッキード事件で逮捕され退陣し

た田中角栄首相の後任の首相である。その首相は誰か。 
問３ 下線部(B)について， 
(1) サミット閉会直後に G7 首脳と会合を行った，当時のソビエト連邦最後の最高指導者は誰か。 
(2) (1)の最高指導者が 1980 年代後半進めた政治改革は，何と呼ばれているか。カタカナ 7 文字で記せ。 
問４ 下線部(C)に関連して，次の(ｱ)～(ｵ)の文章のうち，誤っているものを二つ選び，その記号を記せ。 

(ｱ) 洞爺湖サミットでは先進国の首脳会議に加えて拡大会合が行われ，BRICs 諸国やアフリカなどの

開発途上国の首脳も参加した。 
(ｲ) 洞爺湖サミットには，ロシアからメドベージェフ首相が首脳として参加した。 
(ｳ) ドイツのメルケル首相は，2007 年 6 月に開催されたサミットの議長を務めた。 
(ｴ) 洞爺湖サミットに先立つ 5 月に，アフリカ会議が横浜で開催された。 
(ｵ) 洞爺湖サミットに参加したイギリス首脳は，トニー・ブレア首相であった。 

問５ 下線部(D)について，2006 年以降，小麦，大豆，トウモロコシ，米などの穀物を中心として一次産品の

価格が国際的に高騰した。その理由として適切でないものを次の(ｱ)～(ｴ)の文章から一つ選んで，その記号

を記せ。 
(ｱ) 気象災害が頻発しており，供給が極めて不安定になっていること 
(ｲ) 高度成長を続ける中国の膨大な穀物需要の顕在化 
(ｳ) バイオエタノールの生産といった非食用需要の増大 
(ｴ) 工業化に伴う世界的な農業従事者の減少 

問６ 下線部(E)に関連して，環境汚染物質の全体の排出量をコントロールするために，あらかじめ国や自治

体，企業などの排出する量を決め，それを超過して排出する主体とそれを下回る主体との間で売買をする経

済的手法は，一般に何と呼ばれているか。 
 

【12】2011 中央大学 2/10,一般 文  

 19 世紀および 20 世紀の初頭まで世界的に一般的であった通貨制度を，①   制度という。この制度のも
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とでは，銀行券は②   と交換できる③   銀行券であり，各国の通貨価値は，一定量の②   と等価

であった。この制度を国際通貨制度の側面からみると，各国の通貨の交換比率が②   を媒介にして一定の

値に釘付けにされる④   制であった。 
 第二次世界大戦が終結する 1 年前の 1944 年に(1)連合国 44 カ国の代表がアメリカに集まって調印した⑤ 

  協定に基づいて第二次世界大戦直後に発足した(ｱ)   ・GATT 体制も，②   1 オンス＝(ｲ)   ド

ルと定められた米ドルを⑥   通貨とする④   制であった。この体制下での円と米ドルとの交換比率は，

1 ドル＝(ｳ)   円であった。しかし，アメリカの国際収支の赤字が恒常化してアメリカの②   保有量が

底をつき，(ｴ)   年にアメリカのニクソン大統領が⑦   停止を宣言してこの国際通貨体制は崩壊し，

それから 2 年後に，各国通貨の交換比率の決定を市場にゆだねる⑧   制に移行した。 
問 1 ①～⑧に適切な用語を入れなさい。 
問 2 (ｱ)～(ｴ)に適切なアルファベットの組み合わせまたは数字を入れなさい。 
問 3 下線部(1)の 44 カ国の代表のうち，イギリスの代表は，有名な経済学者のケインズであった。ケインズ

が提唱した経済政策に関する学説を簡潔に説明しなさい。 
 

【13】2011 中央大学 2/14,一般Ⅰ 経済  

 次の文章を読んで，設問に答えなさい。 
 第二次世界大戦後，多国間の自由貿易推進の役割を担ってきたのは，自由・無差別・互恵・多角を原則とす

る GATT(関税及び貿易に関する一般協定)であった。GATT は全ての加盟国が参加して行われるラウンドと呼

ばれる多角的貿易交渉を積み重ねることにより，世界の貿易自由化を達成してきた。 
 1993 年に (1) で aGATT の発展的解消が合意され， (2) 年にマラケシュ協定に基づいて，WTO(国際

貿易機関)が常設の国際機関として設立された。ただし bWTO における多角的貿易交渉は現在停滞している。

この背景には加盟国数の増加により多くの (3) 国が交渉に参加するようになったこと，農業分野での交渉

が難航していること，そして開発や環境など，WTO で扱う交渉項目が以前よりも広範になったことがあげら

れる。また中国は 2001 年に加盟したが，同じく G20 のメンバーである (4) の加盟は未だ実現していない。 
 このような WTO での交渉難航を背景として，2 国間や複数国間の自由貿易協定や自由貿易協定を基礎とし

た地域経済統合が世界中で数多く形成されている。この自由貿易協定は，c 本来は GATT・WTO の無差別原

則に反する性質を持つが，GATT24 条において， (5) とともに条件付きで例外として認められている。 

(5) は共通の域外関税を設定しているなどの点で，北米の NAFTA などの自由貿易協定よりも発展した地域

経済統合であり，南米の (6) が例としてあげられる。なお 2009 年時点で (7) カ国が加盟する欧州の E
U は (5) の性質を持っているが，さらに発展した地域経済統合である。 
 日本は従来，WTO における多角的貿易自由化を重視して，地域経済統合に消極的な立場をとっていた。し

かし現在では大きく方針を転換し，WTO を中心とする多角的貿易体制を補完し，貿易自由化や経済活性化を

図るという基本スタンスの下，地域経済統合に向けた取り組みを積極的に行っている。日本が締結している

 (8) は，自由貿易協定の要素に加え，人の移動や投資の自由化，政府調達，二国間協力等といった貿易以

外の分野を含んだ包括的なものになっている。 
 日本にとって初めての (8) はシンガポールとの間で署名され， (9) 年に発効した。シンガポールの後，

メキシコ，マレーシアと続き，2009 年 10 月現在では，合計 11 カ国・地域との (8) が発効済みである。

なお締結相手国としては (10) 加盟国が中心となっているが，それ以外にもメキシコやチリ，そして (11) が
含まれる。 
問 1 文中の空欄 (1) ～ (11) にあてはまる適切な語句または数字を解答欄に記入しなさい。ただし，同

じ番号の空欄には同じ語句または数字が入る。 
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問 2 下線部 a に関連して，GATT から WTO への発展の際に，何の手続きが大幅に強化されたか，解答欄に

