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【1】2011 青山学院大学 2/7,全学部日程  

 国連平和維持活動(PKO)は，冷戦期に 40 が東西対立のために麻痺し，憲章が定める平和と安全の機能

を十分にはたせなかったため，便宜的措置として生まれた。憲章「6 章半」の活動といわれることもあったが，

国連憲章上明文の規定はない活動である。PKO は平和維持軍(PKF)と，通常は非武装の 41 に分類される。 
 国連 PKO は，伝統的には，国連が紛争当事者間に立って，停戦や軍の撤退の監視等を行うことにより事態

の沈静化や紛争の再発防止を図り，交渉による紛争解決を支援することを目的とした活動である。例えば，国

連休戦監視機構(UNTSO)，国連インド・パキスタン軍事監視団(UNMOGIP)，国連キプロス平和維持軍(UNF
ICYP)，国連兵力引き離し監視軍(UNDOF)は，すでに数十年間活動を続けている。PKO の基本原則としては，

 42 ， 43 ， 44 が挙げられ，国連加盟国にその有用性は広く受け入れられている。 
 冷戦終了後は，武力行使を伴う PKO もソマリアなどで設立され，PKO のあり方が問われるようになった。

また，PKO の任務も人道援助や選挙支援，平和構築など多様化する傾向にある。 
 日本は 45 年の国際平和協力法(PKO 協力法)の成立を機に，本格的な国連平和維持活動参加が可能とな

り，同法に基づき国連カンボジア暫定統治機構( 46 )に自衛隊・警察官を含む要員を派遣した。その後 20
10 年 8 月現在まで， 47 ，ハイチなどでの PKO に自衛隊を派遣している。 
問 1 本文中の空欄 40 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 40  

[1] 総 会 [2] 安全保障理事会 [3] 人権理事会 [4] 経済社会理事会 

[5] 国際司法裁判所 

問 2 本文中の空欄 41 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 41  
[1] 停戦監視団 [2] 非武装化活動 [3] 国連警察 [4] 地域機構 [5] 司法ミッション 

問 3 本文中の空欄 42 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 42  
[1] 同 意 [2] 委 任 [3] 委 託 [4] 主 権 [5] プロポーショナリティ 

問 4 本文中の空欄 43 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 43  
[1] 人 道 [2] 人 権 [3] 中 立 [4] 合法性 [5] 自由主義 

問 5 本文中の空欄 44 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 44  
[1] 非武装 [2] 武装解除 [3] 平和主義 [4] 自 衛 [5] 自衛以上の武力の不行使 

問 6 本文中の空欄 45 に入る最も適切な数字を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 45  
[1] 1989 [2] 1990 [3] 1992 [4] 1994 [5] 2003 

問 7 本文中の空欄 46 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選びなさい。 46  
[1] UNTAET [2] UNHCR [3] UNMIK [4] UNTAC [5] UNCRO 

問 8 本文中の空欄 47 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 47  
[1] 東ティモール [2] インド・パキスタン [3] ソマリア [4] キプロス [5] コソボ 

 

【2】2011 青山学院大学 2/19,個別学部日程(Ａ・Ｂ方式) 経済  

 今日の国際社会は，190 以上の (1) から構成されている。分権的な国際社会では，紛争の平和的解決を

図る国際法は重要な役割を果たすが，その他に，各国が自らの安全を保障するための一つの手段として， (A)
 の方法を採ってきた。これは， (2) のヨーロッパで発展した考え方で，国家間の力関係の釣り合いをと

ることによって，他国や国家群の侵略を防ごうとするものである。他国と同盟を組み，より強い国や国家群に

対抗しようとすることなどが例である。しかし，現実には，このような方法は必ずしも戦争を防ぐものではな

かった。相手よりもわずかでも力の優位に立とうとして軍備拡張競争を招き，却って戦争を誘発しやすくなっ

た。このように自国の安全保障のための軍拡が相手の軍拡を招き，緊張が高まり，逆に自国の安全が脅かされ
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る結果になることを (B) という。 
 第一次世界大戦後に設立された国際連盟，第二次世界大戦後に設立された国際連合では，このような不安定

な安全保障の方法に替わって，国際機構を創設することによって安全を保障しようとする (C) が試みられ

た。このような制度に参加している国家は，相互に武力によって攻撃しないと約束するが，その約束に違反し

平和を乱す国家が現れた場合，他の全ての参加国は協力して違反国に対して制裁を加えるという考え方である。 
 しかし，このような制度は，現実には必ずしも有効に機能しないことがある。国際連合では， (D) が，

国連憲章 (3) の規定に基づき国際の平和と安全の問題に関して決定する権限を持っているが， (4) カ国

からなる常任理事国に拒否権が与えられており，たとえば，一国でも反対すると侵略国の決定ができなくなる。

そのため，冷戦中は国連は有効な行動をとることができなかった。また，国際連合には「国連軍」が存在して

おらず，国連が取る行動には，加盟国が任意で兵力を提供しなければならない。そのため，例えば，湾岸戦争

では (5) が組織された。また，加盟国には国連が行動を起こすまでの間， (6) に訴えることが認められ

ている。 
 冷戦後世界では，国家と国家の間の戦争以外の内戦や人道危機，虐殺なども国連の関心事項となった。たと

えば，1990 年代初頭のボスニア内紛，ソマリアの飢餓，1994 年の (7) でのジェノサイドなどである。ま

た，それまで紛争の状況下にあった国を，長期的に平和を自力で維持できるようにする (8) も国連の主要

な関心事項となった。 
問 1 本文中の空欄(1)から(8)に入る最も適切な語句・数字をそれぞれの選択肢[1]～[5]の中から一つ選び，数

字をマークしなさい。解答は解答用紙(その 1)を使用しなさい。 
(1) [1] 国際組織 [2] 主権国家 [3] 非政府組織 [4] 地方政府 [5] 民 族 

(2) [1] 8 世紀から 10 世紀まで [2] 中 世 [3] 17 世紀から 19 世紀まで  

[4] 14 世紀から 16 世紀まで [5] 20 世紀 

(3) [1] 前 文 [2] 第 2 条 7 項 [3] 第 2 条 1 項 [4] 第 8 章 [5] 第 7 章 

(4) [1] 8 [2] 12 [3] 4 [4] 5 [5] 7 

(5) [1] 同 盟 [2] 多国籍軍 [3] 連合軍 [4] 平和維持軍 [5] 侵略軍 

(6) [1] 拒否権 [2] 独立権 [3] 自治権 [4] 自衛権 [5] 主 権 

(7) [1] ルワンダ [2] ケニア [3] エチオピア [4] エリトリア [5] 南アフリカ 

(8) [1] 平和強制 [2] 信頼醸成 [3] 平和構築 [4] 強制外交 [5] 予防外交 

問 2 本文中の空欄(A)から(D)に入る最も適切な日本語の語句(カタカナ表記含む)を，該当する箇所に記入し

なさい。解答は解答用紙(その 2)を使用しなさい。 
 
【3】2010 学習院大学 2/7 文  

 第二次世界大戦後，人権の国際的保障の試み①が活発化した。その最初の代表的な試みは，1948 年 12 月 1
0 日に国連総会で採択された A である。これは，人権及び自由を尊重し確保するために「すべての人民と

すべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものである。その後，1966 年には， A を条約化②して

法的拘束力を持たせたものとして， B が国連総会で採択された。 
 他方，国内に目を向けると，わが国は，人口減少時代③に突入している。2005 年国勢調査の集計の結果に

よれば，2005 年 10 月 1 日現在，わが国の総人口は，1 億 2776 万 7994 人であったが，これは，1 年前の推

計人口 1 億 2779 万人よりも，約 2 万 2000 人少なかった。人口が前年を下回るのは戦後初のことである。こ

れに対して，わが国に滞在する外国人は，近年増加の一途を辿っており，2005 年 10 月の時点で，日本在住(3
か月以上)の外国人は 155 万 5505 人で，戦後最高となった。総人口に占める割合も 1.2％に達している。この

ような状況の中，減少する労働人口を補うために，外国人労働者④の受け入れ拡大が，有力な選択肢として議
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論されている。 
 しかしながら，外国人と地域社会との間には，言葉や習慣等の違いから，摩擦が生じている場合が少なくな

い。また，日本で働き生活する外国人について，国は，彼らがわが国の社会の一員として日本人と同様の公共

サービスを享受し生活できるような環境を整備する必要がある⑤。外国人による参政権の取得⑥の可否なども

議論すべき課題である。外国人労働者を今後受け入れていく上で，乗り越えなければならない問題は多岐にわ

たっている。 
問 1 文中の空欄 A ， B にあてはまる語句としてもっとも適切なものを解答欄に記入しなさい。 A

 ， B はいずれも 6 字とする。なお，同一記号の空欄には，同一の語句が入るものとする。 
問 2 下線部①に関連して，国際的な人権保障に関連する以下の条約 a～e のうち，2009 年 1 月 1 日時点にお

いて，日本が批准していないものをすべて選び，解答欄にマークしなさい。正答を過不足なくマークした場

合に限り，得点とします。〔解答用紙マーク〕 
a ジェノサイド禁止条約 b 難民の地位に関する条約 c 子どもの権利条約(児童の権利条約) 
d 死刑廃止議定書(死刑廃止条約) e 人種差別撤廃条約 

問 3 下線部②に関連して，以下の a～d の記述の中から，適切なものをすべて選び，解答欄にマークしなさ

い。該当するものがない場合には，e をマークしなさい。正答を過不足なくマークした場合に限り，得点と

します。〔解答用紙マーク〕 
a 国際法は，成立形式によって分類すると，国際慣習法と条約(国際成文法)に分けることができる。 
b 国際連合の総会において 3 分の 2 以上の賛成で成立した決議は，国際連合加盟国の間では，条約と

みなされる。 
c 国連海洋法条約によって，沿岸国は，沿岸から 12 海里の排他的経済水域において，主権の行使が

できる。 
d 国際法の父と呼ばれているオランダのグロチウスは，「戦争と平和の法」を著した。 

問 4 下線部③に関連して，以下の文中の空欄 ア ， イ にあてはまる語句としてもっとも適切なもの

を解答欄に記入しなさい。 ア は 2 字， イ は 4 字とする。〔解答用紙記述〕 
 近年のわが国における人口減少の主因は， ア 化の進展にあり，その原因は，結婚年齢の上昇(晩婚化)
や結婚しない男女の増加(未婚化)，さらにその背景にある仕事と子育てを両立できる環境整備の遅れや高学

歴化などにあると考えられている。 ア 化の進展を示す重要な指標として，合計特殊出生率(1 人の女性

が一生に平均何人の子供を出産するかを示す数字)があるが，わが国においては，これが，人口の維持のた

めに必要とされる 2.07 を大きく割り込んでおり，2005 年には，1.26 と最低を記録した。その後，「団塊

 イ 」世代といわれる 30 代前半の母親による出産が増加し，2006 年には 1.32，2007 年には 1.34，200
8 年には 1.37 と，その数値はやや上昇したものの，依然として低い水準にあることにかわりはない。 

問 5 下線部④に関連して，以下の文中の空欄 ウ ， エ にあてはまる語句としてもっとも適切なもの

を解答欄に記入しなさい。 ウ は 2 字， エ は 4 字とする。〔解答用紙記述〕 
 日本での外国人の滞在・就労は，「本邦に入国し，又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管

理を図るとともに，難民の認定手続を整備すること」を目的とする ウ 法によって厳しく規制されてい

る。ただし，同法による在留資格・就労許可を持たないで働く エ 者であっても，憲法に基づいて労働

条件の最低基準を定める法律などは適用される。 
問 6 下線部⑤に関連して，以下の a～e の記述の中から，誤っているものを 1 つ選び，解答欄にマークしな

さい。〔解答用紙マーク〕 
a 最高裁判所は，日本国憲法による基本的人権の保障は，権利の性質上日本国民のみを対象としてい

るものを除き，わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきとの判断を示している。 
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b 在日外国人に義務づけられていた外国人登録の際の指紋押捺は，全廃された。 
c 外国人は，国民年金法の適用対象者が日本国民のみとされているため，国民年金に加入することは

できない。 
d 外国人の公務員試験の受験資格について，国は，「公権力の行使または国家意思の形成への参画に

たずさわる公務員となるためには，日本国籍を必要とする」という見解をとっている。 
e 地方公共団体の中には，公務員試験における国籍条項を撤廃しているところもある。 

問 7 下線部⑥に関連して，以下の a～d の記述の中から，適切なものをすべて選び，解答欄にマークしなさ

い。正答を過不足なくマークした場合に限り，得点とします。〔解答用紙マーク〕 
a アメリカ独立戦争の際，「代表なければ課税なし」というスローガンが用いられたことはよく知ら

れている。日本国憲法は，外国人の参政権を認めていないが，同時に，30 条において，「国民は，

法律の定めるところにより，納税の義務を負ふ」としており，外国人は納税の義務を課されていない。 
b 憲法 15 条は，公務員の選定・罷免は「国民固有の権利」であるとするが，最高裁判所は，定住外

国人に，居住する区域の地方公共団体の首長や，その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を

講ずることは，憲法上禁止されていないとする判断を示した。 
c 外国人の声を政治に反映させるため，一部の地方公共団体は，外国人の意見を行政に反映させるシ

ステム(外国人諮問機関等)を設置している。ただし，それは議会や行政を拘束するものではない。 
d わが国に永住している者であっても，在日韓国・朝鮮人には，国籍を理由として，生活保護の受給

や国民健康保険への加入が認められていない。 
 

【4】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  

 国際連合は，①国際連盟の失敗や，第二次世界大戦を回避できなかったことなどに対する反省の中で設立さ

れた。連合国を中心に②大戦中から練られた構想をもとに，1945 年に( a )会議で国際連合憲章が採択され

て国際連合は発足した。原加盟国は 51 カ国であったが，現在は，世界のほとんどの国が加盟するに至ってい

る。なお，本部は( b )である。 
 国際連合は，国際平和および安全の維持，経済・社会・文化・人道に関する国際問題の解決および国際協力

の推進を主な目的とし，そのために以下の 6 つの主要機関が置かれている。 
 総会は，全加盟国で構成され，国際連合および国際社会に関するあらゆる問題が討議の対象となる。総会に

