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【1】2012 青山学院大学 2/19,個別学部日程(Ａ・Ｂ方式) 経済  

 次の文章を読み，下の問いに答えなさい。 
 国際連盟は，アメリカの (1) 大統領が発表した (A) (1918年)に基づき，1919年，第一次世界大戦終
結のためのパリ講和会議で設立が決定された。 (A) とは，第一次世界大戦後の世界で国際協調を促進する

ための原則として，国際機関の設立，秘密外交の廃止，民族自決などを提示したものである。 
 国際連盟規約では，加盟国による紛争の平和的解決の原則が提唱された。ところが，国際連盟は，国際紛争

の解決では，必ずしも効力を発揮し得なかった。その理由としてあげられるのは，総会や理事会では基本的に

全会一致の議決方式が取られたため，意思決定が困難であった点である。また，連盟の決定は，加盟国に対す

る勧告にすぎず，侵略国にたいする制裁手段の不備のため，強制力が弱かったのである。さらに，当時の大国

は連盟を積極的に支持しなかった点もあげられる。アメリカは連盟に加盟せず，ソ連は (2) 年になってか

ら加盟した。現状に不満を持つ日本，ドイツ，イタリアは連盟から脱退した。 
 第二次世界大戦後，国際機構によって平和と安全を保障しようとする試みは，国際連合へと受け継がれた。

その原型は，1941年の米英首脳による (B) にあらわれ，1944年の (3) 以降，設立への動きが具体化し

ていった。その後，1945年に国連憲章が採択され， (4) カ国を原加盟国として国際連合は発足した。 
 国際連合には，国連憲章の目的の達成のために，総会，安全保障理事会，経済社会理事会，信託統治委員会，

 (5) ，事務局の主要機関が設けられている。また，具体的問題に対処するための専門機関や専門委員会も

設けられている。安全保障理事会は国際平和と安全の維持に責任を持ち，その決定には拘束力がある。総会は，

軍縮，平和維持，経済開発，人権，国際立法など，幅広い問題を討議し，勧告を発する。その結果採択された

決議は，1960 年の (6) などにみられるように，国際社会の指針となる。 (C) が拒否権によって機能し

ないときは，代わって総会が国際平和と安全のための集団的措置を加盟国に勧告できるとする (D) が， 

(7) 年に採択された。 
 国連にも幾多の問題があり，特に，安全保障理事会の機構改革，財政問題，経済社会分野の機構改革，平和

維持活動改革などが議論されてきた。2005年の国連首脳会合では一定の成果をみ，例えば， (8) の設立が

決定された。 
問 1 本文中の空欄 (1) ～ (8) に入る最も適切な語句，あるいは数字をそれぞれの選択肢①から④まで

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 T. ルーズベルト ② タフト ③ ウィルソン ④ ハーディング 
(2) ① 1931 ② 1932 ③ 1933 ④ 1934 
(3) ① カイロ会談 ② ヤルタ会談 ③ ポツダム会談 ④ ダンバートン・オークス会議 
(4) ① 50 ② 51 ③ 52 ④ 53 
(5) ① 国際司法裁判所 ② 国際刑事裁判所 ③ 常設仲介裁判所 ④ 常設国際司法裁判所 
(6) ① 女性差別撤廃宣言 ② 人種差別撤廃宣言 ③ 植民地独立付与宣言  
④ 新国際経済秩序樹立宣言 

(7) ① 1949 ② 1950 ③ 1951 ④ 1952 
(8) ① 人権委員会 ② 国連軍縮委員会 ③ 女性差別撤廃委員会 ④ 平和構築委員会 

問 2 本文中の空欄 (A) ～ (D) にあてはまる最も適切な語句を記入しなさい。解答は解答用紙(その 2)
を使用しなさい。 

 
【2】2012 関西大学 2/2,学部個別日程(３教科) 商 政策創造 人間健康 社会安全  

教師：  二人で何を議論しているのですか。 
A：  国際秩序とはどういうものか，ということです。先生，国際関係にも秩序はあるのでしょうか。 
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B：  国際関係はアナーキーで，そこに秩序などないと思います。 
教師：  ほう，いきなり根源的な問いに入りますね。なるほど，国際関係はアナーキーだということになる

かもしれません。しかし，アナーキーとはどういう意味でしょうか。 
B：  無政府状態です。 
教師：  たしかにそのように訳されます。では，無政府状態とは，どんな状態なのでしょうね。無秩序状態

でしょうか。 
B：  ホッブズによれば，政府のない自然状態では，各人が，自己の判断に基づいて( 1 )を主張すること

のできる戦争状態です。それは秩序のある状態とはいえないと思います。 
A：  でも，ロックは，労働を根拠として，自然状態においても( 2 )が成立していることを認めています。

つまり，自然状態においても( 1 )を主張することは許されず，複数の人々がそれぞれの生存領域を
相互に認めあうような秩序が成立するということではありませんか。 

B：  アナーキー(anarchy)という語を辞書で引けば，「無秩序・混乱」という意味が書いてあるわ。アナ
ーキーにおける秩序なんて矛盾ではないかしら。 

教師：  <秩序＝政府>と考えるなら，無政府状態は無秩序状態ということになるでしょう。しかし，そう
ではない考え方もあります。例えば，アナーキーという言葉を，政治形態を指すものとして理解する