記入しなさい。 
問 3 下線部 b に関連して，現在の多角的貿易交渉は何と呼ばれているか，解答欄に記入しなさい。 
問 4 下線部 c に関連して，自由貿易協定のどのような点が無差別原則に反するのかを 30 字以内で説明しな

さい(句読点も 1 字に数える)。 
 

【14】2011 中央大学 2/17,一般Ⅱ 商  

 次の多角的貿易交渉(ラウンド)の推移を示した年表を参照のうえ，設問に答えなさい。 
 

 開催年 名称 主な交渉事項 
第 1 回 1947    A  関税引き下げ 

1948 年 1 月 (a)GATT 発足 
第 2 回 1949   アヌシー  関税引き下げ 
第 3 回 1951   トーキー  関税引き下げ 
第 4 回 1956   ジュネーブ 関税引き下げ 
第 5 回 1961   ディロン  関税引き下げ 
第 6 回 1964～67 ケネディ   B  
第 7 回 1973～79 東京    政府調達ルールの選択的適用 

 C  
第 8 回 1986～94 ウルグアイ  D 協定の合意 

農業の自由化・関税化 
サービス貿易の拡大 
 E  

1995 年 1 月 WTO 発足 
第 9 回 (b)2001～    F  農業の自由化促進 

 G  
サービス貿易の自由化 
ルール(①アンチダンピング協定，②(漁業，

一般に対する)補助金協定，③(c)地域貿易協

定) 
貿易円滑化(貿易手続きの簡素化など) 
開発(途上国への特別かつ異なる待遇など) 
(d)紛争処理手続きの強化 

 
問 1 年表中の空欄 A～G にあてはまる最も適当な語句を下記のア～シの中からそれぞれ 1 つ選び，その記号

をマーク解答用紙の解答欄にマークしなさい。 
ア．マラケシュ イ．ドーハ ウ．カンクン エ．香港 オ．ジュネーブ カ．マニラ 

キ．非農産品市場アクセス(NAMA) ク．知的所有権の保護 ケ．関税の一括平均 35％の引き下げ 

コ．補償融資措置 サ．非関税障壁の除去 シ．一次産品総合プログラム 

問 2 下線部(a)GATT 体制が創設された背景と目的を 60 字以内で説明しなさい。(句読点も 1 字に数える。) 
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問 3 下線部(b)2001 年以降に開始された新多角的貿易交渉は 2006 年 6 月に交渉の中断が宣言された後，7
月に再開したものの，閣僚による協議が何ら進展しなかったために交渉が一時的に凍結状態に陥った。その

原因の説明として適当でないものを下記のア～エの中から 1 つ選び，その記号をマーク解答用紙の解答欄

にマークしなさい。 
ア．農産物の市場アクセスに関して，アメリカやブラジルがさらなる自由化を主張する一方で，EU や

日本が関税引き下げを一定限度に留めるとともに，重要産品に対する関税引き下げの例外措置を主張

したため。 
イ．非農産品市場アクセス(NAMA)において，日本を含めた先進国と，ブラジルやインドなどの先進途

上国の間で，鉱工業品関税の引き下げを巡る交渉が難航したため。 
ウ．農業の国内支持において，EU やブラジルからアメリカの国内補助金の削減幅が十分でないとの批

判が高まったため。 
エ．アメリカが EU やカナダの反対を押し切って，公共事業で使用する鉄鋼等について自国製品の調達

を義務づける「バイ・アメリカン条項」を盛り込む法案を成立させたため。 
問 4 下線部(c)に関して以下の問いに答えなさい。 
(1) WTO では，地域貿易協定が自由貿易を促進し，多角的自由貿易体制を補完するものと位置づけている。

この理由として考えられることを 60 字以内で説明しなさい。(句読点も 1 字に数える。) 
(2) 1990 年代後半以降になると 2 国間あるいは地域的な自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の締結が

積極化しているが，こうした動きが企業活動に対してどのような問題点をもたらすと考えられるか，60 字

以内で説明しなさい。(句読点も 1 字に数える。) 
(3) 2010 年 6 月時点において日本と EPA を締結・発効している国として適当でないものを下記のア～オの

中から 1 つ選び，その記号をマーク解答用紙の解答欄にマークしなさい。 
ア．メキシコ イ．韓国 ウ．ブルネイ エ．チリ オ．インドネシア 

問 5 GATTとWTOの紛争処理の違いに関する以下の説明のなかで適当でないものを下記のア～エの中から

1 つ選び，その記号をマーク解答用紙の解答欄にマークしなさい。 
ア．GATT では 1 か国でも支持すれば承認されるネガティブ・コンセンサス方式が採用されていたが，

WTO では全会一致の承認が必要なコンセンサス方式へと変更された。 
イ．GATT では対抗措置の対象はモノ分野のみに限定されていたが，WTO ではサービスなどの 3 分野

へと対象が拡大された。 
ウ．GATT ではなかった再審制度が，WTO では創設された。 
エ．提訴から対抗措置承認までの期間が GATT では示されていなかったが，WTO では標準として約 2

8 か月，最長で約 35 か月と規定された。 
 

【15】2010 同志社大学 2/7,学部個別日程 政策 文化情報  

 次の文章を読み，下の設問(設問 1～設問 4)に答えよ。 
 人，モノ，資本などが国境を越えて自由に移動するという経済のグローバル化が進んできたが，それと並行

して，(a)地域的経済統合などの( A )の動きも活発になってきた。その代表的なものとして欧州統合を挙げ

ることができるが，この統合は経済分野にとどまらず政治的な統合をも模索しているところにその特徴がある。 
 欧州の経済統合の戦後の歴史は，1948 年に( ア )がマーシャル・プランの受け入れ機関として設立され

たことに始まる。1952 年には，当時のフランス外相( イ )の構想によって，石炭と鉄鋼の単一市場を実現

させるため，フランス，旧西ドイツ，イタリアなどの 6 カ国で欧州石炭鉄鋼共同体が発足した。そして，195
8 年にこれら 6 カ国で欧州経済共同体と( ウ )が発足し，1967 年には，これらにさきの欧州石炭鉄鋼共同体
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を加えた 3 つの組織を統合して欧州共同体(EC)が誕生することになった。 
 この EC では，まず 1968 年に域内関税を撤廃すると同時に域外諸国に対する関税率を統一して( B )が
実現され，またローマ条約で規定された( C )も本格的に実施される運びとなった。この( C )では，域内