おいては，( X )決議がなされるが，その決議は勧告にとどまる。 
 安全保障理事会は，国際平和および安全の維持に対する責任を負う機関であり，そのための外交・軍事・経

済的制裁の権限をもっている。5 カ国の常任理事国と地域ごとに総会で選出される( ⅰ )カ国の非常任理事

国で構成される。議決は，手続事項に関しては( ⅱ )理事国の賛成があればできるが，それ以外については

常任理事国の中で 1 国でも反対があれば決議が成り立たない。そのため，常任理事国には拒否権が与えられ

ているということになり，この拒否権が濫
らん

用されると安全保障理事会の機能は麻痺
ひ

してしまうことになる。そ

こで，③「平和のための結集」決議が採択され，安全保障理事会が機能しないときには総会の( Y )の賛成で

平和維持のための武力行使を含む措置をとる勧告ができるようになった。 
 経済社会理事会は，経済・社会・文化面での国際協力の促進を目的としており，さまざまな専門機関と連携

しつつ紛争の要因となる貧困・不平等の除去を目指す活動を行っている。 
 信託統治理事会は，信託統治地域の行政を監督し，地域住民の福祉の増進と自治・独立を支援するための機

関であったが，( Z )によって事実上役割を終えている。 
 国際司法裁判所は，国籍の異なる 15 名の裁判官によって構成され，国際紛争を法的に解決するための機関

であるが，裁判の開始にあたっては紛争の当事国による付託がなければならない。 



私大 2009-2011 国際平和機構 5/31 

 事務局は，総会によって任命される④事務総長のもとで国際連合の各機関の事務処理にあたる機関である。 
問(A) 下線部①に関連して，国際連盟が国際紛争の解決に有効な成果をあげることができなかった要因につ

いて，次の(a)～(c)のうち，正しいものはいくつあるか。選択肢(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークし

なさい。 
(a) 常任理事国であるアメリカとソ連の利害が一致せず，迅速な意思決定ができなかった。 
(b) 侵略国に対する制裁手段は経済制裁のみであり，武力制裁ができなかった。 
(c) ドイツがフィンランド侵略により 1939 年に除名されるなど，当時の主要国がそろって加盟することが

なかったため，脆
ぜい

弱な機構であった。 
 (ｱ) な し (ｲ) 1 つ (ｳ) 2 つ (ｴ) 3 つ 

問(B) 下線部②に関連する語句とその説明の組み合わせとし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。 
(ｱ) 大西洋憲章－安全保障理事会での大国の拒否権行使の範囲を決定。 
(ｲ) モスクワ外相会議－領土不拡大，民族自決，貿易の自由，軍備縮小等の構想を提示。 
(ｳ) ダンバートン・オークス会議－米英ソ中 4 カ国の代表が戦後における新しい国際組織の具体案を

作成。 
(ｴ) ヤルタ会談－トルーマン，チャーチル，フルシチョフによる会談で，ソ連による対日参戦を決定。 

問(C) ( a )，( b )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) パ リ (ｲ) ローマ (ｳ) ウィーン (ｴ) ロンドン (ｵ) ジュネーヴ  

(ｶ) ワシントン (ｷ) ニューヨーク (ｸ) ロサンゼルス (ｹ) サンフランシスコ 

問(D) ( X )に入れるのに最も適当な語句を次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 全会一致で (ｲ) 重要事項は全会一致で，その他の事項は過半数で 
(ｳ) 重要事項は 3 分の 2 以上の多数で，その他の事項は過半数で (ｴ) 過半数で 

問(E) ( ⅰ )，( ⅱ )に入れる数字の組み合わせとし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。 
(ｱ) ⅰ：5 ⅱ：8 (ｲ) ⅰ：10 ⅱ：9 (ｳ) ⅰ：8 ⅱ：10 (ｴ) ⅰ：15 ⅱ：15 

問(F) 下線部③に関連して，この「平和のための結集」決議が採択される契機となった出来事として最も適

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。 
(ｱ) スエズ動乱の勃

ぼっ

発 (ｲ) 朝鮮戦争の勃発 (ｳ) キューバ危機の発生  

(ｴ) ソ連軍のアフガニスタン侵攻 

問(G) ( Y )に入れるのに最も適当な語句を次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 全会一致 (ｲ) 4 分の 3以上の多数 (ｳ) 3 分の 2以上の多数 (ｴ) 過半数 

問(H) ( Z )に入れるのに最も適当な語句を次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) パラオの独立 (ｲ) 国連カンボジア暫定統治機構の発足 (ｳ) 香港の中国返還  

(ｴ) マカオの中国返還 

問(I) 下線部④に関連して，以下の歴代事務総長を就任の早い順に並べたものの組み合わせとして最も適当

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。 
(ｱ) ウ・タント － デクエヤル － アナン － リ ー 
(ｲ) リ ー － ウ・タント － アナン － デクエヤル 
(ｳ) ウ・タント － リ ー － アナン － デクエヤル 
(ｴ) リ ー － ウ・タント － デクエヤル － アナン 
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【5】2010 関西大学 2/4,学部個別日程(３教科型) 外国語 社会安全 商 総合情報 法  

 2001 年 9 月 11 日のアメリカ同時多発テロは，3,000 人を超す死者を出す大規模なテロ事件であった。ジョ

ージ・W・ブッシュ大統領は，このようなテロ行為は，刑罰法規の適用を受ける犯罪というよりも，戦争行為

であるとして，「テロとの戦い」を宣言したうえで，この事件をオサマ・ビンラディンを指導者とする国際的

イスラム・テロ組織( 1 )によるものと断定した。国連安全保障理事会では理事会決議 1368 が採択され，テ

ロ攻撃を「国際の平和及び安全に対する脅威」と認め，それに対してあらゆる必要な手順をとる用意があると

した。同年 10 月，アメリカが中心となる有志連合諸国及び北部同盟は，( 1 )とつながりのあるとされるア

フガニスタンに対して報復攻撃を行い，( 2 )政権を崩壊させた。 
 ( 2 )政権崩壊後も世界の各地でテロ事件は続き，また，ビンラディンの行方も不明とされ，テロの脅威

はなくならなかった。ブッシュ大統領は，2002 年 1 月 29 日の( 3 )演説で「悪の枢軸」発言を行い，イラ

ク，( 4 )，北朝鮮を，国際的テロ組織を支援し，大量破壊兵器の開発を進めているなどと名指しで非難し

た。2003 年 3 月，アメリカ主導のもとでイラク戦争が始まり，フセイン政権は打倒された。2004 年 6 月に

は，イラク暫定政府に主権が委譲されたが，アメリカ主導の国家再建に対する反発から，駐留米軍や国連に対

するテロ事件はおさまらなかった。そのようななかで，バグダッド郊外にある( 5 )刑務所に収容されてい

るイラク人に対する米兵による虐待が明るみにでた。性的虐待を含む拷問の写真が報道され，反米感情が拡大

し，復興事業に従事する外国人や一般市民に対するテロが相次いだ。 
 ( 6 )米軍基地は，キューバの東南部に位置するアメリカ海軍の基地であり，2001 年のアフガニスタン攻

撃以降，イスラム・テロ組織への関与が疑われる者が数多く収容されてきた。基地は，アメリカの領土外に設

置されているので，合衆国憲法の保障する人身の自由の保障の効果が及ばず，テロの容疑者たちは，正規の裁

判にかけられることなく長期拘留される。その一方で，テロの容疑者たちは，( 7 )諸条約などに基づいて

国際人道法上の保護を与えられる戦争捕虜としても扱われなかった。米軍としては，容疑者を裁判にかけて処

罰するよりも，情報収集を主要な目的として拘留を行っており，容疑者に対しては「物理的・精神的な圧迫」

を加えるという拷問類似の取調方法が用いられてきた。2006 年には，( 8 )の年次報告書によって，「テロ

との戦い」を口実とした基地内の施設での人権侵害であるとして告発され，2009 年 1 月に大統領に就任した

バラク・オバマは施設の閉鎖を命ずる大統領令に署名した。 
 アメリカとともにイラクへの空爆を行ったイギリスは，2007 年の( 9 )内閣発足以降，テロをあおること

になるとして「テロとの戦い」の語を使用しないこととした。( 9 )内閣の外務大臣を務めることとなった

デイビッド・ミリバンドは，「テロとの戦い」という概念は誤りであり，異なる背景をもつ勢力をひとくくり

にして軍事力で抑え込もうとする点において限界があると発言した。オバマ政権の発足に伴い国務長官となっ

た( 10 )もまた，同政権が「テロとの戦い」という言葉の使用を中止した旨を述べている。 
(ｱ) 就 任 (ｲ) イラン (ｳ) サマワ (ｴ) シリア (ｵ) ハマス (ｶ) マンタ 

(ｷ) 一般教書 (ｸ) 施政方針 (ｹ) タリバン (ｺ) ヒズボラ (ｻ) 米州機構  

(ｼ) アルカイーダ (ｽ) イスラエル (ｾ) エクアドル (ｿ) ジュネーブ (ﾀ) パレスチナ 

(ﾁ) アブグレイブ (ﾂ) グアンタナモ (ﾃ) ジェノサイド (ﾄ) ゲティスバーク 

(ﾅ) 国際司法裁判所 (ﾆ) 国境なき医師団 (ﾇ) マーストリヒト (ﾈ) トニー・ブレア 

(ﾉ) コリン・パウエル (ﾊ) ゴードン・ブラウン (ﾋ) ヒラリー・クリントン  

(ﾌ) デイビッド・キャメロン (ﾍ) コンドリィ・ザ・ライス  

(ﾎ) アムネスティ・インターナショナル 

 

【6】2010 関東学院大学 2/5,一般(前期日程２・３科目型・得意科目重視型) 経済 法 人間環境 文

  オーストリア皇太子暗殺事件に端を発する第一次世界大戦は，諸国家が同盟を結んで相互に牽制
けんせい

しあ
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うという，いわゆる a による平和維持の限界を露呈する出来事であった。この反省の上に立って設立

された b は，条約で戦争その他の武力の行使を禁止し，違反した国に組織的な制裁措置を加えること

で戦争を防止しようとする国際機関であった。このような制度を c という。 
  b には加盟しなかった(1)アメリカも含めて第二次世界大戦後に発足した(2)国際連合も，あくまで c の

ための国際機関である。ともすると，国連を世界の中央政府のようにみなす向きもあるが，国連のもとでも主

権国家の独立性が否定されてはいないので，そのような考えは誤りである。それに，国連にはいまだ常備軍の

ような組織もない。だが，(3)国際刑事裁判所の設立にも見られるように，国連をはじめとする国際機関に世界

政府的な役割が期待されていないとは言えない。 
 ともあれ，(4)環境問題など，現代の国際社会には一国だけでは解決できない難題も多く，各国は相互依存の

度合いを深めている。それだけに，国連の役割もますます重大になっている。もちろん，(5)日本にとって，国

連は無視してはならない存在である。 
問 1 文章の空欄 a ～ c に当てはまる語句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， 21 をマークすること。 
1． a 緊張緩和 b 国際連盟 c 勢力均衡 

2． a 集団安全保障 b 独立国家共同体 c 勢力均衡 

3． a 集団安全保障 b 経済協力開発機構 c 勢力均衡 

4． a 勢力均衡 b 国際連盟 c 集団安全保障 

5． a 勢力均衡 b 独立国家共同体 c 集団安全保障 

6． a 勢力均衡 b 経済協力開発機構 c 緊張緩和 

問 2 下線部(1)に関連して，冷戦期のアメリカ外交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， 22 をマークすること。 
1．第二次世界大戦後に，ヨーロッパ復興計画としてマーシャルプランを実施した。 
2．キューバ危機の後，ソビエト連邦などとともに，部分的核実験禁止条約に調印した。 
3．ベトナム戦争に参戦し，南ベトナム政府を支援したが，結果的に撤退を余儀なくされた。 
4．ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に抗議して，モスクワ夏季五輪をボイコットした。 
5．ソ連の同盟国であった中華人民共和国とは，冷戦が終結するまで国交を正常化しなかった。 

問 3 下線部(2)に関連して，国連の主要機関の一つである安全保障理事会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， 23 をマークすること。 
1．すべての常任理事国は，G8 サミット(主要 8 カ国首脳会議)の出席国でもある。 
2．日本の常任理事国入りが話題になるのは，国連分担金を最も多く負担しているからである。 
3．全理事国のうち 1 カ国でも反対があれば，実質事項について決議できない仕組みである。 
4．東西冷戦時代においては，安全保障理事会が十分な機能を果たさないことも多かった。 
5．安全保障理事会による実質事項についての決議を，「平和のための結集決議」と呼ぶ。 

問 4 下線部(3)についての記述として正しいものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 24 をマークする

こと。 
1．戦争犯罪などについて，個人を裁くために設置された国際機関である。 
2．当事者すべての同意がなければ，裁判を実施することは認められない。 
3．これまでの実績の一つとして，イラクのフセイン元大統領の裁判が挙げられる。 
4．国際的に暗躍する窃盗グループや詐欺グループを裁く権能も認められている。 
5．日本やアメリカは，いまだにこの裁判所の設立規定を批准していない。 

問 5 下線部(4)に関連して，環境に関する国際会議についての次の a～c の記述について，その正誤の組合せ
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として正しいものを，1～8 の中から 1 つ選べ。解答は， 25 をマークすること。 
a ストックホルムにて開催された国連人間環境会議での決議事項を行動に移すため，国連環境計画(UNE

P)が設立された。 
b リオデジャネイロで開催された地球サミットのスローガンは，「持続可能な開発」であった。 
c 京都議定書とは，1997 年に開催された環境首脳会議で採択された温室効果ガス削減に関する議定書の通

称である。 
1． a 正 b 正 c 正 2． a 正 b 正 c 誤 3． a 正 b 誤 c 正 

4． a 正 b 誤 c 誤 5． a 誤 b 正 c 正 6． a 誤 b 正 c 誤 

7． a 誤 b 誤 c 正 8． a 誤 b 誤 c 誤 

問 6 下線部(5)に関連して，次の記述 a～d について，時期的に早いものから並べた場合に正しいものを，1
～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 26 をマークすること。 
a 湾岸戦争後におけるペルシャ湾での機雷除去 b PKO 協力法に基づくカンボジアでの停戦監視 
c イラク復興支援特別措置法に基づくイラクの復興支援活動の開始 
d テロ対策特別措置法に基づくインド洋での給油活動の開始 