こともできます。つまり，単一者の(mon-)支配する政治形態としてのモナーキー(monarchy)，少数者
の(olig-)支配する政治形態としてのオリガーキー(oligarchy)と並んで，何者も(an-)支配しない政治形
態としてのアナーキー(anarchy)がある，という理解です。 

A：  君主制・寡頭制とアナーキーを並べるのですね。 
B：  それは詭弁のような気がしますけど。秩序を乱す悪い人間を抑えこむ権力的統治の存在は，秩序に不

可欠の前提です。 
教師：  そう考えない人もいます。極端にいえば，強制力を持った権威による抑圧が全くないほうが人間は

良い社会秩序を形成する，という考え方もあるのです。これは( 3 )という考え方です。 
A：  今の先生の話を総合すると，国際関係がアナーキーであるとしても，( あ )，と考えるなら，国際

関係においても秩序が存在しうる，ということですね。 
教師：  そうです。 
B：  でも，秩序に反する悪い国家がある場合にはどうするのですか。例えば，ある国家が他国の権利を侵

害した場合，そのような秩序への違反行為が放置されるままでは，ちゃんとした秩序とはいえないで

しょう。 
A：  それぞれの国家が，自分の権利を自ら守るような分権的な秩序だってありうると思うけど。 
B：  うんと強い国があって，他国の権利を平気で蹂躙

じゅうりん

できるとしたら，どうしようもないじゃない。 
教師：  そうですね。国際社会では，それぞれの国家が，自国の権利を自力で維持することが求められるの

であるとすれば，ずば抜けた力を持った国家の成立は，国際秩序全体にとって大変危険なことと考え

られますよね。ですから，18 世紀から 19世紀にかけての国際秩序思想においては，ずば抜けた力を
持った国を抑えこむ仕組みが非常に重視されました。例えば，比較的弱い国家が協力して，最強国に

対抗し，その力を削ぐ，というような仕組みのことです。このような仕組みを( 4 )と呼びます。 
A：  20世紀の国際秩序は，( 4 )に対する反省のなかから形成された，と聞いたことがあるのですが。 
教師：  そういえるかもしれません。硬直化した対抗的軍事同盟の間で激しい軍拡競争が生じたことが，悲

惨な第一次世界大戦の重要な要因であると考えられたため，大戦後の世界では，軍事同盟とは別の構

造の安全保障が構想されました。それが集団安全保障です。集団安全保障は，現在の国際社会におい

ても重要な意味を持っています。 
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A：  軍事同盟と集団安全保障はどうちがうのですか。 
教師：  ( い )。 
B：  集団安全保障による措置といっても，それが武力を伴うものであれば，結局，武力行使になるわけで

すよね。それが，第三次世界大戦を引き起こすことはないのでしょうか。 
教師：  そういう不安はありますよね。だから，国際連合においては，いわゆる( 5 )を認めることによ

って，大国が一致しなければ，集団安全保障の措置を発動できないようになっています。 
B：  それでは，大国間の一致が達成できないような状態では，集団安全保障が機能しないではありません

か。 
教師：  そうですね。大国に対して国際連合が措置をとりえないということは，はじめから，想定されてい

たことだといえるでしょう。さらに，冷戦下においては，世界中の紛争について東西陣営が対立的な

利害関心を持つ傾向があり，集団安全保障体制はうまく機能しませんでした。 
B：  集団安全保障が機能しないということは，各国が，自国の権利や利益を自力で維持しなければならな

いということですよね。 
A：  戦争によって国際紛争を解決することは，国際連合の下では違法なのだから，武力によって自国の権

利を維持することは許されないのでは。 
教師：  いかに自国の正当な権利であっても，それを武力によって実現しようとすることは原則として禁止

されています。しかし，国連憲章においても，自国の権利を自らの実力で維持するという原理が，( 
6 )という形で部分的に認められています。国連憲章第 51条には，国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合，安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間，個別的または集団的( 6 )が当該加
盟国について認められるということが規定されているのです。 

B：  冷戦期には，安全保障のための条約体制として，北大西洋条約機構(NATO)が設立されましたが，こ
れは，集団安全保障の一形態ではないのでしょうか。 

教師：  冷戦下における北大西洋条約機構の役割は，共産主義陣営からの攻撃が一つの加盟国に対して行わ

れた場合に，他の加盟国が共同して防衛にあたる，ということだと考えられます。そうだとすれば，( 
う )。 

問(A) 文中の( 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) 交渉権 (ｲ) 拒否権 (ｳ) 交戦権 (ｴ) 執行権 (ｵ) 自衛権 (ｶ) 自決権 (ｷ) 所有権  
(ｸ) 抵抗権 (ｹ) 多極化 (ｺ) 緊張緩和 (ｻ) 人民主権 (ｼ) 社会主義 (ｽ) 勢力均衡  
(ｾ) 平和共存 (ｿ) 特別多数決 (ﾀ) アナーキズム (ﾁ) 平和的生存権 (ﾂ) ケインズ主義 
(ﾃ) 自己保存の権利 (ﾄ) ナショナリズム (ﾅ) 万物に対する権利 (ﾆ) ウェストファリア体制 