の農産物に対して統一価格を設定するとともに，農産物の域外への輸出には補助金がつけられ，域外からの輸

入には課徴金が課せられることになった。1973 年からは，EC の域内通貨間では固定為替相場制を，域外通

貨に対しては変動為替相場制を適用するといった( D )制がとられた。そして，1979 年には( エ )が域内

通貨安定のために発足することとなった。 
 1993 年に，12 カ国で欧州連合条約(マーストリヒト条約)が発効すると，EC は政治統合もめざした欧州連

合(EU)と改称され，さらに 1995 年にオーストリア，フィンランド，スウェーデンが欧州連合に加わり，加盟

国は 15 カ国となった。そして，1997 年に，共通の外交・安全保障政策などを実施するための欧州連合条約

の改正が合意され，アムステルダム条約として採択(1999 年に発効)されることになった。また，1999 年 1 月

からは，(b)単一通貨ユーロが加盟 11 カ国で導入されることにもなった。 
 その後 2001 年に，欧州連合の東方拡大に向けて( E )条約(2003 年に発効)が調印され，2004 年には旧東

欧諸国などが加わり，EU 加盟国は 25 カ国となった。さらに，2007 年には，( オ )とブルガリアが加盟し，

EU は 27 カ国体制となったのである。 
〔設問 1〕 文中の( A )～( E )に最も適した語句を，下の語群から 1 つ選び，その番号を解答欄Ⅱ－乙

の A～E に記入せよ。 
1．食糧安全保障 2．生産国同盟 3．リージョナリズム 4．二重為替レート 5．リスボン  

6．ブロック経済 7．関税同盟 8．ナショナリズム 9．食糧管理制度 10．管理フロート 

11．パリ 12．共通農業政策 13．経済通貨同盟 14．ニース 15．共同フロート 

〔設問 2〕 文中の( ア )～( オ )に最も適切な名称，人名または国名を，解答欄Ⅱ－甲のア～オに記入せ

よ。ただし，ア，ウ，エには漢字で，イとオにはカタカナでそれぞれ記入せよ。 
〔設問 3〕 下線部(a)に関連して，EU 以外の地域的経済統合について説明した以下の記述を読み，文中の( 

カ )～( ケ )に最も適切な数字，名称または国名を，解答欄Ⅱ－甲のカ～ケに記入せよ。ただし，カには

カタカナで，キには数字で，クとケにはアルファベットの大文字でそれぞれ記入せよ。 
 アジア太平洋地域における地域的経済統合の動きとしては，まず ASEAN が挙げられる。これは，1967
年に，インドネシア，( カ )，フィリピン，シンガポール，タイの 5 カ国で結成されたが，2009 年 8 月

現在，( キ )カ国で構成されている。また，これら諸国は自由貿易地域として( ク )の形成も推進し，

さらに，日米などを含めた環太平洋地域ではアジア太平洋経済協力会議の場で経済協力の構想などが検討さ

れている。 
 他方，アメリカ大陸では，1994 年に米加自由貿易協定にメキシコが加わった NAFTA が，また，1995
年には南米諸国を中心とした( ケ )がそれぞれ発効した。 

〔設問 4〕 下線部(b)に関連して，適当でないものを，次の 1～5 のうちから 1 つ選び，その番号を解答欄Ⅱ

－乙に記入せよ。 
1．2009 年 8 月現在，自国通貨を放棄してユーロを使用している EU 加盟国は 16 カ国である。 
2．ユーロを導入する前の EU の流通通貨は ECU であった。 
3．欧州中央銀行(ECB)の本部は，ドイツのフランクフルトにおかれている。 
4．2002 年からユーロの一般流通が開始されたが，イギリスはこのユーロの導入には加わらなかった。 
5．EU 加盟国以外でもユーロを一般流通させている国がある。 
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【16】2009 同志社大学 2/5,全学部日程(文系)  

 次の文章を読み，下の設問(設問１～設問４)に答えよ。 
 第 2 次世界大戦後の国際通貨制度の基礎は，連合国の間で 1944 に締結された( A )協定に基づいて，ド

ルを( B )通貨とし，国際通貨基金を設立することで形作られた。( A )体制では，ドルは金と一定の比率

での交換を保証され，他の国々の通貨に関してはドルとの交換比率を一定にする固定為替相場制度が採用され

た。国際通貨基金は為替相場の安定を維持するために，国際収支が( C )となり，貿易決済に必要なドルが

不足した国に対して一時的な融資を行った。 
 この国際通貨制度は，戦後の世界経済でのアメリカ合衆国の圧倒的な経済力を背景としていた。しかし，1
960 年代後半以降，( D )戦争などによる軍事支出等を通じてドルが世界中に流出し，そのドルが金と交換

されるとアメリカ合衆国の金準備高は減少し，ドルに対する信認も低下した。金の国外流出を食い止めるため

に，アメリカ合衆国は 1971 年 8 月に金・ドルの交換を停止したが，これは( ア )・ショックと呼ばれる。(a)

同年 12 月にワシントンで開催された 10 カ国蔵相会議での協定により，金価格に対するドルの切り下げ，円

の対ドル平価切り上げなどの為替レートの調整が行われた。この協定は( イ )協定と呼ばれる。しかし，そ

の後もドル価値の低下は止まらず，1973 年には各国が変動為替相場制へ移行し，1976 年にジャマイカで行わ

れた国際通貨基金暫定委員会での合意で，変動為替相場制への移行の追認と，金にかわって( E )の役割を

拡大することが決定された。 
 その後も国際通貨体制を揺るがす危機は何度となく起きている。( F )年に発生した通貨危機では，(b)タ

イの金融・通貨不安に端を発した経済的混乱が，東アジア諸国に深刻な影響をもたらした。この背景には，経

済活動が国境を越えて地球規模で自由に行われる( G )という現象が進み，資本移動が容易となり，海外か

ら東アジア諸国へ流入していた多額の( H )資金が一転して大量に国外に流出したことがある。このように，

国際通貨制度を不安定化させかねない( I )に代表される投機的資金の国際間移動を制限するべきであると

いう提案もなされているが，( J )もその対策の一つである。 
〔設問１〕 文中の( A )～( J )に最も適切な数字または語句を，下の語群から 1 つ選び，その番号を解

答欄Ⅱ－乙の A～J に記入せよ。 
１．1996 ２．1997 ３．1998 ４．ルーブル ５．黒字 ６．ブロック経済化  

７．オイルマネー ８．赤字 ９．ヘッジファンド 10．短期 11．管理  

12．グローバリゼーション 13．長期 14．プラザ 15．特別引き出し権 16．中東 17．銀  

18．トービン税 19．ベトナム 20．基軸 21．ブレトン・ウッズ 22．超過 23．イラク  

24．保護貿易主義 25．ユーロ 26．オイル 27．クーリングオフ 28．セーフガード 

〔設問２〕 文中の( ア )と( イ )に最も適切な語句を，解答欄Ⅱ－甲のア，イにカタカナで記入せよ。 
〔設問３〕 下線部(a)に関連して，以下の文中の( ウ )～( カ )に最も適切な数字を，解答欄Ⅱ－甲のウ