1．a→b→c→d 2．a→b→d→c 3．b→a→c→d 4．b→a→d→c 5．b→c→a→d 

<B> 第二次世界大戦へと至った経緯を踏まえ，ブレトン・ウッズ協定では，US ドルを基軸通貨とする固定

為替相場制のもとでの自由貿易体制が構築されることとなった。こうして 1945 年に通貨と為替相場の安定

のために，IMF が国連の専門機関として設立された。また 1948 年には GATT(関税および貿易に関する一

般協定)が発足した。 
 現在もなお，IMF は国際金融秩序の根幹を担っている。ただし，為替相場については，アメリカの(6)国

際収支の悪化を背景にした，いわゆるニクソン・ショックの後，キングストン合意で正式に主要国の(7)変動

為替相場制への移行が認められ，現在に至っている。 
 GATT は，ドーハ・ラウンドでの合意に基づいて世界貿易機関が設立されたことで，発展的に解消され

た。その一方では，(8)自由貿易協定(FTA)の締結に見られるように，近年は地域経済統合の流れもある。 
問 7 文章 B の中には誤りが含まれているが，どの部分を訂正すればよいか。正しく訂正しているものを，1
～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 27 をマークすること。 

1．冒頭の「第二次世界大戦へと至った経緯を踏まえ」を削除する。 
2．「US ドルを基軸通貨とする」を「SDR を基軸通貨とする」に訂正する。 
3．「IMF」を「WTO」に訂正する。 
4．「キングストン合意」を「プラザ合意」に訂正する。 
5．「ドーハ・ラウンド」を「ウルグアイ・ラウンド」に訂正する。 

問 8 下線部(6)に関連して，次の表はある架空の国の国際収支の一部であ

る。この国の経常収支の金額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。 
 

1．2 億ドル 2．8 億ドル 3．12 億ドル 4．18 億ドル 5．20 億ドル 

問 9 下線部(7)に関連して，円高・ドル安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．日本のような貿易立国においては，円高・ドル安は経済不況の原因になる。 
2．日本からアメリカへの投資が活発化すると，円高・ドル安の傾向が強まる。 
3．近年の円高・ドル安傾向により，日本を訪れる外国人旅行者数は増加している。 

科 目 金 額 
貿易収支 10 億ドル 

サービス収支 2 億ドル 
所得収支 2 億ドル 

経常移転収支 －2 億ドル 
資本収支 －10 億ドル 

外貨準備増減 －2 億ドル 
誤差脱漏 0 ドル 
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4．円高・ドル安は，日本経済にとってコスト・プッシュ・インフレの原因となる。 
5．貿易摩擦を解消するため，アメリカは日本に円高・ドル安を是正するよう求めている。 

問10 下線部(8)に関連して，自由貿易協定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．ASEAN(東南アジア諸国連合)は，アジアで最も早い自由貿易圏として 1967 年に成立した。 
2．現在のところ，日本が FTA を締結している国はアジア諸国に限られている。 
3．モノやサービスの貿易自由化を進める FTA を，さらに労働力や資本などの移動の分野にまで対象

を広げたものを経済連携協定(EPA)という。 
4．日本は中国・韓国などの東アジア諸国と，AFTA(アジア自由貿易協定)を締結した。 
5．アメリカは日本が初めて FTA を締結した国であったため，日本の最大の貿易相手国となった。 
 

【7】2010 京都産業大学 2/3,前期日程 外国語 経営 経済 文化 法  

 国際連合の主要機関は 6 つある。それは総会，①安全保障理事会， 1 理事会，②信託統治理事会，③事務

局および国際司法裁判所である。典型的な国際機構は，全加盟国の代表が討議する場としての総会，限られた

加盟国の代表で構成され臨機応変の活動が可能な理事会，そして事務局という 3 つの機関をもつのが普通で

あるが，国連では理事会が 3 つ設置されて各々が異なる役割を担っている。また，国連の場合は④国際司法裁

判所が，「国連の主要な司法機関」として主要機関に加わっている。 
 主要機関を中心とし，その⑤下部機関や専門機関などをあわせて，いわゆる「国連ファミリー」が形づくら

れている。 
 国連の専門機関とは，特定の分野を専門とする全世界的な国際機構で，国連とは別個の機構であるが，国連

と連携関係を結んでいるものを指す。専門機関の数は 2 (ILO)や⑥国際復興開発銀行(IBRD)，国連教育科

学文化機関( 3 )など 15 を超えており，それぞれ専門とする分野も，保健，通貨，金融，通信など多種多様

である。国際郵便を取り扱う万国郵便連合(UPU)などのように 19 世紀に設立され長い歴史を有する機構もあ

れば，発展途上国の農業開発にかかわる融資機関の国際農業開発基金(IFAD)などのように 1970 年代に設立さ

れた新しい機構もある。 
 以上の諸機構を含め，また様々な地域で活動している地域的国際機構などを合わせて，今日の国際社会には

非常に多くの国際機構が存在しており，その活動は我々の日常生活と密接にかかわる分野にまで及んでいる。

このような国際機構の発展は国際関係が益々緊密になってきていることの表れであるとともに，国家を単位と

してきた国際社会の変容の可能性を示すものと見ることもできるだろう。 
問 1 文中の 1 には当てはまる語句を， 2 には当てはまる国際機構の名称(漢字)を， 3 には当ては

まる国際機構の略称(アルファベット)を，それぞれ記入せよ。 
問 2 下線部①の常任理事国の構成や行動に関する記述として，最も不適切なものを次の 1～4 の中から一つ

選び，その番号を記入せよ。 
1．常任理事国の数は，国連発足時から 5 ヵ国であった。 
2．冷戦終結後，常任理事国の拒否権行使数は冷戦中よりも増加する傾向にある。 
3．常任理事国である中国は，国連発足時には中華民国政府によって代表されていた。 
4．ソ連の常任理事国としての地位はロシアが引き継いでいる。 

問 3 下線部②の理事会は，最後まで残っていた信託統治地域が 1994 年に自立したため，その役割をほぼ終

えている。信託統治地域としては太平洋諸島に属し，日本と似たデザインの国旗をもつこの国の名称として，

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。 
1．タンザニア 2．ナミビア 3．パラオ 4．スリナム 
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問 4 下線部③の長が，事務総長である。国連事務総長に関連する次の設問に答えよ。 
(1) 2007 年 1 月に就任した韓国出身の第 8 代事務総長の氏名を漢字またはカタカナで記入せよ。 
(2) 1982 年から 1991 年まで第 5 代事務総長を務めたデクエヤルは，その任期中に，当時長く続いていた地

域武力紛争の停戦合意に貢献したといわれている。その紛争とは次の 1～4 のうちどれか。一つ選び番号を

記入せよ。 
1．イラン・イラク戦争 2．第 4次中東戦争 3．インドシナ戦争 4．コンゴ動乱 

問 5 下線部④のように位置づけられる国際司法裁判所に対し，国連の総会や安全保障理事会などが法律問題

について意見を求める制度がおかれている。この制度の下で出された意見に関連する次の設問に答えよ。 
(1) 1988 年に出された国連本部協定に関する意見は，国連でオブザーバー資格を有するパレスチナの民族解

放団体に対し，国連本部のあるアメリカが「反テロリズム法」を適用して締め出そうとしたことが問題の発

端となっていた。この団体の略称をアルファベットで記入せよ。 
(2) 1996 年に出された核兵器の使用の合法性に関する意見では，核兵器の使用は原則として違法であるとさ

れ，核軍縮の推進と核兵器の厳格な管理が奨励された。核兵器の管理の一形態として非核地帯を挙げること

ができるが，非核地帯を設定する条約として不適切なものを，次の 1～4 の中から一つ選び，その番号を記

入せよ。 
1．ラロトンガ条約 2．トラテロルコ条約 3．ペリンダバ条約 4．ラムサール条約 

問 6 下線部⑤に関連して，総会の下部機関の一つに UNHCR があるが，UNHCR についての説明として，

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。 
1．食料や医療などを必要とする児童を救済するために設けられた基金である。 
2．大規模な人権侵害への対処などを任務として設置された理事会である。 
3．人類の発展や福祉に関する緊急かつ世界的な課題について研究を行う機関である。 
4．難民の保護の促進や自発的帰還の援助などを任務とする機関である。 

問 7 下線部⑥は関係の深い他の諸機構とともに「世銀グループ」を形づくっているが，それに属し発展途上

国向け融資を IBRD よりも緩やかな条件で行っている，「第二世銀」とも呼ばれる機構の略称として正し

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。 
1．UNDP 2．IDA 3．UNEP 4．APEC 

 

【8】2010 京都産業大学 2/4,前期日程 外国語 経営 経済 文化 法  

 国際連合憲章は，①国連の目的の一つとして，差別のないすべての者のための人権尊重に向けた国際協力を

推し進めることを挙げている。国連はその発足直後から基本的人権の保障のための国際文書(「国際人権章典」)
の作成に取りかかり，まず 1948 年に，総会決議として「世界人権宣言」を採択した。その第 1 条は 1789 年

のフランス人権宣言第 1 条に似た表現で，「すべての人間は生まれながらにして 1 であり，且つ尊厳と権

利において 2 である」とうたっている。 
 その後，国連では引き続いて「国際人権規約」の起草が進められたが，1966 年に採択された「国際人権規

約」は，国際社会や国連加盟国の構成の様変わりもあって，「世界人権宣言」とは異なる特徴を有するものと

なった。特に「世界人権宣言」が②社会権と自由権の双方を規定していたのに対し，「国際人権規約」では社

会権を規定する「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と自由権を規定する「市民

的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」が別の文書として採択され，③それぞれが国家に課する義

務も異なることになった。 
 このようにして「国際人権章典」は完成したが，国連はその一方で，人種差別や女性差別の撤廃，子どもや

障がい者といった社会的弱者の権利の保護などの問題にも取り組み，「人種差別撤廃条約」，「女子差別撤廃



私大 2009-2011 国際平和機構 11/31 

条約」，「児童の権利条約」など④人権に関する条約を多数採択して，人権の国際的保障の発展に大きく寄与

している。国連では，「世界人権宣言」が採択された 12 月 10 日を「世界人権デー」と定め，⑤国連人権賞の

授賞式などを行っている。 
問 1 文中の 1 ・ 2 に当てはまる語句を，それぞれ漢字 2 字で記入せよ。 
問 2 下線部①に関して，国連の目的として，最も不適切なものを次の 1～4 の中から一つ選び，その番号を

記入せよ。 
1．国際社会の平和と安全を維持すること 
2．自決の原則の尊重に基礎をおく国家間の友好関係を促進すること 
3．経済的，社会的，人道的諸問題の解決のために国際協力を達成すること 
4．単一通貨を含む経済通貨同盟の設立を通じて，持続可能な発展を促進すること 

問 3 下線部②に関して，日本の裁判で争われた社会権にかかわる事件として，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。 

1．堀木訴訟 2．百里基地事件 3．愛媛玉ぐし料訴訟 4．財田川事件 

問 4 下線部③についての記述として，「社会権と自由権の性質の相違」や「諸国の間に存在する経済発展の

不平等」を手がかりにして考えた場合，最も適切と考えられるものを次の 1～4 の中から一つ選び，その番

号を記入せよ。 
1．両規約上の権利は締約国の領域内にあり管轄下にあるすべての人に保障されねばならないが，社会

権規約上の権利は即時にすべて保障されなければならないのに対し，自由権規約上の権利は各国がそ

の財政事情等に応じ，保障できる限りで保障していけばよい。 
2．両規約上の権利は締約国の領域内にあり管轄下にあるすべての人に保障されねばならないが，自由

権規約上の権利は即時にすべて保障されなければならないのに対し，社会権規約上の権利は各国がそ

の財政事情等に応じ，保障できる限りで保障していけばよい。 
3．両規約上の権利は即時にすべて保障されなければならないが，社会権規約の締約国は自国内で規約

を適用する地域を限定することができるのに対し，自由権規約の締約国は規約を自国の全領域に適用

しなければならない。 
4．両規約上の権利は即時にすべて保障されなければならないが，自由権規約の締約国は自国内で規約

を適用する地域を限定することができるのに対し，社会権規約の締約国は規約を自国の全領域に適用

しなければならない。 
問 5 下線部④の諸条約で日本が未だ締約国となっていないものを次の 1～4 の中から一つ選び，その番号を

記入せよ。すべての締約国となっている場合には，5 と記入せよ。 
1．死刑廃止条約 2．人種差別撤廃条約 3．児童の権利条約 4．難民条約 

問 6 下線部⑤の賞は 1968 年以来 5 年ごとに，人権保障の分野で功績のあった人や団体に授与されている。

この賞に関連する次の設問に答えよ。 
(1) この賞は，1988 年には後に南アフリカ共和国で黒人初の大統領となる人物に授与されている。その人名

を記入せよ。 
(2) (1)の人物は受賞当時，南アフリカ共和国の白人政権が行っていた非白人に対する制度的差別政策の撤廃

を主張する立場にあった。この政策は何と呼ばれていたか。カタカナで答えよ。 
(3) この賞は，1998 年には 1977 年から 4 年間，アメリカの大統領を務め，2002 年にはノーベル平和賞を受

けた人物に授与されている。その人名を記入せよ。 
(4) (3)の人物が大統領を務めていた時期の出来事として，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。 
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1．バングラデシュが建国された。 2．ソ連がアフガニスタンに侵攻した。 
3．キューバのソ連ミサイル基地をめぐってキューバ危機が生じた。 
4．カンボジア内戦の和平がパリで合意された。 
 

【9】2009 駒澤大学 2/4,全学部統一  

  A が脱退した(a)国際連盟は，第二次世界大戦の勃発を未然に防ぐことができなかった。第二次世界大戦

の終結後，国際平和維持機構として， B カ国を原加盟国とする(b)国際連合(以下，「国連」と略す)が創設

された。国連には総会や C などの機関がある。総会はすべての加盟国が参加する全体会議で，人権や環境

などのさまざまな重要案件を処理している。 C は，国際社会の平和と安全の維持について主要な責任を負

う機関であり，その一般的権能は， D に示されているように，平和に対する脅威や侵略行為の存在を決定

し，平和および安全を回復するためにいかなる措置をとるかを決定することである。 
 国連は，軍事的安全保障のみならず，南北問題，環境，資源，人口，食糧などの地球規模の問題においても，