問(B) 文中の( あ )～( う )に入れるのに最も適当な文を，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 国家は秩序を優先する (ｲ) どちらともいえません (ｳ) 地域的な集団安全保障です  
(ｴ) アナーキーはカオスではない (ｵ) 集団安全保障とはいえません  
(ｶ) 国際社会の共通利益が存在する (ｷ) アナーキーは無政府状態ではない 
(ｸ) アナーキーはモナーキーと類似している (ｹ) 国連憲章が想定する秩序の枠外にあります 
(ｺ) 軍事同盟が主に外部の敵国に向けられているのに対して，集団安全保障は主に内部の違反国に向

けられています 
(ｻ) 軍事同盟が主に軍事政権同士の協力関係であるのに対して，集団安全保障は主に民主的国家によ

る協力関係です 
(ｼ) 軍事同盟が主権国家間の合意によって形成されるのに対して，集団安全保障は国際社会の一般的
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利益に基づいて形成されます 
(ｽ) 軍事同盟が攻撃のための協力を主な目的としているのに対して，集団安全保障は侵略に対する防

衛のための協力を主な目的としています 
問(C) 文中の下線部「集団安全保障」について，その例として最も適当な条約の規定を次の(ｱ)～(ｴ)から一つ
選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) 「締約国は，国際紛争解決のため戦争に訴うることを非とし，かつ，その相互関係において国家

の政策の手段としての戦争を放棄することをその各自の人民の名において厳粛に宣言す。」 
(ｲ) 「安全保障理事会は，平和に対する脅威，平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し，並びに，国

際の平和及び安全を維持し又は回復するために，勧告をし，又は，…〔中略〕…いかなる措置をとる

かを決定する。」 
(ｳ) 「各締約国は，…〔中略〕…いずれか一方に対する武力攻撃が，自国の平和及び安全を危うくす

るものであることを認め，自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動す

ることを宣言する。」 
(ｴ) 「いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞

おそれ

のあるものについては，

その当事者は，まず第一に，交渉，審査，仲介，調停，仲裁裁判，司法的解決，地域的機関又は地域

的取極
とりきめ

の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。」 
 

【3】2012 関西大学 2/8,全学部日程(３教科) 法 文 商 社会 政策創造 総合情報 社会安全  

 国際社会の平和と安全の維持をめざして，国際連合(国連)が 1945 年に発足した。国連には総会，安全保障
理事会，経済社会理事会，信託統治理事会，事務局，国際司法裁判所の六つの主要機関が設けられている。こ

れらに加えて，経済・社会・文化・教育・保健などの特定の分野で具体的に活動をおこなう，多数の国際機関

が存在している。これらの国際機関の中には，総会の下にある補助機関や国連と連携協定を結んでいる専門機

関などがある。国連そのものはもとより，これらの諸機関との連携を通じて，国際社会の共通の関心事項が幅

広く取り扱われている。 
 総会により設置された機関の中には，国連における発展途上国への開発援助の中心的役割を担う(a)国連開発

計画や，①南北問題についての検討と勧告をおこなう国連貿易開発会議などがある。さらには，戦争で犠牲に

なった子どもの救済を目的として，1946 年の第一回総会で設立されたのが，国連児童基金である。現在では
多くの国で健康衛生や教育，職業訓練などの活動に取り組んでいる。その本部は( 1 )におかれている。19
72年に開かれた②国連人間環境会議の決議で創設が決まった(b)国連環境計画は，国連諸機関の環境に関する活

動の総合的な調整や，環境関連諸条約の管理をおこなう。その本部は( 2 )におかれている。また，( 3 )
に本部をおいて活動する学術機関として，国連大学がある。人類の存続，発展および福祉などを中心に国際理

解を促進し，各国の大学や研究機関の連携および協力を深めることが任務とされている。 
 国連の専門機関の中には，第二次世界大戦以前に設立された国際機関もある。1919 年に③ベルサイユ条約
に基づいて( 4 )に設置された(c)国際労働機関では，労働条件の国際的な改善がめざされている。1946 年に
国連の専門機関になったが，国連の非加盟国も加盟することができる。( 4 )には，1948年に設立された(d)

世界保健機関も本部をおいている。感染症の撲滅や各国の保健制度の強化，災害への援助を任務としており，

近年は HIVや SARS，新型インフルエンザなどの対処で注目を集めている。1946年に発足した④国連教育科
学文化機関も専門機関の一つである。教育・科学・文化を通じて国際協力を促進し，世界の平和と安全をはか

ることを目的として活動をおこなっている。 
 国連憲章でいう専門機関に入らないが，実質的にはそれに準ずる国際機関は関連機関とよばれている。例え

ば，核の平和利用促進と軍事への転用防止を任務とする(e)国際原子力機関がこれに該当する。1957 年に設立
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され，本部は( 5 )にあり，2005年には⑤ノーベル平和賞を受賞した。 
問(A) 下線部(a)～(e)に対応する最も適当な欧文略語を下記の語群から選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) ILO (ｲ) IMO (ｳ) ITU (ｴ) WHO (ｵ) WWF (ｶ) IAEA (ｷ) IATA (ｸ) UNDP 
(ｹ) UNEP (ｺ) UNFPA (ｻ) UNHCR (ｼ) UNIDO (ｽ) UNWTO (ｾ) UNCTAD  
(ｿ) UNESCO (ﾀ) UNICEF (ﾁ) UNITAR 