～カに記入せよ。 
 この協定でドル価値の切り下げ調整が行われ，金 1 オンスとの交換比率が，それまでの( ウ )ドルから

( エ )ドルへと変更された。日本の通貨である円の為替レートは，1949 年以来維持されていた 1 ドル＝( 
オ )円から，この協定の結果 1 ドル＝( カ )円へと変更された。 

〔設問４〕 下線部(b)に関連して，以下の文中の( キ )～( コ )に最も適切な語句を，解答欄Ⅱ－甲のキ，

クには漢字で，ケ，コにはカタカナで記入せよ。 
 このアジア通貨危機の際に( キ )準備が枯渇して国際通貨基金から資金融資による支援を受けた国は，

タイ・( ク )・( ケ )であるが，支援の条件として国際通貨基金が課した，財政赤字削減のための緊縮

財政や増税・金利の引き上げなどの( コ )と呼ばれる条件が，被援助国の実情に合わなかったとの批判も

あった。 
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【17】2010 法政大学 2/7,Ａ方式・Ａ方式(Ⅰ日程) 人間環境 経営 文  

 次の文章を読んで，下記の問いに答えよ。 
 1945 年 5 月，ドイツの降伏によってヨーロッパでの第二次世界大戦は終了した。総力戦であったため，交

戦各国の損失や被害は甚大で，ヨーロッパは疲弊した。そのため，戦後の再建はヨーロッパにおける平和と繁

栄をめざすものとなった。 
 その歩みは，1950 年に入ると具体化された。それまで幾度かドイツとフランスの間で紛争の原因となって

きた両国の石炭と鉄鋼を国際的に共同で管理するプランを，フランスのシューマン外相が唱え，これに西ドイ

ツ，イタリア，ベルギー，オランダ，ルクセンブルクが賛同し， A を 1951 年に結成，翌年スタートさせ

た。この成功に基づいて，これらの 6 カ国は EEC(ヨーロッパ経済共同体)と B を 1958 年にスタートさせ

た。1967 年にはこれら 3 つの共同体の諸機関が統合され， C に編成された。 
 このような統合とは異なる路線を選択する国々もあった。まず，(1)ソ連と東欧諸国を中心にした社会主義の

建設・強化を目指す国々があった。さらに，自由主義陣営側でも，国家主権の制約を嫌う国々が，工業製品の

貿易自由化に限定する D を結成した。しかし，このグループの中心国であったイギリスはその後 EEC 加

盟を申請し，1973 年にアイルランドそしてデンマークとともに， C 加盟を果たしている。その後も， 

D からは C ，そして次に見る EU(ヨーロッパ連合)に加盟する国が続いた。1994 年には，スイスを除い

た両者間において市場統合を目指した E が形成されている。 
 このようにして， C の加盟国は 1970 年代に 9 カ国，1980 年代に 12 カ国になり，その後(2)EU になっ

てからも加盟国が増え続け，1990 年代に 15 カ国，21 世紀に入ってからは東欧諸国等が加盟を実現し，2007
年には加盟国数は 27 を数えている。 
 ヨーロッパ統合を見る場合，地理的拡大と並んで，統合の深化の進捗

ちょく

も重要である。まず，市場統合は，1
968 年には関税同盟が完成し，1979 年には国際通貨制度の混乱を背景に F がスタートした。さらに，19
85 年に発表された「域内市場統合白書」，1986 年に調印された G に基づいて非関税障壁の撤廃も実現で

き，1993 年には(3)域内市場統合が達成された。そして，1993 年に通貨統合と政治統合をめざしたマーストリ

ヒト条約(ヨーロッパ連合条約)が発効して(4)EU がスタートした。1999 年には(5)単一通貨ユーロが加盟 11 カ

国で導入され，2002 年に 12 カ国で現金通貨として実際に流通し始めた。2009 年現在，ユーロは 16 カ国で

法定通貨として使用されている。 
 このように，ヨーロッパ統合は地理的に拡大すると同時に，経済通貨統合を実現して，当初の目的であった

ヨーロッパの平和と安定そして経済的繁栄を達成してきた。次の目標である政治の分野でも，さまざまな問題

に直面しながらも一層の統合を進めている。 
問 1 文中の空欄 A ～ G にあてはまる語句を次のア～ツの中からそれぞれ一つ選び，その記号を解答

欄にマークせよ。 
ア EFTA(ヨーロッパ自由貿易連合) イ NATO(北大西洋条約機構) 

ウ ECSC(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体) エ EC(ヨーロッパ共同体) オ EMS(ヨーロッパ通貨制度) 

カ ベネルクス関税同盟 キ EDC(ヨーロッパ防衛共同体) ク ECB(ヨーロッパ中央銀行)  

ケ CSCE(全欧安全保障協力会議) コ WEU(西欧同盟) サ EURATOM(ヨーロッパ原子力共同体) 

シ EEA(ヨーロッパ経済地域) ス EBRD(ヨーロッパ復興開発銀行) セ IAEA(国際原子力機関) 

ソ 単一ヨーロッパ議定書 タ リスボン条約 チ ニース条約 ツ アムステルダム条約 

問 2 下線部(1)に関連して，ソ連と東欧諸国がアメリカによるヨーロッパの経済復興路線に対抗して結成した

経済協力組織は何か。次のア～オの中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア コメコン(COMECON) イ ヨーロッパ経済協力機構(OEEC) ウ コミンテルン(COMINTERN) 

エ 対共産圏輸出統制委員会(COCOM) オ ワルシャワ条約機構(WTO) 
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問 3 下線部(2)に関連して，次のア～オにおける各国とEU との関係についての記述が正しい場合にはA を，

誤っている場合には B を，解答欄にマークせよ。 
ア スロベニア―旧ユーゴスラビアにおける紛争で分離独立したこの国は，EU に加盟していない。 
イ トルコ―――アジアとヨーロッパの境界にあるこの国は，EU に加盟していない。 
ウ リトアニア―旧ソ連の構成国であったこの国は，EU に加盟していない。 
エ スイス―――永世中立であるこの国は，EU に加盟していない。 
オ スロバキア―チェコと分離したこの国は，EU に加盟していない。 
問 4 下線部(3)を説明する記述のうちで誤っているものを次のア～エの中から一つ選び，その記号を解答欄に

マークせよ。 
ア 域内の国では，相互間の関税が撤廃されている。 
イ 域内の国は，域外との取引において共通の関税政策を実施している。 
ウ 域内では，財やサービス，そして資本の移動が自由化されている。 
エ 域内では，付加価値税の税率が同一にされている。 