大きな役割を果たしている。しかし，その一方で，国連には解決すべき課題も多い。(c)PKO(国連平和維持活

動)特別会計の膨張や分担金などの財政改革， C の改革，開発分野の改革など，さまざまな改革の必要性

が議論されている。 
問１ 文中の A にあてはまる国として誤っているものを下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマーク

せよ。 
(ｱ) 日本 (ｲ) イスラエル (ｳ) ドイツ (ｴ) イタリア 

問２ 下線部(a)に関する記述として誤っているものを下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマークせよ。 
(ｱ) 国際紛争を解決する手段が非軍事的手段に限定されていた。 
(ｲ) 創設当初の理事国はイギリス，フランス，ドイツ，日本，中華人民共和国であった。 
(ｳ) 総会や理事会での決定は全会一致を原則としていた。 (ｴ) アメリカは加盟国ではなかった。 

問３ 文中の B にあてはまる最も適切な数字を下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマークせよ。 
(ｱ) 5 (ｲ) 15 (ｳ) 51 (ｴ) 125 

問４ 下線部(b)に関して，2007 年に第 8 代国連事務総長に就任した人物として正しいものを下記の(ｱ)～(ｴ)
から 1 つ選び，その記号をマークせよ。 

(ｱ) 緒方貞子 (ｲ) 潘基文 (ｳ) ウ・タント (ｴ) 金大中 

問５  C に入る国連の主要機関を漢字 7 文字で記せ。 
問６  C に関する記述として誤っているものを下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマークせよ。 

(ｱ) この機関において，各理事国は一票の投票権を持つ。しかし，手続き事項を除き，大国一致の原

則に基づき，常任理事国には拒否権が認められている。 
(ｲ) この機関において，常任理事国が欠席したり棄権したりする場合には，拒否権を行使したとはみ

なされない。 
(ｳ) この機関の非常任理事国は，任期 2 年の 54 カ国から構成されている。 
(ｴ) 平和が脅かされているにもかかわらず，この機関が機能していない場合には，武力行使を含む措

置について，総会が審議・勧告できる。 
問７ 文中の D にあてはまる最も適切なものを下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマークせよ。 

(ｱ) 国連人権規約 (ｲ) 大西洋憲章 (ｳ) ユネスコ憲章 (ｴ) 国連憲章 

問８ 下線部(c)の記述として最も適切なものを下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマークせよ。 
(ｱ) 国連憲章には，PKO に関する規定がない。 (ｲ) 停戦監視団の活動は，PKO には含まれない。 
(ｳ) 自由で公正な選挙が実施されるための選挙支援は，PKO には含まれない。 
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(ｴ) 日本の自衛隊の PKO 活動は，いかなる場合であっても日米安全保障条約に基づいて行わなければ

ならない。 
問９ 国連における集団安全保障の意味として最も適切なものを下記の(ｱ)～(ｴ)から 1 つ選び，その記号をマ

ークせよ。 
(ｱ) 独立と平和を守るために同盟を結び，機構のすべての加盟国の軍事力を一定のレベルに均一化す

ることで，突出した脅威の出現を抑制すること。 
(ｲ) 機構の加盟国がある国から攻撃を受けた時に，自国が攻撃を受けていなくても，それを自国への

攻撃と同様のものとみなして，機構のすべての加盟国が共に反撃すること。 
(ｳ) 機構の加盟国に相互に侵略をしないと約束させ，これに違反した国に対しては，加盟国全体が協

力して制裁を加え，国際紛争を平和的に解決する義務を負うこと。 
(ｴ) 人道的見地から，他の国家や地域で存在する深刻な脅威に対して，機構の加盟国が軍事力をもっ

て介入すること。 
 

【10】2010 西南学院大学 2/9,Ｆ日程・一般･センター併用型  

 国際社会では当初，国家間の力関係を均衡させて，強力な国家群による侵攻を防ぐという勢力均衡の考え方

が強かった。しかし，20 世紀になると，対立する国家も含んで国際社会を組織化して，戦争を違法とし，こ

れに反して戦争を起こした国家が現れた場合，その国家に対して共同して制裁を加えるという A の考え方

が重視されるようになった。 
 この A の考え方を最初に採用したのが国際連盟である。しかし，国際連盟は，アメリカ大統領であるウ

ィルソンの考え方に基づいて設立が決定されたにもかかわらず，アメリカは当初から，ソ連は 1934 年まで加

盟しなかったことなどもあり，大国の参加を欠いた。また，総会や理事会の決議に〔 ア 〕が必要とされた

ため有効な決定ができなかった。これらの理由から国際連盟は，十分に機能しなかった。 
 国際連盟は十分に機能しなかったとはいえ， A の考え方は，第二次世界大戦後に成立した国際連合にも

引き継がれている。国際連合は総会のほか，安全保障理事会・経済社会理事会・ B という三つの理事会な

どによって組織されている。総会において，各加盟国は C の原則から，一国一議決権を有する。表決は，

一部の重要問題を除いて〔 イ 〕の賛成によってなされる。 
 安全保障理事会は，国際平和及び安全の維持に関する主要な責任を負っている。アメリカ・イギリス・ D
 ・ロシア・中国の 5 ヵ国の常任理事国と，加盟国から選挙によって選ばれる〔 ウ 〕ヵ国の非常任理事

国によって構成される。非常任理事国の任期は 2 年である。手続事項以外の表決は全常任理事国の同意を含

む〔 エ 〕ヵ国の理事国の賛成投票によって行われる。このように表決に全常任理事国の同意を必要とする

 E の原則をとったことから，冷戦時代には，安全保障理事会は十分な役割を果たせなかったが，近年，常

任理事国同士の協力がどうにか現実のものとなりつつある。 
 経済社会理事会は，〔 オ 〕ヵ国の理事国によって構成され，理事国の任期は 3 年である。経済的，社

会的，文化的，教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する役割を有し，これらの役割を果たすた

め，ILO や UNESCO など多くの専門機関が組織されている。 
 なお， B は今日，活動を停止している。 
問 1 文中の   (A～E)に最も適当な語を記入せよ。 
問 2 文中の〔   〕(ア～オ)に最も適当な語または数字を，下の語群(11～25)から 1 つずつ選んで，その

番号を記入せよ。 
11 半数 12 過半数 13 11 14 9 15 全会一致 16 3 分の 2 17 15 18 4 分の 3 

19 8 20 20 21 10 22 3 分の 1 23 27 24 54 25 36 
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【11】2011 中央大学 2/17,一般Ⅱ 商  

 国際社会は，20 世紀に二度の世界大戦を経験し，このことから，歴史の教訓として，国際緊張を和らげ，

戦争を繰り返さないために，第一次世界大戦後に(a)国際連盟を，第二次世界大戦後に国際連合(以下，国連)を
創設した。 
 国連は，機能を充分に発揮できなかった国際連盟の不備を克服するような措置をいくつかとった。特に重要

なものは，安全保障理事会の設置である。この理事会は(b)5 か国の常任理事国と 10 か国の非常任理事国から

構成されている。両者の最大の違いは，(c)拒否権の有無にある。国連には総会があり，その決議は勧告にとど

まるのに対して，安全保障理事会の決議は，国際平和や世界の安全を具体的に維持するための拘束力，すなわ

ち，外交・軍事・経済に及ぶ制裁権限をもっている。とりわけ，(d)5 常任理事国には，その 1 か国でも拒否権

を行使すれば決議は成立しないという特別な権限が付与され，国際平和の確立に決定的な役割を果たすことが

期待されている。 
 国連の平和維持に関する機能は，戦後国際政治の中で，たびたび危機に直面した。第二次世界大戦後，国際

社会はアメリカを中心とする資本主義陣営とソ連を中心とする社会主義陣営に分断され，経済的にも政治・軍

事的にも両者の対立は激化していった。アメリカは 1947 年に A を発表して，社会主義陣営の封じ込めを

明確にし，その主要な手段として同年西欧諸国の戦後経済復興を支援するためにマーシャル・プランを実施し，

1949 年にはアメリカと西欧諸国の間に NATO(北大西洋条約機構)が結成された。このようなアメリカの社会

主義陣営封じ込め政策に対抗して，ソ連と社会主義陣営は，1949 年に陣営内の経済的関係を密接にするため

 B を設立し，1955 年にはワルシャワ条約機構を結成し，ソ連を盟主とする社会主義陣営の確立をはかっ

た。 
 両陣営の対立は，(e)1991 年のソ連解体を含む東欧社会主義陣営の崩壊まで続く。しかし，両陣営間にも，

冷戦の緊張を緩和させる努力がそれまでまったくなされなかったわけではない。1955 年に開催された C 

では，両陣営間の緊張緩和について話し合われ，翌 1956 年のフルシチョフ・ソ連共産党第一書記によるスタ

ーリン批判は，緊張緩和(デタント)と平和共存の可能性を人々に抱かせた。(f)1975 年には全欧州安全保障協力

会議が開催された。米ソ間の核兵器の保有数や開発競争を制限したり削減したりする交渉は，主に 1970 年代

の D ，1987 年に締結された中距離核戦力全廃条約(INF 全廃条約)，また，1980 年代から 90 年代にかけ

て行われた E の交渉と締結を通じて前進した。このような東西陣営の緊張緩和の中で，1989 年の(g)米ソ

首脳はマルタ会談で冷戦終結を宣言した。 
 しかし，他方，国際社会は常に核兵器の脅威にさらされている。1962 年のキューバ危機は，核戦争の危険

性を世界に認識させた。核戦争の恐怖を味わった国際社会は，核兵器の廃絶と核戦争を防ぐための真剣な取り

組みを開始した。1968 年には F が，(h)1996 年には包括的核実験禁止条約(CTBT)が国連総会で採択され

た。 
 このような国連を軸とした国際的な核兵器廃絶に向けた取り組みには，広範な反核運動が大きな影響を与え

た。1950 年のストックホルム・アピール，1955 年に広島で開催された第 1 回原水爆禁止世界大会，同年の(i)

ラッセル・アインシュタイン宣言，そして，この宣言に基づき 1957 年から毎年開催されている G など，

人類の悲願である核廃絶に向けた地道な努力が行われており， F の実効性を高めるための再検討会議も開

催されている。しかし，現実の世界から核兵器が無くなったわけではないし，今なお，新たに核兵器を保有し

ようとする国も存在する。核兵器廃絶は国際社会の今後の決意に関わっている。 
問 1 文中の空欄 A～G にあてはまる最も適当な語句を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 2 下線部(a)に関して，国際連盟創設当初，加盟が認められなかった主要国 2 か国を記述解答用紙の解答

欄に記入しなさい。 
問 3 下線部(b)に関して，次の文章の空欄ア，イにあてはまる最も適当な語句を記述解答用紙の解答欄に記入
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しなさい。 
 「常任理事国の構成国の中には国連創設時から変化している国がある。例えば，1971 年の ア 問題の

解決によって イ が新たに構成国の一員となった。」 
問 4 下線部(c)に関して，このような常任理事国の拒否権が認められたのは，国連のどのような原則に基づく

のか。その原則を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 5 下線部(d)に関して，常任理事国の 1 か国でも反対すれば安全保障理事会決議は採択されず，特に，冷

戦時代には安全保障理事会の機能が麻痺することが多かった。1950 年にこうした事態に陥った際，総会は

緊急措置としてある決議を採択した。この決議の名称を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 6 下線部(e)に関して，ソ連が解体した後に，その構成国によって 1991 年に結成された国家連合の名称を

記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 7 下線部(f)に関して，この会議で採択された宣言の名称を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 8 下線部(g)に関して，(1)この会談に臨んだソ連側の首脳の名前と，(2)その首脳が推し進めた政治・経済

改革政策の名称を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 9 下線部(h)に関して，条約締結の署名をしながら批准していない常任理事国 2 か国を記述解答用紙の解

答欄に記入しなさい。 
問 10 下線部(i)に関して，この宣言に署名した日本の科学者の名前を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
 

【12】2010 東洋大学 2/8,Ａ・Ｃ・Ｄ方式  

 人類の歴史は戦争で彩られていた。最初の原始的な戦いから，科学の発達とともに兵器が発達し，ついには

核兵器まで用いられるようになってしまった。しかしこの間，人類はただ戦争に明け暮れていたばかりではな

い。戦争を禁止しようとする世界的な動きも活発となり，その結果として 1919 年に開催された A で，国

際連盟の設立が決定されたのである。 
 国際連盟は，世界の恒久平和をめざす史上初の大規模な国際機構であったが，(a)国際政治の狭間で国際連盟

は充分にその力を発揮させることができず，第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかったのである。 
 それでも，国際連盟の考えは，第二次世界大戦後に成立した国際連合に受け継がれた。その特徴は，総会で

選出された任期 B の非常任理事国を C ，常任理事国を D とし，それらで構成される安全保障理事

会を設置し，国際社会の安全保障に対する特別の責任と権限を与えたことである。 
 だが(b)東西冷戦の影響で，安全保障理事会が充分に機能しなくなると，全加盟国によって構成される総会が，

1950 年に「平和のための結集」決議を採択するに至ったのである。この決議は， E 下の国連総会で採択

されたものであり，集団的措置を勧告するには総会の F の賛成を必要とする。 
 また当初予定されていた国連軍も，大国の対立で設置できない状態になると，これにかわるものとして平和

維持活動(PKO)が行われることになった。(c)その活動は，国連平和維持軍(PKF)，停戦監視団，選挙監視団の

活動に大別することができる。ただし，これらの派遣には紛争当事国の同意を必要とする。 
問 1 空欄 A ～ F に入る語句を，以下の中から一つずつ選べ。 
空欄 A の解答群  1  

① ロンドン講和会議 ② ベルリン講和会議 ③ パリ講和会議 ④ ワシントン講和会議 

⑤ モスクワ講和会議 

空欄 B の解答群  2  
① 1 年 ② 2 年 ③ 3 年 ④ 4 年 ⑤ 5 年 

空欄 C の解答群  3  
① 7 カ国 ② 8 カ国 ③ 9 カ国 ④ 10 カ国 ⑤ 11 カ国 
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空欄 D の解答群  4  
① 3 カ国 ② 4 カ国 ③ 5 カ国 ④ 6 カ国 ⑤ 7 カ国 