問(B) 文中の( 1 )～( 5 )に入れるのに最も適当な都市名を下記の語群から選び，その記号をマークしな
さい。 

(ｱ) 京 都 (ｲ) 上 海 (ｳ) 東 京 (ｴ) 北 京 (ｵ) カイロ (ｶ) ローマ (ｷ) ウィーン  
(ｸ) ナイロビ (ｹ) バンコク (ｺ) ベルリン (ｻ) ボストン (ｼ) ロンドン (ｽ) ジュネーブ  
(ｾ) ニューヨーク (ｿ) アムステルダム (ﾀ) ストックホルム (ﾁ) ヨハネスブルク  
(ﾂ) サンフランシスコ 

問(C) 下線部①に関して，次の(ｱ)～(ｴ)の中で最も適当でないものを一つ選び，その記号をマークしなさい。 
(ｱ) 特定の農産物や鉱産物といった一次産品に依存するモノカルチャー経済は，発展途上国経済の自

立を阻害する要因となっている。 
(ｲ) 南北問題を解決するために，天然資源に対する恒久主権や多国籍企業に対する規制や監視を要求

する「新国際経済秩序」が，世界銀行の総会で採択された。 
(ｳ) 発展途上国の中で，比較的豊かな発展途上国と経済的に困窮している後発発展途上国の格差から

生じる問題は，南南問題とよばれている。 
(ｴ) 武力によって支配するのではなく，独立を認めつつ経済的・思想的に他国を支配しようとする対

外政策は，新植民地主義とよばれている。 
問(D) 下線部②に関して，国連人間環境会議の説明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) この会議では，持続可能な開発がスローガンとして掲げられた。 
(ｲ) この会議で採択された人間環境宣言によって，資源ナショナリズムの動きが収束した。 
(ｳ) この会議の成果の一つが，渡り鳥などの生息地として重要度の高い湿地を保護するラムサール条

約である。 
(ｴ) この会議の20年後に開催された国連環境開発会議では，気候変動枠組条約が採択された。 

問(E) 下線部③に関して，ベルサイユ条約の説明として最も適当でないものを次の(ｱ)～(ｴ)から一つ選び，そ
の記号をマークしなさい。 

(ｱ) この条約は，ドイツに対して軍備制限や戦争責任，賠償義務などを規定した。 
(ｲ) この条約に基づき，国際平和を維持するために設立されたのが国際連盟である。 
(ｳ) この条約に先立って，アメリカ合衆国大統領のウィルソンは平和原則14カ条を提唱した。 
(ｴ) この条約によって成立したベルサイユ体制の下で，アジア・アフリカの植民地が次々と独立して

いった。 
問(F) 下線部④に関して，国連教育科学文化機関の説明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) 1945年に採択された国連教育科学文化機関憲章の中には，敵国条項が含まれている。 
(ｲ) 1972年に採択された世界遺産条約に基づき，文化遺産・自然遺産・複合遺産を選定することが任
務の一つである。 

(ｳ) 1980年代には，政治姿勢が発展途上国寄りであると批判され，アメリカ合衆国やイギリス，日本
が脱退した。 
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(ｴ) 2011年 4月現在，事務局長は日本出身の天野之弥である。 
問(G) 下線部⑤の受賞者として最も適当なものを次の(ｱ)～(ｵ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。 

(ｱ) 毛沢東 (ｲ) マハトマ・ガンディー (ｳ) ヒラリー・クリントン  
(ｴ) マーガレット・サッチャー (ｵ) ネルソン・マンデラ 

 

【4】2012 関東学院大学 2/5,一般(前期日程(３科目型・得意科目重視型)) 文 経済 法 人間環境  

<A>  
 国際社会は，17世紀中葉の a を契機に成立したといわれる。まずは， a の最中，オランダの法学者

グロティウスが国家間において守るべき(1)国際法について説いた。さらに， a を終結するために締結され

た b で，各国は，国家権力の最高性や対外的独立性を意味する主権を相互に承認しあい，ここに主権国家

を構成単位とする国際社会が成立した。 
 しかし現実には，各国は，仮想敵国の陣営とほぼ互角の軍事力を備えることで自国の安全を確保できるとす

る勢力均衡方式を採用し，それが第一次世界大戦を引き起こす結果となった。そこで，アメリカの c 大統

領は，勢力均衡に代わる新たな平和維持のしくみとして集団安全保障方式を提唱した。この方式に基づいて設

立された初めての国際平和機構が国際連盟である。なお，集団安全保障方式は，現在の(2)国際連合(国連)にお
いても採用されている。 
 ただし，第二次世界大戦後の国際政治は長らく(3)東西冷戦の下におかれ，国連は当初期待された役割を果た