問 5 下線部(4)を構成する諸機関についての記述のうちで誤っているものを次のア～エの中から一つ選び，そ

の記号を解答欄にマークせよ。 
ア EU には司法裁判所が設置され，域内の紛争処理を担当している。 
イ EU の政策執行機関として，EU 委員会(ヨーロッパ委員会)が設置されている。 
ウ EU の立法機関である閣僚理事会は，イギリス，ドイツ，フランス，イタリアの 4 ケ国から構成さ

れている。 
エ EU にはヨーロッパ議会が設置され，加盟国からその議員が選出されている。 

問 6 下線部(5)が導入された場合の説明として正しいものを次のア～エの中から一つ選び，その記号を解答欄

にマークせよ。 
ア ユーロを導入した国の間では，為替相場の変動リスクがなくなる。 
イ ユーロを導入した国では，財政赤字の水準を自由に設定することができる。 
ウ ユーロを導入した国では，インフレーションが生じなくなる。 
エ ユーロを導入した国の間では，各国が個別に金融政策を実施できる。 
 

【18】2011 明治大学 2/5,全学部統一  

 次の会話文を読み，設問 1～10(解答番号 21～30)に答えなさい。 
高校生：  新聞の見出しに「100 年に一度の危機」とありましたが，一体何のことですか？ 
先 生：  アメリカのサブプライム住宅ローン問題に端を発した「世界同時不況」のことです。2008 年の

秋にリーマン・ブラザーズの破綻を契機に，金融市場全体の危機に発展し，不況が世界的に広がっ

ていきました。アメリカの中央銀行である ア の前議長グリーンスパンが「100 年に一度の信用

の津波」と発言したことが始まりですね。 
高校生：  この間ずっと危機は起こっていないのですか？ 
先 生：  実際には，(1)金融危機や通貨危機は何度も発生しているのですが，前回の「100 年に一度の危機」

は(2)世界大恐慌のことですね。世界的な不況のなかで，各国は(3)関税を引き上げたり平価(為替相場)
を切り下げ，その結果，世界の貿易量は大幅に減少していきました。そのことを教訓として，第二

次世界大戦後の国際経済体制は構築されました。 
高校生：  ブレトン・ウッズ協定に基づいて設立された IMF や イ ，それと貿易面では GATT のこと

ですね。 
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先 生：  そうです。為替の安定や自由貿易が追求され，世界経済は非常に高い経済成長を成し遂げました。

しかし，ブレトン・ウッズ体制は，1971 年 8 月の金とドルの交換の停止によって，事実上終わりま

した。12 月の(4)スミソニアン協定によって固定相場制への復帰が図られましたが，1973 年に主要先

進国は変動相場制に移行しました。 
高校生：  今朝の新聞を見てびっくりしました。夏休みに家族でハワイに行った時には，1 ドル＝100 円で

したが，今朝の新聞では 80 円になっていました。 
先 生：  (5)円高になったのですね。急激に円高が進むと，輸出業者は損害を被ります。そのような為替リ

スクを回避するため，さまざまな金融商品が開発されました。その一方で，金融商品に資金が過度

に集中することによって，資産価格が乱高下することもあります。 
高校生：  金融自由化がもたらした功罪ですね。貿易の自由化はどの程度進んだのでしょうか？ 
先 生：  GATT は「自由・多角・(6)無差別」の 3 原則の下，自由化を推進してきました。23 カ国で始ま

った多国間貿易交渉は，(7)ウルグアイ・ラウンドでは 120 カ国を超えるまでに拡大し，モノの関税率

は大きく引き下げられました。交渉内容も，サービスや知的所有権などにまで広がっています。 
高校生：  GATT は WTO に改組されたと何かに書いてありました。何が変わりましたか？ 
先 生：  (8)紛争処理が迅速化されました。やはり，一番大きく変わったことは，正規の国際機関となった

ことでしょう。WTO になっても解決すべき問題はありますが，自由貿易を推進するためのルールを

整備することが，世界経済の成長にとって重要なことでしょう。 
設問 1 文中 ア に入るもっとも適切なものを一つ選び，(解答番号 21)にマークしなさい。 

A ECB B FRB C FTA D EMU 

設問 2 下線部(1)に関して，1997 年のアジア通貨危機はある国の通貨の暴落が発端となった。その通貨の名

称は何か。もっとも適切なものを一つ選び，(解答番号 22)にマークしなさい。 
A バーツ B ウォン C ルピー D ペ ソ 

設問 3 下線部(2)に関して，ケインズが述べた大恐慌の原因は何か。もっとも適切なものを一つ選び，(解答

番号 23)にマークしなさい。 
A 技術革新の欠如 B 金融政策の失敗 C 有効需要の不足 D 過剰生産 

設問 4 下線部(3)に関して，次の図は X 財の国内供給曲線と国内需要曲線を示している。E 点は貿易を行わ

ない場合の均衡点で，X 財の国際価格が 30 だとする。 
・自由貿易を行った場合の輸入量は あ である。 
・X 財の輸入に 20 の関税を課けた場合の輸入量は い 

である。 
このとき， あ と い の差はいくらになるか。もっと

も適切なものを一つ選び，(解答番号 24)にマークしなさい。 
 なお，国内需要量＝国内供給量＋輸入量 が成り立つ。 

A 20 B 40 C 60 D 80 

設問 5 文中 イ に入るもっとも適切なものを一つ選び，

(解答番号 25)にマークせよ。 
A OECD B UNCTAD C ITO D IBRD 

設問 6 下線部(4)に関して，スミソニアン協定によって，新

たに決められたドルに対する円相場はいくらか。もっとも

適切なものを一つ選び，(解答番号 26)にマークしなさい。 
A 1 ドル＝360 円 B 1 ドル＝325 円 C 1 ドル＝308 円 D 1 ドル＝287 円 
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設問 7 下線部(5)に関して，日本経済において円高をもたらす要因となるものは何か。もっとも適切なものを

一つ選び，(解答番号 27)にマークしなさい。 
A 金利の低下 B 物価の上昇 C 経常収支の黒字 D 円売り介入 

設問 8 下線部(6)に関して，無差別の原則の例外として何があるか。もっとも適切なものを一つ選び，(解答

番号 28)にマークしなさい。 
A 最恵国待遇 B 内国民待遇 C セーフティネット D 一般特恵関税 

設問 9 下線部(7)に関して，ウルグアイ・ラウンドの結果，日本が部分開放をした市場は何か。もっとも適切

なものを一つ選び，(解答番号 29)にマークしなさい。 
A コ メ B オレンジ C 牛 肉 D 大 豆 

設問 10 下線部(8)に関して，WTO になりパネル(紛争処理小委員会)の勧告の採択方式が変わった。WTO に

おいて採用されたものは何か。もっとも適切なものを一つ選び，(解答番号 30)にマークしなさい。 
A コンセンサス方式 B ネガティブ・コンセンサス方式 

C 1 国 1票による多数決方式 D 拠出金に比例した票による多数決方式 

 