空欄 E の解答群  5  
① ベトナム戦争 ② 朝鮮戦争 ③ アフガン戦争 ④ ソマリア内戦 ⑤ カンボジア紛争 

空欄 F の解答群  6  
① 3 分の 1以上 ② 2 分の 1以上 ③ 3 分の 2以上 ④ 4 分の 3以上 ⑤ 全会一致 

問 2 下線部(a)に関連して，国際連盟について述べた文として誤っているものを，以下の中から二つ選べ(解
答欄 7 に二つマークせよ)。 

① 国際連盟の提唱国であるアメリカは，最初は加盟していたにもかかわらず，上院の強い反対があり，

途中で脱退せざるを得なかった。 
② 国際連盟では総会での手続き以外の事項や理事会の決定が全会一致制を原則としていたため，重要

な問題であるほど意思決定は困難であった。 
③ ソ連は，1934 年に国際連盟に加盟したが，1939 年に除名された。 
④ 国際連盟では，大国と中小国はともに同一の発言権を持っていたため，国際政治上の力を有する大

国が，その指導力を充分に発揮できなかった。 
⑤ ドイツは，1933 年に国際連盟から脱退したが，日本は国際連盟に加盟し続けていた。 

問 3 下線部(b)について述べた文として正しいものを，以下の中から二つ選べ(解答欄 8 に二つマークせ

よ)。 
① 1949 年にアメリカと西欧諸国によって北大西洋条約機構(NATO)が結成されたが，ソ連を中心と

する東側諸国は東西冷戦の終結まで，一切の軍事同盟機構を結成することがなかった。 
② 1955 年に開催されたベトナム戦争停戦のためのジュネーブ巨頭会談を境に世界は「雪どけ」に向

かった。 
③ アジア・アフリカの 28 カ国は，東西対立に巻き込まれないように非同盟中立の立場を鮮明にし，

1961 年に第 1 回非同盟諸国首脳会議を開催した。 
④ 1962 年のキューバ危機によって，これまで進展していた緊張緩和(デタント)は一気に終息に向か

った。 
⑤ 1989 年にアメリカのレーガン大統領とソ連のゴルバチョフ共産党書記長はマルタ会談を行い，そ

こで冷戦終結を確認した。 
問 4 下線部(c)について述べた文として正しいものを，以下の中から二つ選べ(解答欄 9 に二つマークせ

よ)。 
① 紛争終了後の自由な選挙に対するテロ行為を武力を用いて防止するのも選挙監視団の任務である。 
② 停戦合意が守られているか否かを監視するのが停戦監視団である。 
③ 停戦合意違反に対して武力を行使して停戦状態を再構築するのも停戦監視団である。 
④ 紛争終了後の選挙が自由で円滑に行われるように監視するのが選挙監視団である。 
⑤ 日本の自衛隊の国連平和維持軍への参加は依然として凍結されたままである。 
 

【13】2010 福岡大学 2/4,センタープラス型・前期日程 法 商２部 人文  

 (a)国際連合(以下，国連)の主要機関の一つであり，全加盟国によって構成され，各国が平等に一票の投票権

を持つ( ア )は，例年 9 月に開催されている。2000 年の第 55 回( ア )は，第三千年紀の始まりにちなん

で，国連ミレニアム( ア )と名付けられている。同時に，(b)147 カ国の首脳が集ったミレニアム・サミット

も開催され，国連全加盟国によってミレニアム宣言が採択された。この宣言で示された構想は，ミレニアム開
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発目標として具体化されている。その第一目標には「極度の貧困と飢餓の撲滅
ぼくめつ

」が掲げられるなど，(c)貧困問

題は，21 世紀人類社会における重要課題と認識されている。 
 貧困を削減し，撲滅するためには，まず第一に(d)「貧困」とは何かが明らかにされていなければならない。

肉体的生存を維持するのに必要となるであろう最低限の収入水準は絶対的貧困線とも呼ばれ，上述のミレニア

ム開発目標の中では「1 日の収入が 1 ドル」という基準が用いられている。1944 年に設立が決定された国際

復興開発銀行などから成る( イ )の推計によると，このような絶対的貧困生活者は，2005 年時点で約 14 億

人存在するという。国連の推計によると，同年の世界人口は約( ウ )億人であるから，人類の少なからぬ割

合が絶対的貧困に苦しんでいることになる。一方，日本国内においても，契約社員や派遣社員などの( エ )
雇用に関連して経済格差が論じられているが，これらは当該地域内での比較から生じる問題であり，上述の絶

対的貧困に対して相対的貧困と呼ばれている。その相対的貧困に関しても，比較対象を全世界に広げると，2
000 年時点において，世界の成人人口の 2％が家計部門全体の富の半分以上を所有する一方，下位 50％が所

有する富はわずかに 1％に過ぎないといわれている。国連の研究機関によってなされたこの調査結果によると，

相対的貧困もまた，日本国内よりもむしろ世界全体において，より厳しい状況にあるといえる。このようにひ

とたび世界に目を転じると，(e)わが国の果たし得る役割は随分大きいといえるだろう。 
 上述のミレニアム開発目標について，国連は 2008 年の中間報告書において「世界全体として達成の目途は

立っているが，その多くは(f)アジア地域の成功に負うものであり，サハラ以南アフリカでは進展が見られてい

ない」と総括するなど，貧困は未解決の問題として残されている。経済という語が元来「経世済民」に由来し，

その「世を治め，民を救う」という意義を考えると，(g)貧困問題の解決を志すに際して，経済について学んで

おくことの意義は大きいに違いない。 
問 1 上の文の( ア )から( エ )に，最も適当な語句または数字を下の(11)～(22)から選び，その番号を〔解

答 A 欄〕に記入せよ。ただし，同一記号は同一語句を意味する。 
(11) 経済社会理事会 (12) 国際通貨基金 (13) 非正規 (14) 終 身 (15) 総 会  

(16) 国際協力機構 (17) 世界銀行 (18) 正 規 (19) 安全保障理事会 (20) 57 

(21) 65 (22) 73 

問 2 上の文の下線部(a)について，次の文を読み，下の①～③の問に答えよ。 
 ( オ )年 10 月に発足し，本部を A に置くことになる国際連合の英語表記は United Nations であ

るが，その名称の由来は第二次世界大戦中に 遡
さかのぼ

る。1939 年の( カ )によるポーランド侵入を契機とし

て始まったとされる第二次世界大戦は，日本・( カ )・イタリアを中心とする( キ )と，アメリカ合衆

国・イギリス・フランス・( ク )・中国などを中心とする( ケ )との戦争であった。United Nations
という名称は，( ケ )の指導的立場にあった第 32 代アメリカ大統領 B によって発案され，1942 年に

( キ )に対する共闘を宣言した諸国に対して初めて用いられた。その後，( オ )年 6 月に C で調印

された国際連合憲章において United Nations という国際機構の設立が決められ，冒頭で述べたように同年

10 月に国際連合として正式に発足するのである。 
① 上の文の( オ )から( ケ )に，最も適当な語句または数字を下の(11)～(25)から選び，その番号を〔解

答 A 欄〕に記入せよ。ただし，同一記号は同一語句を意味する。 
(11) 1944 (12) 1945 (13) 1946 (14) 東側陣営 (15) スペイン (16) 枢軸国 

(17) ドイツ (18) 西側陣営 (19) フィンランド (20) イスラエル (21) 連合国  

(22) 非同盟諸国 (23) 資本主義諸国 (24) 共産主義諸国 (25) ソ 連 

② 上の文の A から C について，最も適当な語句をカタカナで〔解答 B 欄〕に記入せよ。ただし，

 A と C には都市名， B には人名が入る。 
③ 国際連合発足当時の原加盟国数として正しいものを下の(1)～(4)から一つ選び，その番号を〔解答 A 欄〕
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に記入せよ。 
(1) 5 (2) 42 (3) 51 (4) 80 

問 3 上の文の下線部(b)について，8 カ国による主要国首脳会議(G8 サミット)が例年 1 回開催されている。

第 1 回サミットは 1975 年にフランスで開かれたが，その当初から参加している 6 カ国に含まれない国を下

の(1)～(4)から一つ選び，その番号を〔解答 A 欄〕に記入せよ。 
(1) 日 本 (2) ロシア(旧ソ連) (3) イタリア (4) アメリカ 

問 4 上の文の下線部(c)に関して，経済協力開発機構(OECD)の下部組織で，途上国の開発に関わる組織の名

称として正しいものを下の(1)～(4)から一つ選び，その番号を〔解答 A 欄〕に記入せよ。 
(1) 国際開発協会 (2) 国連貿易開発会議 (3) 持続可能開発委員会 (4) 開発援助委員会 

問 5 上の文の下線部(d)について，貧困に苦しむ諸国を表す後発発展途上国(LDC)という概念が知られている。

それに関連する記述として誤っているものを下の(1)～(4)から一つ選び，その番号を〔解答 A 欄〕に記入せ

よ。 
(1) 一人当たり国民総所得(GNI)などを基準に，世界銀行が認定している。 
(2) 2009 年 6 月現在，その該当国数の半数以上はアフリカ諸国である。 
(3) 2009 年 6 月現在，その該当国数は国連全加盟国数の四分の一に上る。 
(4) 比較的豊かな発展途上国との経済格差に起因する問題は，南南問題と呼ばれている。 

問 6 上の文の下線部(e)について，政府開発援助(ODA)に関する説明として誤っているものを下の(1)～(4)か
ら一つ選び，その番号を〔解答 A 欄〕に記入せよ。 

(1) 先進国政府・政府機関が発展途上国に対して行なう経済援助である。 
(2) 21 世紀に入って後，わが国の ODA 供与額は世界一である。 
(3) わが国の ODA は，有償・無償の資金協力や技術協力からなる。 
(4) わが国では，援助実施の原則として「環境と開発の両立」を掲げている。 

問 7 上の文の下線部(f)について，1970 年代から急速な経済発展を達成した韓国，シンガポール，台湾，香

港などの国や地域を何と呼ぶか。最も適当なものを下の(1)～(4)から一つ選び，その番号を〔解答 A 欄〕に

記入せよ。 
(1) ASEAN (2) BRICs (3) NIES (4) SAARC 

問 8 上の文の下線部(g)について，2006 年度のノーベル平和賞は，貧困削減への貢献が評価され，経済学者

のムハマド＝ユヌス氏と，氏が創設したグラミン銀行に授与された。1976 年にグラミン銀行が活動を開始

し，後発発展途上国(LDC)の一つにも数えられている南アジアの国はどこか。その国名をカタカナで〔解答

B 欄〕に記入せよ。 
 
【14】2011 明治大学 2/9,一般 国際日本  

 世界のグローバル化が進む中で発生する経済・政治・社会と多岐にわたる具体的な問題に対処するにあたり，

国家を構成員とする専門的な国際機構・機関の重要性が，ますます高まりつつある。 
 そもそも国際社会における国際機構・機関の重要性が問われるようになってきたのは，国際社会における安

全保障に対する考え方の変遷と符合する。つまり，第一次世界大戦を境として，大戦前の国家間の力関係を均

衡させる勢力均衡という考え方から，大戦後の国際社会を組織化し，国際機構を創設することによって集団安

全保障を確保するという考え方へと転換したことが重要であると言える。 
 その最初の試みが，国際連盟と言える。アメリカ大統領のウィルソンが発表した ① にもとづき， ②

 のパリ講和会議で(1)国際連盟の設立が決定された。しかし，設立の理想とは裏腹に，国際連盟は，国際機構

としては十分な力を持ち得ず，不安定であり続け，結局，第二次世界大戦の勃発を防ぐことはできなかった。 
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 第二次世界大戦後，国際連盟での教訓を踏まえて，1945 年に国際連合が発足した。国際連盟時代の集団安

全保障の確保という考えは，国際連合では，国際平和と安全の維持という名のもとに， ③ に引き継がれ

ているといえる。国際連合は，国際平和と安全の維持に加えて，経済・社会・文化，そして人道などの面での，

国際協調の促進と国際問題の解決を目的としている。 
 現在では，多岐にわたる具体的な国際問題に対処する為に，国際連合を中心として，多くの国際機関が存在

する。この中には，自律的な国際機関であって，国際連合と従属関係にはないが，国際連合の ④ と協定

を結び，国際連合と密接な連携をとりつつ，具体的な国際問題に対応している専門機関と呼ばれる 10 を超え

る国際機関が存在する。 
 専門機関には，WHO(世界保健機関)や UNESCO(国際連合教育科学文化機関)の他に，全世界的な知的財産

権の保護を促進することを目的とする ⑤ や(2)世界の金融制度の秩序維持を担う世界銀行グループや世界

の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする ⑥ がある。 
 その他，国際連合と協定は結んでいない独立機関として，(3)自由貿易の促進を目的とする WTO(世界貿易機

構)や原子力の平和利用を目的に設立された IAEA(国際原子力機構)などが存在する。また，加盟先進国の経済

発展と貿易の拡大，発展途上国援助の促進と調整を目的とした(4)OECD(経済協力開発機構)も，加盟国が先進

国に偏るが独立的な国際機関と言える。 
設問 1 文中①に入る名称として，以下の中から適切なものを 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 

A 平和 13 か条 B 平和 14 か条 C 平和 8か条 D 平和 10か条 

設問 2 文中②に入る年度として，以下の中から適切なものを 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 
A 1915 年 B 1919 年 C 1921 年 D 1923 年 

設問 3 下線部(1)に関して，以下の記述のうち最も適切なものを 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 
A アメリカは，加盟しなかった。 B アメリカは，加盟した。 

C アメリカは，途中から加盟した。 D アメリカは，途中で脱退した。 

設問 4 文中③に入る適切な語句を解答欄に記入しなさい。 
設問 5 文中④に入る適切なものを以下の中から 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 

A 社会経済理事会 B 事務局 C 経済社会理事会 D 信託統治理事会 

設問 6 文中⑤に入る適切なものを以下の中から 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 
A FAO B ITU C WIPO D WMO 

設問 7 下線部(2)に関して，世界銀行グループに属さない専門機関を以下の中から 1 つ選び，解答欄にマー

クしなさい。 
A IMF B IBRD C IDA D IFC 

設問 8 文中⑥に入る適切なものを以下の中から 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 
A IMO B ILO C UNIDO D UPU 