すことができなかった。また，冷戦終結後も，様々な地域紛争や民族紛争の噴出，(4)核兵器の拡散，国際テロ

組織による大規模なテロ活動などが見られ，国際政治は依然として混沌とした状況を呈している。 
問 1 文中の空欄 a ・ b 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 クリミア戦争 b ウェストファリア条約 2． a クリミア戦争 b ベルサイユ条約 
3． a ナポレオン戦争 b ウェストファリア条約 4． a ナポレオン戦争 b ベルサイユ条約 
5． a 三十年戦争 b ウェストファリア条約 6． a 三十年戦争 b ベルサイユ条約 

問 2 文中の空欄 c に当てはまる人名として正しいものを，1～5 の中から 1 つ選べ。解答は， 22 を

マークすること。 
1．リンカーン 2．モンロー 3．ウイルソン 4．ジェファーソン 5．ニクソン 

問 3 下線部(1)についての記述として適当でないものを，1～5の中から 1つ選べ。解答は， 23 をマーク

すること。 
1．国際法は，一般に，国際慣習法と条約(成文国際法)からなる。 
2．平時の国際法はすでに存在しているが，戦時に適用される国際法は現在までのところ存在しない。 
3．条約は，国家間の合意によって成立するので，その条約に参加していない国家は法的な拘束を受け
ない。 

4．国際社会には，一国内で見られるような統一的な立法機関が存在していない。 
5．国際慣習法は，その内容が不明確な面があるので，国連によって条約化が進められたものもある。 

問 4 下線部(2)に関連して，国際連合の主要機関に関する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．国連総会で各国が有する投票権の数は，人口や国土の大きさによって決定されている。 
2．国際司法裁判所は，国際法上の重大犯罪をおかした個人を裁く権能を有している。 
3．安全保障理事会の常任理事国および非常任理事国には，拒否権が認められている。 
4．経済社会理事会は，専門機関と連携しながら，経済，社会，文化などの国際協力を推進している。 
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5．信託統治理事会は，冷戦終結以降その役割がますます重要となり，現在でも活発に活動している。 
問 5 下線部(3)に関連する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．東側陣営のマーシャルプランに対抗し，アメリカと西欧諸国は経済協力開発機構(OECD)を結成し
た。 

2．朝鮮戦争においては米ソ両国が直接武力衝突する事態となり，熱い戦争となった。 
3．フランスは 1960年代に北大西洋条約機構(NATO)から離脱し，その状態が今でも続いている。 
4．米ソ両国首脳は 1989年，インドネシアのバンドンで会談を行い冷戦の終結を宣言した。 
5．NATOと対峙していたワルシャワ条約機構(WTO)は，現在では解体され存在しない。 

問 6 下線部(4)に関連する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．米ソ両国は，1950年代半ば頃より，核抑止論の考え方に基づき，核兵器の完全廃棄をめざした。 
2．キューバ危機の翌年には，米英ソ仏中 5国により部分的核実験禁止条約が締結された。 
3．各地域で非核地帯を設ける構想はあるものの，それらを具体化する条約は，どの地域においても実
現していない。 

4．1990年代には，すべての核爆発を伴う核実験の禁止をうたった包括的核実験禁止条約が国連総会で
採択され，発効した。 

5．インドとパキスタンは，1990年代に核実験を行ったことがある。 
<B>  
 第二次世界大戦後の国際経済体制は，1944年の d 協定に基づいて設立されたIMF(国際通貨基金)と，1
947年に締結された GATT(関税と貿易に関する一般協定)を軸に運営され，IMF・GATT体制と呼ばれた。 
 IMF は，当初アメリカの強いドルを基軸通貨とする固定相場制を採用するとともに，(5)国際収支悪化国に

対して資金を融資することにより為替相場の安定に努めてきた。ところが，その後のアメリカの経済力低下を

背景として，1970 年代，固定相場制は崩壊し(6)変動相場制への移行を余儀なくされた。しかし，変動相場制

移行後も，IMFは各国通貨の安定のために重要な役割を果たしている。 
 一方，自由・無差別・多角という原則を掲げて(7)多角的貿易交渉(ラウンド)を重ねた GATT は，1990 年代
に世界貿易機関(WTO)へと発展的に改組された。ただし，WTOにおける最初のラウンドであるドーハラウン
ドは難航し，戦後最長の期間を要するラウンドとなった。 
問 7 文中の空欄 d に当てはまる語句を，1～5の中から 1つ選べ。解答は， 27 をマークすること。 

1．ロメ 2．ブレトンウッズ 3．キングストン 4．スミソニアン 5．バーゼル 
問 8 下線部(5)に関連して，国際収支に関する次の 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，1～8の中から 1つ選べ。解答は， 28 をマークすること。 
a 商品やサービスの動きを示す資本収支と，資金の流出入を示す経常収支に大別できる。 
b 途上国に対する食料品援助の増加は，経常移転収支のマイナス要因となる。 
c 外国人による証券投資の増加は，資本収支のプラス要因となる。 