【19】2011 明治大学 2/15,一般 農  

 現代のグローバル経済化とは，貿易の視点から言えば，国際分業と貿易が地球規模で拡大していることであ

る。この(ｱ)国際分業の理論は，かつて「世界の工場」として工業製品の輸出拡大をめざしていたイギリスの自

由貿易論者 D. リカードの 1 説に由来する。そして，(ｲ)世界恐慌から第二次世界大戦へと繋がる期間は，

戦後のめざすべき貿易体制に大きな教訓を与えた。 
 また，貿易面から戦後のグローバル化に大きな役割を担ってきたのは，多国間協定としての(ｳ)GATT(関税お

よび貿易に関する一般協定)であった。次いで，1995 年に GATT を発展的に継承する形で国際機関としての

WTO(世界貿易機関)が設立され，2001 年からドーハ・ラウンド交渉が開始された。しかし，両者はそうした

役割を担ってきたにもかかわらず，(ｴ)このラウンド交渉が未だ見通しが立たず難航しているのも周知のとおり

である。 
 ところで，国際分業の現代的特徴として重要なことは，企業内国際分業がかつてないほど拡大していること

である。つまり，本国の親会社と海外子会社，あるいは海外子会社間の国際分業に基づいた同一企業内の国際

貿易が増大した。 
 (ｵ)この膨大な資本規模を有して国境を越えて活動する企業のことをとくに 2 という。現代のグローバル

化の実態は(ｶ)国際収支の側面だけでなく企業内国際分業の意味もよく吟味する必要がある。 
問 16 下線部(ｱ)国際分業に関連した説明として最も適切でないものの記号を一つ選び，解答欄 14 にマーク

しなさい。 
A 工業製品を輸出する先進国と原料を輸出する発展途上国との貿易に基づいた国際分業を垂直的分

業という。 
B 先進国間での工業製品の貿易に基づいた国際分業を水平的分業という。 
C 中国，インド等の新興国の経済発展によって新興国と先進国との水平的分業が拡大しつつある。 
D 先進国の輸出総額のうち輸出相手国で最も多いのは発展途上国である。 
E 垂直的分業は途上国経済のモノカルチュア化をもたらす傾向にある。 

問 17 空欄 1 に入るべき最も適当な用語を漢字で解答欄 103 に記入しなさい。 
問 18 下線部(ｲ)に関連した説明として正しいものの記号を一つ選び，解答欄 15 にマークしなさい。 

A 世界恐慌後，各国は保護貿易の傾向を強め第二次大戦の一因になった。 
B 世界恐慌は，産業資本主義時代の自由競争が過熱したため起こった。 
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C 世界恐慌は，アメリカ，ヨーロッパ，ソ連でほぼ同時に起こった。 
D 世界恐慌によって各国の経済に対する国家の役割は低下した。 
E 世界恐慌の最中でもアメリカの農業部門への影響は軽微であった。 

問 19 下線部(ｳ)GATT の説明として正しくないものの記号を一つ選び，解答欄 16 にマークしなさい。 
A GATT の三原則は，自由，多角，無差別という表現に象徴される。 
B GATT のラウンド交渉は合計 4 回以上行われた。 
C GATT 交渉は当初は関税の引き下げから始まった。 
D GATT で農業分野が本格的に取り上げられたのは 1986 年からのウルグアイ・ラウンドが最初であ

る。 
E GATT の貿易に関する紛争処理の強制力は WTO よりも強かった。 

問 20 下線部(ｴ)に関連した説明として最も適当でないものの記号を一つ選び，解答欄 17 にマークしなさい。 
A 交渉難航の最大の障壁になっているのは農業分野である。 
B 交渉難航を見据えて，FTA や EPA 等への動きが活発化してきた。 
C WTO への加盟国数の増加や先進国と発展途上国の対立が増加していることも交渉が難航している

原因である。 
D WTO 加盟国のなかでは対立激化によって脱退する国が増加している。 
E 貿易をめぐっては先進国間の対立も根深い。 

問 21 下線部(ｵ)に関連した説明として正しくないものの記号を一つ選び，解答欄 18 にマークしなさい。 
A こうした企業のなかには発展途上国一国の GDP を上回る売上高をもった巨大企業もある。 
B 石油部門ではこうした企業のことを石油メジャーともいう。 
C 食品部門におけるこうした企業の典型としてはマクドナルド社がある。 
D こうした企業のなかには受入国の政治や経済に大きな影響力を及ぼすものもある。 
E こうした企業にとって各国の取り入れた規制緩和政策は不利になる。 

問 22 空欄 2 に入る適当な用語を漢字 5 文字で解答欄 104 に記入しなさい。 
問 23 下線部(ｶ)国際収支に関連した説明として最も適当でないものの記号を一つ選び，解答欄 19 にマーク

しなさい。 
A 日本企業の海外進出が増えると資本収支の黒字幅は増加する。 
B 貿易収支は商品(モノ)の輸出入の収支である。 
C 経常収支は，貿易，サービス，所得，経常移転の各収支からなる。 
D 海外の投資家が日本企業の株を購入した場合，投資収支の黒字幅は増加する。 
E 日本からの海外旅行者数が増加するとサービス収支の黒字幅は減少する。 
 

【20】2009 明治大学 2/5,全学部統一入試  

 2008 年 7 月，(1)主要国首脳会議(サミット)が北海道の ア で開催された。日本での開催は，2000 年の 

イ 首相のときに開催された九州・沖縄サミット以来のことである。サミットはもともと，オイル＝ショッ

ク以降の経済危機に主要先進国が対処することを主たる目的としてフランスの提唱により始まり，(2)第 1 回の

サミットはフランスのランブイエで開催された。日本は第 1 回からの参加国のひとつであり，日本からは当

時の首相で明治大学 OB の ウ が出席した。現在，サミットに参加している国は日本，アメリカ，イギリ

ス，フランス，(3)ドイツ，イタリア，カナダ，ロシアであり，これらの国々を総称して G8 という。このほか，

EU もサミットに参加している。なお，現在，サミットでは経済問題にとどまらず，政治問題や環境問題など

が扱われるようになっている。 
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 さて，2008 年のサミットの主要テーマとなったのは環境問題である。具体的には，地球温暖化の防止のた

めに，いわゆる温室効果ガスの削減に各国がどのように取り組むかということが議論された。サミットの 2
日目には，いわゆる G8 各国が，2050 年までの温室効果ガスの排出量半減という目標について，G8 のみなら