設問 9 下線部(3)に関して，WTO(世界貿易機関)の前身として適切なものを以下の中から 1 つ選び，解答欄

にマークしなさい。 
A EPA B APEC C FTA D GATT 

設問 10 下線部(4)に関して，以下の記述のうち適切なものを 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。 
A アジアからの加盟国は，日本と韓国である。 B アジアからの加盟国は，日本のみである。 
C 中華人民共和国も加盟している。 D アジアからの加盟国はない。 

 

【15】2009 明治学院大学 2/4,全学部日程 経済 国際 社会 心理 文 法  

 アメリカの大統領 a は，1918 年の年頭教書で「14 カ条の b 原則」による世界平和機構の構想を提
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唱した。 c 年に国際連盟は，42 カ国の参加により発足し，国際紛争の平和的解決，軍縮，集団安全保障，

国際裁判の確立および国際協力の推進を目標にした。国際連盟の本部は， d に置かれた。 
 しかし，提唱国アメリカは，上院の同意を得られず，国際連盟に加盟できなかった。 e は当初加盟を認

められず，後に加盟するが，1939 年に除名された。また(1)1930 年代に日本，ドイツなどが相次いで脱退し，

国際連盟は，第 2 次世界大戦の勃発とともに事実上崩壊した。 
 第 2 次世界大戦中から，連合国を中心に新しい世界平和機構について協議を重ねた結果，1945 年に，サン

フランシスコ会議において，国際連合憲章が採択され，同年 10 月に原加盟国 51 カ国により国際連合が正式

に発足した。国際連合の本部は， f に置かれた。 
 (2)国際連合は， g ，(3)安全保障理事会，経済社会理事会， h 統治理事会，国際司法裁判所および(4)

事務局を主な機関とし，その下で多くの専門機関を設けて国際平和と安全の維持だけではなく，経済，社会，

文化ならびに人権保障のための国際協力などに大きな役割をはたしている。 
〔問１〕 文中の空欄 a ～ h にもっとも適切な語句や数字，人名を入れなさい。 
〔問２〕 下線部(1)について，日本が国際連盟を脱退したときの全権代表は誰か。 
〔問３〕 下線部(2)について，次の問いに答えなさい。 
ｱ) 国際連合を英語で表記しなさい。 
ｲ) 国際連合憲章には，第 2 次世界大戦において連合国と敵対していた国に対する差別的な規定がある。この

規定を何というか。 
ｳ) 国際連合の活動は，加盟国の分担金によって賄われている。国連の通常予算における分担金の割合が最も

高い国はどこか。また，2 番目の国はどこか。 
〔問４〕 下線部(3)について，安全保障理事会は，常任理事国と非常任理事国から構成される。 
ｱ) 常任理事国名をすべて書きなさい。 
ｲ) 安全保障理事会の実質事項の表決では，常任理事国の 1 カ国でも反対すれば，決議は成立しないことにな

る。常任理事国が有するこの権限を何というか。 
ｳ) 非常任理事国は現在，何カ国か，その任期は何年か。 
〔問５〕 下線部(4)について，現在の国連事務総長の出身国はどこか。 

 
【16】2011 明星大学 1/30,一般前期Ａ方式 教育 経済 情報 人文 理工  

 第 2 次世界大戦終結後，3 度目となる世界大戦の勃発を防止する強い願いから，(ｱ)集団安全保障の考え方に

基づき，国際連合(国連)が設立された。本部を 〔11〕 に置く国連は，以下の 6 つの主要機関から構成されて

いる。 
 まず，すべての加盟国が参加する(ｲ)総会がある。総会では，国連が関わるすべての事項について討議が行わ

れる。 
 第 2 は安全保障理事会(安保理)である。安保理は(ｳ)常任理事国と(ｴ)非常任理事国から構成され，常任理事国

の 5 ヵ国に対しては，実質事項に関する拒否権が与えられている。5 大国のすべてが賛成しない限り，安保理

は重要な決定が行えないことから，これを 〔12〕 の原則と呼ぶ。 
 安保理は国際平和と安全の維持の問題に関して，総会よりも優越した権限を有し，経済制裁ばかりでなく，

場合によっては軍事制裁のような強力な措置を取ることも可能である。しかしながら安保理は，拒否権によっ

て機能不全におちいることもありうる。そのような場合には，(ｵ)「平和のための結集」決議に基づき，総会が

安保理に代わって国際平和と安全のために活動することができる。 
 国連の国際安全保障機能として忘れてならないのは，平和維持活動( 〔13〕 )である。国連憲章では本来，

国連軍を創設することが意図されていたが，憲章に規定された形での正式な国連軍は今日に至るまで存在して
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いない。代わって平和維持活動が停戦監視や紛争の拡大防止に大きな役割を果たしてきた。国連による平和維

持活動は，冷戦終結以降，急激に増加している。 
 国連の主要機関の 3 番目は，経済社会理事会(経社理)である。経社理はその名が示す通り，経済・社会問題，

さらに文化や教育などの分野についても討議・勧告を行っている。 
 第 4 に，非独立地域の住民の自治や国家としての独立を援助するための 〔14〕 がある。ただしこの機関

は，パラオが独立を達成した 1994 年以降，活動を休止している。 
 第 5 は事務局であり，国連の各機関の運営業務を担当している。現在の事務総長は，韓国出身の潘基文(パ
ン・ギムン)である。 
 国連の主要機関として，最後に国際司法裁判所がある。オランダのハーグに本部を置く国際司法裁判所は世

界法廷とも呼ばれ，国籍の異なる 15 名の裁判官(任期 9 年)から構成されている。 
 以上に加え，平和や環境，開発，人権など様々な問題に取り組むため，各種の専門機関や関連機関が数多く

存在する。例えば，国連教育科学文化機関( 〔15〕 )は，「戦争は人の心のなかで生まれる」という基本認識

に立ち，教育，科学，文化の促進を通じて世界平和に貢献しようとしている。また，国連難民高等弁務官事務

所(UNHCR)は難民の救済を任務とし，日本人の緒方貞子が 1991 年から 2000 年まで高等弁務官として活躍し

た。 
問 1 空欄 〔11〕 ～ 〔15〕 に入る最も適当な語句を，それぞれ次の①～④のうちから一つずつ選べ。 

〔11〕 ① ニューヨーク ② ワシントン ③ ウィーン ④ ジュネーブ 

〔12〕 ① 勢力均衡 ② 抑制と均衡 ③ 大国一致 ④ 全会一致 

〔13〕 ① PCB ② PTBT ③ PKO ④ PLO 

〔14〕 ① 開発援助委員会 ② 信託統治理事会 ③ 経済協力開発機構  

④ 国連貿易開発会議 

〔15〕 ① ASEAN・アセアン ② EURATOM・ユーラトム ③ OPEC・オペック  

④ UNESCO・ユネスコ 

問 2 下線部(ｱ)の集団安全保障に関する説明として，正しいものを次の①～④のうちから一つ選べ。〔16〕 
① 集団安全保障とは，集団のなかで最も強い大国に，他の国々がその安全保障を全面的に依存する方

式のことである。 
② 集団安全保障とは，武力行使を禁止したうえで，これに違反するような国に対しては，集団内の他

のすべての国が共同で制裁を加えることによって，国際平和を確保しようとする方式のことである。 
③ 集団安全保障とは，集団内部における諸国家間の勢力のバランスをとることで，戦争を防止しよう

とする方式のことである。 
④ 集団安全保障とは，集団内のすべての国が交戦権および自衛権を永久に放棄することで，平和と安

定を達成しようとする方式のことである。 
問 3 下線部(ｲ)の総会に関する説明として，正しいものを次の①～④のうちから一つ選べ。〔17〕 

① 総会において，各国は人口や国力に関わらず，一票ずつ平等に投票権を有する。 
② 総会では，人口や国力が大きい国にその分だけ多くの票が配分されている。 
③ 総会でも，安保理同様に 5 大国に拒否権が与えられている。 
④ 総会では，各国の意思を最大限尊重するため，全会一致制がとられている。 

問 4 下線部(ｳ)の常任理事国の現在の構成として，正しい組み合わせを次の①～④のうちから一つ選べ。〔1
8〕 

① アメリカ，イギリス，フランス，イタリア，日本 

② アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，日本 
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③ アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，中国 

④ アメリカ，イギリス，フランス，ロシア，中国 

問 5 下線部(ｴ)の非常任理事国に関する説明として，正しいものを次の①～④のうちから一つ選べ。〔19〕 
① 非常任理事国の任期は 3 年で，常任理事国の協議によって 15 ヵ国が選出される。 
② 非常任理事国に 2 回連続当選すると，安保理での拒否権が与えられる。 
③ 非常任理事国の任期は 2 年で，総会で 10 ヵ国が選出される。 
④ 国連に支払う分担金が多い国から優先して，順番に非常任理事国となる。 

問 6 下線部(ｵ)の「平和のための結集」決議に関する説明として，正しいものを次の①～④のうちから一つ選

べ。〔20〕 
① 「平和のための結集」決議とは，総会における過半数の賛成で，国際平和と安全のため，軍事行動

を含む集団的措置を加盟国に勧告できる制度である。 
② 「平和のための結集」決議とは，総会における過半数の賛成で，国際平和と安全のため，軍事行動

を含む集団的措置を決定し，強制的に執行できる制度である。 
③ 「平和のための結集」決議とは，総会における 3 分の 2 以上の賛成で，国際平和と安全のため，

軍事行動を含む集団的措置を加盟国に勧告できる制度である。 
④ 「平和のための結集」決議とは，総会における 3 分の 2 以上の賛成で，国際平和と安全のため，

軍事行動を含む集団的措置を決定し，強制的に執行できる制度である。 
 

【17】2010 立命館大学 2/2,文系Ａ方式 
 主権国家だけから構成される国際社会で平和を保つ試みとして 20 世紀初頭までは，国々が同盟して，対立

する同盟間の軍事力のバランスを保つ A 政策が採られることが多かった。しかしそのような政策では第一

次世界大戦を防ぐことができなかった。 
 この反省から登場したのが，集団安全保障方式である。これは世界規模の国際機構をつくり，武力によって

攻撃しないことを加盟国に約束させ，侵略した国に対しては共同して制裁するものである。この最初の試みが

第一次世界大戦後に設立された B である。しかし， B は結局のところ集団安全保障体制としては有効

に機能しなかった。その理由としては，その決定が原則として C によるものであったこと，提唱国である

大国 D が参加しなかったこと，規約に違反する戦争に対して E 制裁しか行えなかったことなどがあげ

られる。 
 第二次世界大戦を契機として構想・設立されたのが国際連合である。1941 年に米英首脳会談によって戦後

の国際協調の構想を示す F が作成された。1945 年 6 月には国際連合憲章が調印され，10 月に①国際連合

が正式に発足した。 
 国際連合は B と比べ強い権限を持つものとなっているが，中でも②安全保障理事会の権限は大きい。同

理事会は国際平和と安全の維持が主要な任務だが，その決定は加盟国を拘束する。他方，同理事会の③常任理

事国 5 ヵ国は G を持っているので，そのうちの一ヵ国でも反対すれば決議は成立しない。 
 また，安全保障理事会は，憲章第 7 章の規定によって国際の平和と安全の維持または回復のために強制措

置をとることができる。強制措置には軍事行動も含まれ，④安全保障理事会に対する加盟国の兵力の提供を定

めた規定もあるが，この第 7 章に基づき編成された軍隊はいまだない。 
 今日，国際連合には多くの課題があるが，その一つは安全保障理事会常任理事国の数の増加と地理的な構成

に関するもので， H やドイツといった先進国のほか，インドやブラジルなどの発展途上国の常任理事国入

りも議論となっている。 
〔1〕  A ～ H にあてはまるもっとも適切な語句を記入せよ。 
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〔2〕 下線部①に関して，2009 年末現在の国際連合加盟国数を以下に示す国の数の範囲のうちから一つ選び，

記号で答えよ。 
(あ) 50 ヵ国～100 ヵ国 (い) 101 ヵ国～150 ヵ国 (う) 151 ヵ国～200 ヵ国  

(え) 201 ヵ国～250 ヵ国 

〔3〕 下線部②に関して，安全保障理事会は国連憲章によって設立が明記された主要機関の一つであるが，

これ以外に憲章で国際連合の主要機関として設立が明記された理事会の名称を二つ記入せよ。 
〔4〕 下線部③に関して，アメリカ，ロシア，中国以外の国際連合の常任理事国 2 ヵ国の名称を記せ。 
〔5〕 下線部④に関して，以下の問いに答えよ。 
(a) 国連加盟国の軍隊が，国連軍と名乗って 1950 年代前半に東アジアにおける紛争のために派遣された。そ

こでの戦争は何と呼ばれているか。 
(b) 1991 年の湾岸戦争の際に安全保障理事会の決議に基づき国連加盟国から派遣された軍は一般に何と呼

ばれたか。 
 
【18】2011 早稲田大学 2/18,一般(Ａ方式) 人間科  

 (A)近代国際社会は，対外的には少なくとも形式的に平等で，至高の自決権を有する主権国家より構成され，

個々の主権国家の上位に立つ集権的な権威・権力・権限が存在しないという点で，アナーキー(無政府状態)で
ある。しかし，その一方で，20 世紀後半以降の国際的相互依存の増大，さらには冷戦の終結を契機とするグ

ローバル化の急速な進展を受けて，政治・法・経済・文化などあらゆる領野において，国際社会・国際関係の

質的変容を示唆する事象が顕在化している。 
 (B)国際法に関しては，とくに人権の分野において，たんに特定の国家間の約束や行動の規制にとどまらず，

普遍的な基準を多国間条約として成立させ，それを批准しようとする国家に，条約の内容に合わせて国内法の

改正を迫るものも生まれてきた。例えば，1966 年に国連総会で採択され，1976 年に発効した「国際人権規約」

は，世界人権宣言(1948 年採択)の理念を具体化し，その実施を各国に義務づけるものである。この規約は，A
規約(「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約」)，B 規約(「市民的及び政治的権利に関する国際規

約」)，そして「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B 規約)の選択議定書」より成り立っており，日本は，

1979 年に，(C)一部を留保して A 規約と B 規約を批准した。また，1979 年に国連総会にて採択された「女子(女
性)差別撤廃条約」をめぐっては，日本は 1980 年に署名し，1984 年に国籍法を父系血統主義から父母両系の