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 9 下線部(6)に関連して，変動相場制に関する次の 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，1～8の中から 1つ選べ。解答は， 29 をマークすること。 
a 日本で急激なインフレーションが進行すれば，円は高くなる。 
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b 円高が進行すれば，日本の輸出は有利になる。 
c 円高ドル安は，日本国内の産業空洞化を招く要因となる。 

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 10 下線部(7)に関連して，ウルグアイラウンドに関する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．GATTとしての最初のラウンドであった。 
2．著作権など知的財産権の保護について話し合われた。 
3．非関税障壁の撤廃が初めて討議され，一定の成果が得られた。 
4．日本のコメについては，関税を撤廃して完全自由化することが決定された。 
5．自由貿易を推進するため，途上国に対する一般特恵関税を撤廃することが決定された。 
 

【5】2012 近畿大学 2/13,前期(Ｂ日程)・ＰＣ方式(センター併用) 法 経営 文芸  

 国際社会の秩序を守るため(a)国際法が発達してきたが， 16 世紀までは，勢力均衡政策によって国際社

会の平和を維持していこうという考え方が強かった。しかし，実際には戦争が繰り返されたことから，20 世
紀に入り， A により国際平和を守ろうという考え方が有力になってきた。第1次世界大戦中の B 年に，

アメリカ大統領ウィルソンは，国際平和機構の創設を提唱し，1920 年に(b)国際連盟が設立された。この国際

連盟にアメリカは加盟しておらず，ソ連は 1934年に加盟したが，日本とドイツは 17 年に脱退し，結果と

して第 2次世界大戦を阻止することはできなかった。第 2次世界大戦終了後の 1945年 10月に，加盟国 C
 カ国で国際連合が成立し，現在では独立国のほとんどが加盟している。国際連合では，戦争によって多く

の人々がその犠牲となったことの反省から，平和の確立と人権保障の重要性を認識し，第 2次世界大戦後の 1
948年に国連総会で D を採択した。その後1966年には，民族自決の権利などを含めた E が採択され，

これを調印・批准した国々は，法的拘束力を受けることとなった。このような(c)人権条約はその後も拡大され，

少数民族や障害者といったマイノリティや，女性，(d)子どもにも対象が拡大されてきている。 
 日本は，第2次世界大戦後に，アメリカを主とする連合国の軍隊により占領された。その後， F 年に朝

鮮戦争がおこると，日本に平和条約を締結させようとする国際社会の機運が高まり，1951年 9月に，連合国 
G カ国との間でサンフランシスコ平和条約が結ばれ，同時に H も結ばれた。日本とソ連の間では，(e)

北方領土問題を棚上げにして，1956年に日ソ共同宣言が出され，国交が回復された。 
 第2次世界大戦後，日本では，大日本帝国憲法の 18 という手続きで，1946年に日本国憲法が制定され，
その第 9条第 1項で「 I の発動たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は， J を解決する手段と

しては，永久にこれを放棄する」と，戦争放棄を宣言し，第 2 項では，「前項の目的を達成するため，陸海
空軍その他の戦力は，これを保持しない。国の交戦権は，これを認めない」として，戦力の不保持と交戦権の

否認を規定している。国際社会の中で日本がこの平和主義をどのようにして実現していくかが重要な課題とな

っており，自衛隊の国連平和維持活動への参加問題が議論されている。 19 年に国連平和維持活動等協力

法が成立し， 20 にはじめて自衛隊が海外派遣され，2001年に同法が改正され，平和維持軍の本隊業務に
も参加できるようになっている。第 2 次世界大戦末期に，アメリカにより広島や長崎に原子爆弾を投下され
た世界最初で唯一の被爆国である日本としては，1957年に 21 とラッセルの提唱により開催されたパグウ

ォシュ会議を起点とする核兵器禁止運動と歩調を合わせた核廃絶・平和実現活動の取組みも重要だと考えられ

る。 
問 1 文中の 16 ～ 21 に入れるのに最も適当なものを，次の①～④のうちからそれぞれ一つ選びマー
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クせよ。 
 16  ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 
 17  ① 1932 ② 1933 ③ 1935 ④ 1936 
 18  ① 改 正 ② 廃 止 ③ 却 下 ④ 承 認 
 19  ① 1990 ② 1992 ③ 1994 ④ 1996 
 20  ① イラン ② アフガニスタン ③ カンボジア ④ パキスタン 
 21  ① アイゼンハワー ② アインシュタイン ③ ガガーリン ④ エジソン 

問 2 文中の A と B に入る用語と数字の組みあわせとして最も適当なものを，次の①～④のうちから

一つ選びマークせよ。 22  
① A 集団安全保障体制 B 1914 ② A 集団安全保障体制 B 1918 
③ A 超大国 B 1914 ④ A 超大国 B 1918 

問 3 文中の C ～ E に入る数字と語句の組みあわせとして最も適当なものを，次の①～⑧のうちから

一つ選びマークせよ。 23  
① C 41 D 権利章典 E 国際人権規約 ② C 41 D 権利章典 E ヨーロッパ人権条約 
③ C 41 D 世界人権宣言 E 国際人権規約  
④ C 41 D 世界人権宣言 E ヨーロッパ人権条約  
⑤ C 51 D 権利章典 E 国際人権規約 ⑥ C 51 D 権利章典 E ヨーロッパ人権条約 
⑦ C 51 D 世界人権宣言 E 国際人権規約  
⑧ C 51 D 世界人権宣言 E ヨーロッパ人権条約 