ず全ての国での共有を目指す旨を，首脳宣言に明記した。これに対し，サミット最終日に行われた G8 に，中

国，インド，(4)ブラジル，韓国などの 8 か国が加わった主要排出国会議(MEM)の首脳会合では，2050 年まで

の温室効果ガス排出量半減という具体的な数字は盛り込まれず，上記目標の共有を支持すると明記した首脳宣

言が採択されるにとどまった。 
 このほか，2008 年のサミットの首脳宣言には，(5)北朝鮮をめぐる問題について，拉致を強く非難し，核放

棄を強く迫る旨が明記された。このうち，わが国がとりわけ重視している拉致の問題については，北朝鮮は 2
002 年に拉致被害者 5 人を日本に帰国させたものの，2008 年のサミット終了までの時点では他の被害者につ

いては再調査を約束しているのみであり，なかなか進展がみられない状況にあるので，被害者の帰国に向けて

政府の一層の努力が望まれる。 
 また，サミット参加国や，サミット参加国ではないが主要排出国会議に出席した国々のなかには，わが国と

地理的に近く，また，わが国との間で未解決の諸問題が存在している国々がある。たとえば，(6)ロシアとの間

では北方領土問題の解決がなされておらず，平和条約の締結もまだなされていない。また，(7)中国や韓国との

間でも外交上の諸問題が存在している。わが国，ひいては東アジアの平和と安定のためには，これらの諸問題

を解決することが重要な課題である。 
設問１ 下線部(1)に関して，2007 年のサミットの開催地を選び，(解答番号 20)にマークせよ。 

Ａ アメリカ・デンバー Ｂ ロシア・サンクトペテルブルク 

Ｃ イタリア・ジェノバ Ｄ ドイツ・ハイリゲンダム 

設問２ 文中の ア に入るもっとも適切なものを選び，(解答番号 21)にマークせよ。 
Ａ 摩周湖 Ｂ 洞爺湖 Ｃ 支笏湖 Ｄ サロマ湖 

設問３ 文中の イ に入るもっとも適切なものを選び，(解答番号 22)にマークせよ。 
Ａ 小渕恵三 Ｂ 橋本龍太郎 Ｃ 森喜朗 Ｄ 村山富市 

設問４ 下線部(2)に関して，第 1 回サミットにはまだ参加していなかった国を選び，(解答番号 23)にマーク

せよ。 
Ａ カナダ Ｂ イタリア Ｃ (旧)西ドイツ Ｄ イギリス 

設問５ 文中の ウ に入るもっとも適切なものを選び，(解答番号 24)にマークせよ。 
Ａ 佐藤栄作 Ｂ 福田赳夫 Ｃ 三木武夫 Ｄ 田中角栄 

設問６ 下線部(3)に関して，もっとも適切なものを選び，(解答番号 25)にマークせよ。 
Ａ 1961 年に東ドイツとソ連がベルリンの壁を築いたのは，もっぱら，西側の良質な物資や情報が東

ドイツに流入するのを防ぐためであった。 
Ｂ 東西両ドイツは，統一に至るまで国際連合に加入していなかった。 
Ｃ メルケル首相は，ドイツ連邦共和国で初めて女性で首相となった人物である。 
Ｄ ユーロ導入以前のドイツの通貨単位はクローネであった。 

設問７ 下線部(4)に関して，もっとも適切なものを選び，(解答番号 26)にマークせよ。 
Ａ ブラジルは近年着実に経済力を増しており，インド，中国，南アフリカの 3 カ国とともにブリッ

クスとよばれ，新興経済国として世界的に注目されている。 
Ｂ ブラジルの公用語はスペイン語である。 
Ｃ 最近，隣国のアルゼンチンが日本，ドイツ，インドとともに国際連合の安全保障理事会の常任理事

国入りを目指したのに対し，ブラジルはイタリアや韓国などとともにこれに反対した。 
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Ｄ ブラジル憲法は，侵略と制裁を目的とする戦争の放棄を定めている。 
設問８ 下線部(5)に関して，もっとも適切なものを選び，(解答番号 27)にマークせよ。 

Ａ 北朝鮮の核開発問題解決のために開始されたいわゆる 6 か国協議の当事国は，日本，アメリカ，

韓国，中国，ロシア，北朝鮮であり，議長国はアメリカである。 
Ｂ 韓国の盧武鉉前大統領は北朝鮮に対し宥和政策をとっていたが，2008 年に就任した李明博大統領

も，この宥和政策を引き継いだ。 
Ｃ 2002 年に北朝鮮を訪問した，当時の日本の首相は安倍晋三である。 
Ｄ 2008 年 6 月に，アメリカは北朝鮮のテロ支援国家指定解除を行う方針を示した。 

設問９ 下線部(6)に関して，もっとも適切なものを選び，(解答番号 28)にマークせよ。 
Ａ 1956 年の日ソ共同宣言で，ソ連は日本との平和条約の締結後，北方四島(歯舞，色丹，国後，択捉)
を日本に引き渡すことを表明した。 

Ｂ 1951 年のサンフランシスコ平和条約で，日本は千島列島に対する権利を放棄したが，これには北

方四島が含まれるというのがロシアの主張である。 
Ｃ 1997 年のクラスノヤルスク合意で，2000 年までに日露両国間で平和条約を締結することを約束し

た日露両国の首脳は，日本の橋本龍太郎首相とロシアのプーチン大統領である。 
Ｄ 現在，北方四島はロシアが武装占拠しているため，北方四島の元居住者およびその子孫ですら，北

方四島を訪問することは絶対的に不可能となっている。 
設問 10 下線部(7)に関して，もっとも適切なものを選び，(解答番号 29)にマークせよ。 

Ａ 尖閣諸島について中国が領有権を主張し始めたのは，石油などの資源が埋蔵している可能性が指摘

されてからのことで，それは 1960 年代以前からのことである。 
Ｂ 尖閣諸島は日清戦争で清から奪ったものでもなければ，サンフランシスコ平和条約で日本が放棄し

た領土に該当するものでもないというのがわが国の主張である。 
Ｃ 韓国との間で領有権の争いがある竹島は，現在，日本が実効支配している。 
Ｄ 1965 年に締結された日韓基本条約とあわせて締結された協定では，韓国はわが国に対する賠償請

求権を放棄していない。 
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【1】2011 青山学院大学 2/18,個別学部日程(Ａ方式) 国際政治経済  

問 1 (a) [38] (b) [13] (c) [11] (d) [21]  (e) [9] (f) [36] (g) [34] (h) [32] 

 (i) [17] (j) [8] (k) [28] (l) [3]  (m) [12] (n) [24] (o) [16] 