平等主義に改正し，翌 1985 年には批准に際して「( ① )」を，1991 年には「( ② )」，さらに 1999 年

に「( ③ )」を制定した。そして，1989 年には，( ④ )歳未満の(D)子どもの人権保護を規定した「子ども

の権利条約」が採択され，日本もこれを 1994 年に批准した。この条約は，子どもを人権保護の客体としての

みとらえる立場を超えて，生存権，社会保障への権利に加えて意見表明権を保障するなど，子どもを国際法上

の権利の主体として認めた点で画期的なものである。なぜなら，それは，従来，通常は国家(政府)を通じて間

接的にしか国際社会と関わりをもてなかった諸個人，とりわけ社会的マイノリティや弱者と呼ばれる人々が，

国際法・国際政治の有力な主体となりうることを示唆するものだからである。この点に関連して，環境・食糧・

資源・人口問題，開発・教育・保健の問題，兵器の拡散・取引の問題など，いわゆる地球的諸問題(global is
sues)への取り組みをめぐって，各国政府や各種国際機構と協力しながら活動を展開している NGO の躍進が

目覚ましい。1997 年に採択された「( ⑤ )全面禁止条約」や，2010 年 8 月 1 日に発効した「( ⑥ )禁止

条約」の成立実現に際してみられた NGO の活躍はその一端を示すものであるといえよう。 
 このように，(E)20 世紀後半以降の日本における人権問題をめぐる取り組みには，多様な主体が，人権に関

する理念や規範を，国際制度や国際法を通じて普遍的に実現しようとする活動との関わりにおいてとらえられ

るべきものが多く存在するのである。 
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問 1．下線部(A)に関連する次の記述の中で，適切でないものを 2 つ選択せよ。 
1．スペイン継承戦争を終結させた 1648 年のウェストファリア条約は，近代国際社会の誕生を象徴す

る史実の 1 つと広く見なされている。 
2．伝統的に近代国際社会の中心的原則の 1 つとされてきた内政不干渉については，国連憲章の中でも

その有意性が認められている。 
3．国家安全保障さらには国際秩序を維持するための手段として，伝統的には勢力均衡政策が用いられ

てきたが，1920 年に発足した国際連盟では，集団安全保障の理念の実現が目指された。 
4．国家の法的平等と自決権の尊重は，全ての国や地域において守られてきたわけではなく，日本の場

合，欧米諸国に対する治外法権の撤廃と関税自主権の回復は，第一次世界大戦後に初めて実現した。 
問 2．下線部(B)に関連する次の記述の中で，適切なものを 2 つ選択せよ。 

1．オランダの法学者グロティウスは，『戦争と平和の法』を著し，近代国際法の形成に貢献したため，

「国際法の父」とも呼ばれる。 
2．国際連合の主要な司法機関として国際司法裁判所が存在するが，紛争当事国双方の同意がなければ

裁判を行えず，さらに，紛争当事国に対して拘束力を持つ判決を下すことができないなどの限界があ

る。 
3．国際法は，主として，条約(成文国際法)と国際慣習法に大別され，公海自由の原則や外交特権など

は国際慣習法の代表例であったが，第二次世界大戦後，国際連合を中心に国際慣習法の条約化が進め

られてきた。 
4．国家間や国内の紛争などにおいて重大な非人道的行為を犯した個人を裁く常設の裁判所である国際

刑事裁判所は，2002 年 7 月の国際刑事裁判所設立条約の発効を受けて，2003 年 3 月にブリュッセ

ルで発足した。 
問 3．下線部(C)に関連して，日本が留保した点に含まれないものを 1 つ選択せよ。 

1．公休日の報酬支払い 2．公務員のスト権 3．高校・大学教育の無償化 4．同一労働同一報酬 

問 4．文中の空欄( ① )～( ③ )に当てはまる語句をそれぞれ 1 つずつ選択せよ。 
1．育児休業法 2．男女共同参画社会基本法 3．勤労婦人福祉法 4．男女雇用機会均等法 

5．家内労働法 6．少子化社会対策基本法 

問 5．文中の空欄( ④ )に当てはまる数字はどれか，1 つ選択せよ。 
1．15 2．16 3．17 4．18 5．19 6．20 

問 6．下線部(D)に関連して，2010 年 9 月時点でこの条約の締約国でない国を 2 つ選択せよ。 
1．ソマリア 2．スーダン 3．スイス 4．アメリカ合衆国 

5．朝鮮民主主義人民共和国 6．コンゴ民主共和国 

問 7．文中の空欄( ⑤ )と( ⑥ )に当てはまる語句をそれぞれ 1 つずつ選択せよ。 
1．地中貫通爆弾 2．クラスター爆弾 3．大陸間弾道弾 4．ナパーム弾 

5．対人地雷 6．劣化ウラン弾 

問 8．下線部(E)に関連する次の記述の中で適切なものを 2 つ選択せよ。 
1．部落差別による不利益を被っている地域の生活環境の改善と社会福祉の向上を図るため，1969 年に

同和対策事業特別措置法が 10 年間の時限立法として制定され，1978 年の改正により 3 年間延長さ

れた。 
2．1993 年に，外国人登録法の改正によって，永住権を持つ外国人居住者に関しては指紋押捺義務の廃

止が実施されたが，それ以外の外国人居住者については，現在も依然として廃止は実現していない。 
3．1950 年代後半以降の高度経済成長の過程で公害問題が深刻化するに伴って，憲法における幸福追求
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の権利(第 13 条)と生存権(第 25 条)を根拠に，よい環境を守るための環境権が主張されるようになっ

た。 
4．2007 年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国連総会で採択されたことを受けて，2008

年に，アイヌ民族の自立と人権擁護などのために，「アイヌ文化振興法」が成立した。 
 

【19】2011 早稲田大学 2/22,一般 社会科  

 原爆が広島・長崎に投下されてから 65 年の歳月が過ぎた。2010 年 8 月 7 日の広島の平和式典には初めて(A)

国連事務総長として潘基文(パン・ギムン)氏が，また核保有国のアメリカ，イギリス，フランスからは大使ら

がそろって参加した。これら代表者が式典に参加した背景には，(B)アメリカ大統領オバマ氏が掲げた(C)「核な

き世界」の実現に向けた，核軍縮への動きがあることは確かだ。 
 国際社会は，核兵器などの大量破壊兵器の拡散を抑制・阻止してきた。その一方で，(D)通常兵器の軍縮に関

してはそれほど大きな進展をみていない。 
 (E)欧米諸国の非政府組織(NGO)に比べ日本の NGO は組織的資金的に小規模であるが，NGO の国際的影響

力の拡大とともに，日本の NGO も確実に力をつけてきている。また，NGO はその専門性から(F)人権尊重，

法の支配や民主主義などに深く関与している。しかしその一方で，(G)西欧的な近代化や民主主義には馴染まな

い，あるいは経験のない国家もあり，(H)政府開発援助(ODA)供与の条件に人権尊重などを課すことが，むしろ

政治社会不安を引き起こす原因にもなっているという指摘もある。 
問 1 下線部(A)に関し，次の国連事務総長とその在任期間中に起きた出来事で，最も不適切な組み合わせを

ア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
① ウ・タント ② アナン ③ ワルトハイム ④ ガリ ⑤ デクエヤル 

(い) 天安門事件 (ろ) 第 4 次中東戦争勃発 (は) キューバ危機 (に) イラク戦争勃発 

(ほ) ソ連のアフガニスタン侵攻開始 

ア ①－(は) イ ②－(に) ウ ③－(ろ) エ ④－(ほ) オ ⑤－(い) 

問 2 下線部(B)に関し，オバマ大統領のようにノーベル平和賞を受賞した政治家に関する以下の記述で，最

も不適切なものをア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア ゴルバチョフは，ペレストロイカを推進することで停滞した社会主義経済を立て直そうとしたが，

急激な改革であったこともあり，結局ソ連の崩壊につながった。 
イ マンデラは，アパルトヘイト時代にアフリカ民族会議の活動に従事し，黒人の権利獲得に努めた。

1994 年に，南アフリカ共和国で最初の黒人出身の大統領として選出された。 
ウ 韓国の民主化運動を主導した金大中(キム・デジュン)元大統領は，太陽政策に基づき，2000 年に

初の南北首脳会談を実現させ，当時の金日成(キム・イルソン)国家首席と会った。 
エ アラファトは，長年パレスチナ解放機構(PLO)の議長を務め，パレスチナ国家の樹立に向けて活動

した。1993 年のオスロ合意で，パレスチナ暫定自治を開始させ，一時は和平を進展させた。 
オ ラモス・ホルタは，国連などの場を通じて東ティモールの自決権を国際社会に訴えた。東ティモー

ルは，国連の暫定統治を経て，2002 年 5 月に 21 世紀最初の独立国になった。 
問 3 下線部(C)に関し，原子力の平和利用として，原子力発電所が建設されている。しかし，原発事故によ

る安全性や放射性廃棄物による環境汚染問題も起きている。以下の原発事故が発生した年代順で，最も適切

な組み合わせをア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
① スリーマイル島原発事故 ② チェルノブイリ原発事故 

③ JCO 東海村臨界事故 ④ 関西電力美浜原発蒸気噴出事故 ⑤ もんじゅナトリウム漏れ事故 

ア ②→④→①→③→⑤ イ ①→②→③→④→⑤ 
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ウ ①→③→②→⑤→④ エ ②→⑤→①→④→③ オ ①→②→⑤→③→④ 

問 4 下線部(D)に関し，対人地雷禁止条約とクラスター爆弾禁止条約とが合意された都市の組み合わせで最

も適切なものをア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア バンクーバーとヘルシンキ イ ワシントンとストックホルム 

ウ オタワとオスロ エ モントリオールとオスロ オ ワシントンとブリュッセル 

問 5 下線部(E)に関し，次の NGO の中でノーベル平和賞を受賞していない団体をア～オから 1 つ選び，マ

ーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア ジュビリー2000 イ 国境なき医師団 ウ 国際赤十字 エ 地雷禁止国際キャンペーン 

オ アムネスティ・インターナショナル 

問 6 法律の発議に関して，最も不適切な記述をア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせ

よ。 
ア 議員提出法案に関しては，衆議院では 20 人以上，参議院では 10 人以上の賛成を要する。 
イ 議員提出法案の中で，予算をともなう場合は，衆議院では 50 人以上，参議院では 20 人以上の賛

成を必要とする。 
ウ 内閣提出法案は，各省庁から立案されたものを閣議で決定して，各主管大臣の責任で国会に提出す

る。 
エ 通常国会における衆院での法案成立率をみると，議員提出法案よりも内閣提出法案の方が高い。 
オ 国会法 50 条にいう委員会は，その所管に属する事項に関し，法律案を提出することができる。 

問 7 下線部(F)に関し，以下の記述を読んで空欄( ① )～( ⑤ )に入る最も適切な語句の組み合わせをア

～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
 法は個人の自由や権利を守るべきものであり，統治者といえども法を勝手にかえることはできない。イギ

リスの( ① )は中世における「法の支配」を宣言したものであるが，17 世紀に『権利請願』の起草者であ

った裁判官エドワード＝クック(コーク)は，国王ジェームズ 1 世の専制政治に対して「国王は何人の下にも

ない。しかし神と法との下にある」という( ② )の言葉を援用して，国王も慣習法として成立しているコ

モン・ローに従うように諌めたと言われている。 
 他方，人権宣言のさきがけと言われるヴァージニア権利章典であるが，「人は，自由かつ権利において平

等なものとして出生し，かつ生存する」と第 1 条に掲げた( ③ )とともに基本的人権を掲げたものであっ

た。市民革命で獲得されたのは，国家権力からの自由を求める自由権であったが，20 世紀になると，すべ

ての国民に人間として最低限の生活を保障させる生存権を中心にした社会権が基本的人権に加わるように

なった。社会権を世界で初めて規定したのはワイマール憲法であったが，同憲法では( ④ )なども定めた。 
 二つの世界大戦を経て人権の内容と範囲は拡大する。特に，1948 年の国連総会で採択された世界人権宣

言と，同宣言をより具体化し，法的拘束力を持たせた 1966 年の国際人権規約は重要である。そのほか，国

際的な人権保障をめざす条約が制定されてきたが，例えば( ⑤ )のように，日本が未批准の宣言・条約も

ある。 
ア ① マグナ・カルタ ② プラトン ③ アメリカ独立宣言 ④ 労働者の団結権 

  ⑤ 人種差別撤廃条約 

イ ① 権利章典 ② ロック ③ フランス人権宣言 ④ 成年男女の普通選挙権 

  ⑤ 子どもの権利条約 

ウ ① マグナ・カルタ ② ブラクトン ③ フランス人権宣言 ④ 労働者の団結権 

  ⑤ ジェノサイド(集団殺害罪の防止及び処罰に関する)条約 

エ ① 権利章典 ② モンテスキュー ③ アメリカ独立宣言 ④ 成年男女の普通選挙権 
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  ⑤ 女性差別撤廃条約 

オ ① マグナ・カルタ ② ブラクトン ③ フランス人権宣言 ④ 成年男女の普通選挙権 

  ⑤ 子どもの権利条約 

問 8 下線部(G)に関し，西欧諸国が導入している議会制民主主義とは違う開発独裁という体制が中南米やア

ジアの諸国で敷かれた。開発独裁体制に関して最も不適切な記述をア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙

のその記号をマークせよ。 
ア 開発独裁体制は，経済開発を政権の正当性の根拠として強権的独裁政治を行う体制である。 
イ 東南アジアでは，フィリピンのマルコス政権，インドネシアのスハルト政権が開発独裁体制を敷い

た。 
ウ 東アジアでは，韓国の朴正熙(パク・チョンヒ)政権が開発独裁体制を敷いた。 
エ 開発独裁体制下では，政治権力が集中する独裁政権のために汚職や癒着が起きやすい。 
オ 開発独裁体制下では，一切選挙が実施されない。 

問 9 イスラムに関連する記述として最も不適切なものをア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号を

マークせよ。 
ア 1979 年のイラン革命は，イスラム原理主義運動に大きな影響を与えた。 
イ 世界には 10 億人を超えるイスラム教徒がおり，イスラムの連帯などを強化するイスラム諸国会議