問 4 文中の F ～ H に入る数字と語句の組みあわせとして最も適当なものを，次の①～⑧のうちから

一つ選びマークせよ。 24  
① F 1947 G 48 H 日米安全保障条約 ② F 1947 G 48 H 日韓基本条約 
③ F 1947 G 58 H 日米安全保障条約 ④ F 1947 G 58 H 日韓基本条約 
⑤ F 1950 G 48 H 日米安全保障条約 ⑥ F 1950 G 48 H 日韓基本条約 
⑦ F 1950 G 58 H 日米安全保障条約 ⑧ F 1950 G 58 H 日韓基本条約 

問 5 文中の I と J に入る語句の組みあわせとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選

びマークせよ。 25  
① I 国 権 J 国際紛争 ② I 国 権 J 争 い ③ I 軍事力 J 国際紛争 
④ I 軍事力 J 争 い 

問 6 下線部(a)の国際法に関連して，国際法の考え方を最初に体系的に論じ「国際法の父」といわれる人物の
名，主要な著書の組みあわせとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選びマークせよ。 
① グロチウス 海洋自由論 ② グロチウス 永久平和のために 
③ ホッブス 海洋自由論 ④ ホッブス 永久平和のために 

問 7 下線部(b)の国際連盟の本部が置かれていた場所を，次の①～④のうちから一つ選びマークせよ。 
① ウィーン ② ジュネーブ ③ チューリッヒ ④ パ リ 

問 8 下線部(c)の人権条約に関連して，それを採択年の古いものから順に並べた組みあわせとして最も適当な
ものを，次の①～⑥のうちから一つ選びマークせよ。 28  
① 難民の地位に関する条約→人種差別撤廃条約→女子差別撤廃条約 
② 人種差別撤廃条約→難民の地位に関する条約→女子差別撤廃条約 
③ 女子差別撤廃条約→難民の地位に関する条約→人種差別撤廃条約 
④ 難民の地位に関する条約→女子差別撤廃条約→人種差別撤廃条約 
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⑤ 人種差別撤廃条約→女子差別撤廃条約→難民の地位に関する条約 
⑥ 女子差別撤廃条約→人種差別撤廃条約→難民の地位に関する条約 

問 9 下線部(d)の子どもに関連して，「児童の権利に関する条約」に関する記述として適当でないものを，
次の①～④のうちから一つ選びマークせよ。 29  
① 対象となる児童は，原則として18歳未満のすべての者である。 
② 締約国は，自己の意見を形成する能力のある児童が，その児童に影響をおよぼすすべての事項につ

いて自由に自己の意見を表明する権利を確保しなければならない。 
③ いかなる児童も，その私生活，家族，住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉され

または名誉および信用を不法に攻撃されない。 
④ 初等および中等教育は義務的なものとし，すべての者に対して無償とされねばならない。 

問 10 下線部(e)の北方領土として適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選びマークせよ。 30  
① 樺太島 ② 択捉島 ③ 色丹島 ④ 国後島 
 

【6】2012 駒澤大学 2/5,Ｔ方式 仏教 文 経済 法－Ａ(昼主)  

 第2 次世界大戦が終結すると，国際社会では先進国と発展途上国との間の経済格差是正がしだいに重要課
題となっていった。英連邦内のアジア諸国の開発援助促進を当初の目的にした 1 プランは1951年から活
動を始め，1964 年には(a)国際連合でもこの問題解決のため， 2 が国連の機関として設置され，その第1
回会議では先進国の積極的な経済援助などを求める 3 報告が提出された。先進国側も問題を放置すること

なく，経済協力開発機構( 4 )の下部機関 5 を中心に南北問題の是正に取り組んできた。2000年には国
連ミレニアム宣言が採択され，これらに基づき 2015年までに飢餓に苦しむ人々の割合を半減するなどとして
ミレニアム開発目標( 6 )が設けられた。しかし，現在でも途上国のなかには，(b)対外債務が累積した重債

務貧困国( 7 )や，極度の(c)貧困にあえぐ後発発展途上国( 8 )も依然存在している。 
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) MSA (ｲ) UNDC (ｳ) マーシャル (ｴ) HIPCs (ｵ) プレビッシュ (ｶ) OECD  
(ｷ) UNCTAD (ｸ) ローマ (ｹ) LDC (ｺ) ウ・タント (ｻ) マラケシュ (ｼ) UNMD 
(ｽ) ロンドン (ｾ) MDGs (ｿ) G8 (ﾀ) コモンウェルス (ﾁ) TRIPs (ﾂ) コロンボ  
(ﾃ) DAC (ﾄ) パグウォッシュ 

問 2 文中の下線部(a)に関して，2011年 1月 1日現在の国連事務総長を下記から 1人選び，その記号を解答
欄にマークしなさい。 

(ｱ) ブトロス・ガリ (ｲ) コフィー・アナン (ｳ) 潘 基文 (ｴ) 緒方 貞子 
問 3 文中の下線部(b)に関連して，累積債務国が国際通貨基金(IMF)から融資を受けるとき，IMFが債務国に
課す経済・財政政策上の融資条件を下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) コンディショナリティ (ｲ) リスケジューリング 
(ｳ) フェアトレード (ｴ) ファイナンシャル・アカウンティング 