問 2 (1) 石油危機 (2) 資源 (3) 多国籍企業 (4) 情報 

【2】2011 学習院大学 2/9 文  

問 1 A ブレトンウッズ B スミソニアン  C ドーハ 問 2 a 問 3 D 内国民待遇  

E 最恵国待遇 問 4 b，e 問 5 キングストン 問 6 G j H h I p J g  K b L o 

問 7 b，d，f 

【3】2010 関西大学 2/2,学部個別日程(３教科型) 経済 人間健康 文 法  

問(A) 1 (ｴ) 2 (ｸ) 3 (ｹ) 4 (ｽ)  5 (ｵ) 6 (ｿ) 

問(B) (ｳ) 問(C) (ｲ) 問(D) (ｴ) 問(E) (ｱ) 

【4】2010 関西大学 2/7,全学部日程(３教科型)  

問(A) 1 (ﾃ) 2 (ｷ) 3 (ﾄ) 4 (ｽ)  5 (ｿ) 6 (ｼ) 7 (ｶ) 8 (ﾁ)  9 (ｴ) 10 (ｸ) 

問(B) (ｱ) 問(C) (ｵ) 問(D) (ｵ) 問(E) (ｳ) 問(F) (ｴ) 

【5】2010 関東学院大学 2/7,一般(前期日程３科目型) 経済 人間環境 文 法  

問 1 5 問 2 1 問 3 3 問 4 3 問 5 4 問 6 5 問 7 4 問 8 5 問 9 2 問 10 6 

【6】2009 関東学院大学 2/7,一般(前期日程(Ａ方式)) 経済 人間環境 文 法  

問１ ５ 問２ ４ 問３ ５ 問４ ２ 問５ ４ 問６ ５ 問７ １ 問８ １ 

問９ ５ 問 10 ３ 

【7】2010 京都産業大学 1/29,前期日程 外国語 経営 経済 文化 法  

問 1 イ，ロ 8，10 (順不同) ハ 1 ニ 5  ホ 7 問 2 ③ 

問 3 A 欧州石炭鉄鋼共同体 [ECSC] B，C 欧州経済共同体 [EEC]，欧州原子力共同体 [EURATOM]  

 D リスボン 問 4 4 問 5 4 

【8】2011 駒澤大学 2/7,Ｔ方式 経営 経済 文  

問 1 1 (ｱ) 2 (ｳ) 3 (ｴ) 4 (ｷ)  5 (ｸ) 6 (ｹ) 7 (ｵ) 8 (ｲ) 

問 2 (ｱ) 問 3 (ｲ) 問 4 (ｲ) 

【9】2011 駒澤大学 3/7,Ｔ方式 経営 経済 文 法－Ａ(昼主) 法－Ｂ(夜主)  

問 1 1 (ｱ) 2 (ｸ) 3 (ﾆ) 4 (ｼ) 5 (ｹ) 6 (ｽ) 7 (ﾃ) 8 (ｾ) 

問 2 (ｴ) 問 3 (ｳ) 問 4 (ｲ) 

【11】2010 成城大学 2/12,Ａ方式(３教科型) 経済  

問 1 a 生活協同組合 b ケネディ c 1968 d 消費者契約 e 消費者庁 

問 2 特定商取引法 問 3 主婦連(合会) 問 4 安全である権利，知らされる権利  

問 5 国民生活センター 問 6 消費者団体訴訟制度 問 7 福田康夫 

【12】2009 成城大学 2/12,Ａ方式(３教科型) 経済  

問１ a 交換停止 b フランス c カナダ d EC  e G8 f 温暖 g クールアース 

問２ 三木(武夫)首相 問３ (1) ゴルバチョフ (2) ペレストロイカ   

問４ (ｲ)，(ｵ) 問５ (ｴ) 問６ 排出量取引 

【13】2011 中央大学 2/10,一般 文  

問 1 ① 金本位 ② 金  ③ 兌換 ④ 固定(為替)相場  ⑤ ブレトン・ウッズ ⑥ 基軸 

 ⑦ 金・ドル交換 ⑧ 変動(為替)相場  問 2 (ｱ) IMF (ｲ) 35 (ｳ) 360 (ｴ) 1971 
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問 3 市場の完全性を謳う自由放任的な経済政策を否定し，政府が公共投資によって有効需要を創出し

完全雇用を実現すべきであるとした。 
【14】2011 中央大学 2/14,一般Ⅰ 経済  

問 1 (1) ウルグアイ・ラウンド (2) 1995  (3) 発展途上 (4) ロシア 

 (5) 関税同盟 (6) メルコスール [MERCOSUR]  (7) 27 (8) 経済連携協定 [EPA] 

 (9) 2002 (10) ASEAN (11) スイス 問 2 紛争処理 問 3 ドーハ・ラウンド 

問 4 最恵国待遇が協定を締結した諸国の内だけに限定される点。 
【15】2010 同志社大学 2/7,学部個別日程 政策 文化情報  

〔設問 1〕 A 3 B 7 C 12 D 15  E 14 

〔設問 2〕 ア 欧州経済協力機構 イ シューマン  ウ 欧州原子力共同体 エ 欧州通貨制度 

 オ ルーマニア 〔設問 3〕 カ マレーシア キ 10 ク AFTA ケ MERCOSUR 〔設問 4〕 2 

【16】2009 同志社大学 2/5,全学部日程(文系)  

設問１ A 21 B 20 C ８ D 19  E 15 F ２ G 12 H 10  I ９ J 18 

設問２ ア ニクソン [ドル] イ スミソニアン 設問３ ウ 35 エ 38 オ 360 カ 308 

設問４ キ 外貨 ク 韓国  ケ インドネシア コ コンディショナリティ 

【17】2010 法政大学 2/7,Ａ方式・Ａ方式(Ⅰ日程) 人間環境 経営 文  

問 1 A ウ B サ C エ D ア E シ F オ G ソ 問 2 ア 

問 3 ア B イ A ウ B エ A  オ B 問 4 エ 問 5 ウ 問 6 ア 

【18】2011 明治大学 2/5,全学部統一  

設問 1 B 設問 2 A 設問 3 C 設問 4 A 設問 5 D 設問 6 C 設問 7 C 設問 8 D 

設問 9 A 設問 10 B 

【19】2011 明治大学 2/15,一般 農  

問 16 D 問 17 比較生産費 問 18 A 問 19 E  問 20 D 問 21 E  

問 22 多国籍企業 問 23 A 

【20】2009 明治大学 2/5,全学部統一入試  

設問１ Ｄ 設問２ Ｂ 設問３ Ｃ 設問４ Ａ  設問５ Ｃ 設問６ Ｃ 設問７ Ｄ  

設問８ Ｄ  設問９ Ｂ 設問 10 Ｂ 