機構(OIC)がある。 
ウ イスラム原理主義の中で，非合法的活動を辞さない過激派も存在し，アルカイダのようなテロ事件

を引き起こす集団もいる。 
エ スンニ(スンナ)派はイランでは多数派であるものの，世界全体ではシーア派の数が圧倒している。 
オ インドネシアは世界で最もイスラム教徒の多い国家である。 

問 10 下線部(H)に関し，最も不適切な記述をア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア 日本は ODA を通じて，世界銀行，ユニセフなどの国際機関に出資，拠出を行っている。 
イ 日本の ODA は，開発援助委員会(DAC)加盟国中，1991 年から 10 年間は連続 1 位であったが，2

009 年には DAC 加盟国中 3 位まで後退した。 
ウ 日本の ODA 大綱は，1992 年に制定されたが，1990 年代の財政赤字，国益重視などの世論を背景

に見直され，2003 年に新 ODA 大綱が閣議決定された。 
エ 日本の ODA は DAC 平均に比べ贈与比率が低く，有償資金援助(円借款)の比率が高い。 
オ 青年海外協力隊は日本の ODA の一環で派遣されている。 

 

【20】2009 早稲田大学 2/21 商  

 国連憲章は，加盟国の武力行使を厳重に制限している。伝統的に認められてきた国家の自衛権の発動と行使

についても，国連憲章第 51 条で，国連 A が国際の平和および安全のために必要な措置を取るまでの間に

限るとされたのである。自衛のための武力行使については，特段の制限を課さなかった 1928 年の B 条約

よりも厳しい制限と言える。そして， A が取り得る措置には，軍事行動も含まれ，その任に当たるべき兵

力は，国連が常備軍として持つことが理想ではあっても現実的ではなかったので， A と加盟国との特別協

定により加盟国が提供する兵力を用いるとされた。これが，本来のいわゆる国連軍である。しかし，( 1 )。
また， A が，大国の拒否権により機能し難い場合，1950 年の C 決議により，国連総会の 3 分の 2 以

上の特別多数の議決をもって，( 2 )。 
 ところで，国連憲章第 51 条は，従来より認知されていた D 自衛権と並んで集団的自衛権を国家の固有

の権利とした。集団的自衛権とは，1981 年の内閣の答弁書によれば，「自国と密接な関係にある外国に対す
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る武力攻撃を，自国が直接攻撃されていないにもかかわらず，実力をもって阻止する権利」であるという。し

かし，この定義では，(a)中立国や中立を外交政策の基本としていて同盟国というものがないような国は，集団

的自衛権を有するか微妙となってしまう。さらに同答弁書は，日本は集団的自衛権を「国際法上」は持つもの

の「憲法上」行使し得ないとしている。集団的自衛権と日本国憲法の関係についてのこの見解には，論理の連

鎖に欠落がある。国際法上保有していても，それだけでは，直ちに憲法上も保有していることにはならない。

たとえば，国の E は，国際法上の権利であっても，日本国憲法第 9 条第 2 項は，「これを認めない」とし

ている。そして，集団的自衛権を憲法上持っていないと解釈することは困難である。ひとつには，(b)わが国が，

集団的自衛の権利を有することを確認する幾多の外交文書があるからである。ところが，ひとたび憲法上も保

有しているとなれば，通常，権利はその行使を前提としている概念であるから，明文でその行使を禁ずる条項

が憲法に含まれてでもいない限り，行使が憲法上不可ということにはならぬであろう。 
 とはいえ，集団的自衛権の行使が可能であっても，常に行使しなければならぬとすれば，それは権利ではな

く義務になってしまう。個々の具体的事例について，政府が責任を持って判断しなければならない。集団的自

衛権の概念は，ややもすると濫用される恐れなしとしない。その顕著な例としては，1968 年にソ連が主導し

た( 3 )への武力介入と，1980 年代のアメリカによるニカラグア内戦への介入が挙げられよう。因みに，後

者は，( 4 )による，集団的自衛権が国家に固有の権利であるという判断を引き出すという副産物を生じて

いる。近年( 5 )内閣は，(c)具体的な 4 つの事例についての集団的自衛権の行使についての検討に着手した。 
 また，集団的自衛権の行使対象は，国家であると考えられていた。ところが，2001 年 9 月 11 日の同時多

発テロを受けて( 6 )は，集団的自衛権を，伝統的な国家の要件とされてきた F ， G ， H を完

全には充足していないテロ組織に対して発動している。 
 ところで，我が国には， F の基点となるべき領土を定めた法律はない。 H たるの要件について定め

た法律は存在する。2008 年 6 月，最高裁判所は，その法律の規定の一部が，憲法第( 7 )条に違反するとの

判決を下した。 
問１ 文中の空欄 A ～ H に入る最も適切な語句を，所定欄に記入せよ。 
問２ 文中の空欄( 1 )～( 7 )に入るべき最も適切な数字，語句または文章を，それぞれの(ｱ)～(ｵ)より 1

つ選び，その記号を所定の解答欄にマークせよ。 
( 1 ) (ｱ) 1950 年韓国を北朝鮮による侵略から守るために派遣された例があるだけである。 

(ｲ) 1956 年スエズ動乱に際して派遣された例があるだけである。 
(ｳ) この種の国連軍は，厳密には一度も編成されていない。 
(ｴ) 1990 年の湾岸戦争で派遣された例があるだけである。 
(ｵ) 1971 年の第三次インド・パキスタン紛争時に編成のみされただけで，実際に派遣された

ことはない。 
( 2 ) (ｱ) 国連事務総長と G8 首脳より成る特別委員会をして処理に当たらせる 

(ｲ) 国連事務総長に全権を委任して処理に当たらせる 
(ｳ) 加盟国から選出された特別理事会が軍事行動を含む措置を加盟国に勧告できる 
(ｴ) 国連総会が，軍事行動を含む措置を加盟国に勧告できる  
(ｵ) 一時的に大国の拒否権を制限できる 

( 3 ) (ｱ) アフガニスタン (ｲ) ハンガリー (ｳ) ポーランド (ｴ) グルジア 

(ｵ) チェコスロヴァキア 

( 4 ) (ｱ) 米州機構 (ｲ) アメリカ合衆国最高裁判所 (ｳ) 国際司法裁判所  

(ｴ) 国際刑事裁判所 (ｵ) EU 裁判所 

( 5 ) (ｱ) 小渕 (ｲ) 森 (ｳ) 小泉 (ｴ) 安倍 (ｵ) 福田(康) 
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( 6 ) (ｱ) イギリス連邦 (ｲ) 国際連合 (ｳ) 米州機構 (ｴ) 欧州連合  

(ｵ) 北大西洋条約機構 

( 7 ) (ｱ) 14 (ｲ) 22 (ｳ) 24 (ｴ) 41 (ｵ) 44 

問３ 下線部(a)～(c)のそれぞれに該当しないものを下記の(ｱ)～(ｵ)から 1 つ選び，その記号を所定の解答欄に

マークせよ。 
(a) (ｱ) オーストリア (ｲ) スイス (ｳ) スウェーデン (ｴ) ノルウェー 

(ｵ) フィンランド 

(b) (ｱ) サンフランシスコ講和条約 (ｲ) 旧日米安保条約 (ｳ) 現行日米安保条約  

(ｴ) 1956 年日ソ共同宣言 (ｵ) 1972 年日中共同宣言 

(c) (ｱ) 国連平和維持活動に参加した場合の他国軍隊の救援 
(ｲ) 朝鮮半島有事の際の韓国への軍事援助 (ｳ) 弾道ミサイルの迎撃  
(ｴ) 海自艦船による米軍艦船の護衛 (ｵ) 武器輸送を含む米軍への後方支援 
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【1】2011 青山学院大学 2/7,全学部日程  

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

【2】2011 青山学院大学 2/19,個別学部日程(Ａ・Ｂ方式) 経済  

問 1 (1) [2] (2) [3] (3) [5] (4) [4]  (5) [2] (6) [4] (7) [1] (8) [3] 

問 2 (A) 勢力均衡 (B) 安全保障のジレンマ (C) 集団安全保障 (D) 安全保障理事会 

【3】2010 学習院大学 2/7 文  

問 1 A 世界人権宣言 B 国際人権規約 問 2 a，d 問 3 a，d 問 4 ア 少子  

イ ジュニア 問 5 ウ 入管 エ 不法就労 問 6 c 問 7 b，c 

【4】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) (ｲ) 問(B) (ｳ) 問(C) a (ｹ) b (ｷ) 問(D) (ｳ) 問(E) (ｲ) 問(F) (ｲ)  

問(G) (ｳ) 問(H) (ｱ) 問(I) (ｴ) 

【5】2010 関西大学 2/4,学部個別日程(３教科型) 外国語 社会安全 商 総合情報 法  

1 (ｼ) 2 (ｹ) 3 (ｷ) 4 (ｲ) 5 (ﾁ) 6 (ﾂ) 7 (ｿ) 8 (ﾎ) 9 (ﾊ) 10 (ﾋ) 

【6】2010 関東学院大学 2/5,一般(前期日程２・３科目型・得意科目重視型) 経済 法 人間環境 文 
<A> 問 1 4 問 2 5 問 3 4 問 4 1 問 5 2 問 6 2 
<B> 問 7 5 問 8 3 問 9 1 問 10 3 

【7】2010 京都産業大学 2/3,前期日程 外国語 経営 経済 文化 法  

問 1 1 経済社会 2 国際労働機関 3 UNESCO 問 2 2 問 3 3 

問 4 (1) 潘基文 [パン・ギムン] (2) 1 問 5 (1) PLO (2) 4 問 6 4 問 7 2 

【8】2010 京都産業大学 2/4,前期日程 外国語 経営 経済 文化 法  

問 1 1 自由 2 平等 問 2 4 問 3 1 問 4 2 問 5 1 問 6 (1) マンデラ  

(2) アパルトヘイト  (3) カーター (4) 2 

【9】2009 駒澤大学 2/4,全学部統一  

問１ (ｲ) 問２ (ｲ) 問３ (ｳ) 問４ (ｲ) 問５ 安全保障理事会 問６ (ｳ) 問７ (ｴ) 

問８ (ｱ) 問９ (ｳ) 

【10】2010 西南学院大学 2/9,Ｆ日程・一般･センター併用型  

問 1 A 集団安全保障 B 信託統治理事会 C 主権平等 D フランス E 大国一致 

問 2 ア 15 イ 12 ウ 21 エ 14 オ 24 

【11】2011 中央大学 2/17,一般Ⅱ 商  

問 1 A トルーマン・ドクトリン B 経済相互援助会議  C ジュネーブ四巨頭会談  

D 戦略兵器制限交渉 E 戦略兵器削減条約 F 核拡散防止条約 [NPT]   

G パグウォッシュ会議 問 2 ドイツ，ソ連 問 3 ア 中国代表権 イ 中華人民共和国 

問 4 大国一致の原則 問 5 平和のための結集決議 問 6 独立国家共同体 [CIS]  

問 7 ヘルシンキ宣言 問 8 (1) ゴルバチョフ (2) ペレストロイカ 問 9 アメリカ，中国 

問 10 湯川秀樹 

【12】2010 東洋大学 2/8,Ａ・Ｃ・Ｄ方式  

問 1 A ③ B ② C ④ D ③ E ② F ③ 問 2 ①，⑤ 問 3 ③，④ 問 4 ②，④ 

【13】2010 福岡大学 2/4,センタープラス型・前期日程 法 商２部 人文  

問 1 ア (15) イ (17) ウ (21) エ (13) 問 2  ① オ (12) カ (17) キ (16) 

ク (25) ケ (21) ② A ニューヨーク B ルーズベルト C サンフランシスコ 
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③ (3) 問 3 (2) 問 4 (4) 問 5 (1) 問 6 (2) 問 7 (3) 問 8 バングラデシュ 

【14】2011 明治大学 2/9,一般 国際日本  

設問 1 B 設問 2 B 設問 3 A 設問 4 安全保障理事会 設問 5 C 設問 6 C 

設問 7 A 設問 8 B 設問 9 D 設問 10 A 

【15】2009 明治学院大学 2/4,全学部日程 経済 国際 社会 心理 文 法  

〔問１〕 a ウィルソン b 平和 c 1920 d ジュネーブ e ソ連 f ニューヨーク 

 g 総会 h 信託 〔問２〕 松岡洋右〔問３〕 ｱ) United Nations ｲ) 旧敵国条項 

 ｳ) 1 番目…アメリカ合衆国 2 番目…日本 

〔問４〕 ｱ) アメリカ，イギリス，フランス，ロシア，中国 ｲ) 拒否権 ｳ) 10 カ国，2年 

〔問５〕 大韓民国 [韓国] 

【16】2011 明星大学 1/30,一般前期Ａ方式 教育 経済 情報 人文 理工  

問 1 〔11〕 ① 〔12〕 ③ 〔13〕 ③ 〔14〕 ② 〔15〕 ④ 

問 2 ② 問 3 ① 問 4 ④ 問 5 ③ 問 6 ③ 

【17】2010 立命館大学 2/2,文系Ａ方式  

〔1〕 A 勢力均衡 B 国際連盟 C 全会一致 D アメリカ  E 経済 F 大西洋憲章  

G 拒否権 H 日本 〔2〕 (う) 〔3〕 経済社会理事会，信託統治理事会 

〔4〕 イギリス，フランス 〔5〕 (a) 朝鮮戦争 (b) 多国籍軍 

【18】2011 早稲田大学 2/18,一般(Ａ方式) 人間科  

問 1．1，4 問 2．1，3 問 3．4 問 4． ① 4 ② 1 ③ 2 問 5．4 問 6．1，4 

問 7． ⑤ 5 ⑥ 2 問 8．1，3 

【19】2011 早稲田大学 2/22,一般 社会科  

問 1 エ 問 2 ウ 問 3 オ 問 4 ウ 問 5 ア 問 6 ウ 問 7 ウ 問 8 オ 

問 9 エ 問 10 イ 

【20】2009 早稲田大学 2/21 商  

問１ A 安全保障理事会 B 不戦 C 平和のための結集 D 個別的 E 交戦権 F 領域 

 G 主権 H 国民 問２ 1 (ｳ) 2 (ｴ) 3 (ｵ) 4 (ｳ) 5 (ｴ) 6 (ｵ) 7 (ｱ) 

問３ (a) (ｴ) (b) (ｵ) (c) (ｲ) 

 