問 4 文中の下線部(c)に関連して，貧困者向けの少額融資を下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークし
なさい。 

(ｱ) ナショナル・ミニマム (ｲ) サブプライム・ローン 
(ｳ) マイクロファイナンス (ｴ) ミニマムペイメント 
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【7】2012 成蹊大学 2/13,Ａ方式(地歴公民) 経済  

 世界の国々は，それぞれの歴史にもとづいて独自の(1)政治制度を発展させてきた。現在の各国におけるおも

な政治体制としては，議院内閣制，(2)大統領制，社会主義体制などがある。 
 例えば，議院内閣制をとる(3)イギリスでは，議会は上院と下院からなっている。国民は国会議員を選び，議

会の全議席の過半数を占める政党または政党グループが内閣を組織し，行政に責任を負う。(4)議会と内閣の間

では，相互に抑制と均衡の関係が保たれるようになっている。 
 アメリカでは大統領制をとっている。(5)アメリカの行政府の長である大統領は，国民が大統領選挙人を選ぶ

間接選挙によって選出され，議会には議席を持たないが，教書を議会に送る権限や，法案に対する(6)拒否権を

持っている。逆に，議会は大統領が締結した(7)条約や高級官吏任命に対する同意権を持っている。 
 近年において社会主義国は少なくなったが，(8)中国では共産党が強い指導力を持っている。国家権力の最高

機関である一院制の全国人民代表大会は，省，自治区，直轄市，軍隊からの代表によって構成され，年に 1
回開催される。 
問 1 下線部(1)に関連して，日本の政治制度に関する記述としてもっとも適切なものを，次の①～④の中から
ひとつ選び，その番号をマークせよ。 1  
① 大日本帝国憲法は，1889 年に制定された，日本で最初の近代憲法であるが，これはプロイセン憲
法を参考にして制定された欽定憲法である。 
② 大日本帝国憲法下では，帝国議会は衆議院と枢密院の二院制であったが，このうち枢密院は皇族や

華族によって構成されていた。 
③ 日本国憲法では，両議院に国政調査権が認められているが，この権限にもとづいておこなわれる証

人喚問は，衆議院のみに認められている。 
④ 日本国憲法では，公正な裁判を実現するため，裁判官が罷免されるのは，心身の故障による場合，

および内閣に設置される弾劾裁判所において罷免の決定がなされた場合に限定されている。 
問 2 下線部(2)に関する記述としてもっとも適切なものを，次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマー
クせよ。 2  
① フランスの大統領は，第3 共和制以来，内閣によって指名されてきたため，現在においても，他
の大統領制をとる国々と比較して弱い権限しか持たないと考えられている。 
② ドイツでは，ワイマール憲法下においては大統領制をとっていたが，現在では大統領は存在せず，

首相を行政府の長とした議院内閣制をとっている。 
③ イタリアでは，大統領がおかれているが，内閣が行政の実権を握っているため，このような政治制

度は議院内閣制に含めることができる。 
④ ロシアでは大統領が国会議員の中から選出されるため，上院における与党の党首が大統領に就任す

ることが一般的である。 
問 3 下線部(3)に関連して，イギリスの政治制度に関する記述としてもっとも適切なものを，次の①～④の中
からひとつ選び，その番号をマークせよ。 3  
① イギリスでは，日本と同様に裁判所が違憲立法審査権を持っており，国会の権力を抑制する仕組み

となっている。 
② イギリスの議会では，予算案の議決など，一部の法案に関して上院優位の原則が確立している。 
③ イギリスは，国王を元首とした立憲君主制の国であり，内閣を率いる首相は国王によって任命され

る。 
④ 現在，イギリスの下院は中選挙区制をとっており，労働党と保守党が二大政党となって政権を争っ

ている。 



私大2012 国際社会と国際法 12/40 

問 4 下線部(4)に関連して，日本における議会と内閣の関係に関する記述としてもっとも適切なものを，次の
①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 4  
① 日本国憲法第91 条には，「内閣総理大臣は，国会及び国民に対し，定期に，少くとも毎年 2 回，
国の財政状況について報告しなければならない」と定められている。 
② 内閣総理大臣の指名は，衆議院のみがおこなう権限を持っており，衆議院優越の原則が適用される

ひとつの例となっている。 
③ 苫米地訴訟における最高裁の見解によると，内閣が衆議院を解散できるのは，衆議院による内閣の

不信任案が成立した後に限定される。 
④ 衆議院が解散されたときには，参議院は同時に閉会となるが，内閣は，国に緊急の必要があるとき

は，参議院の緊急集会を求めることができる。 
問 5 下線部(5)に関連して，アメリカの政治制度に関する記述としてもっとも適切なものを，次の①～④の中
からひとつ選び，その番号をマークせよ。 5  
① アメリカ大統領は，議会解散権や法案提出権を持たない。 
② アメリカの下院議員は，各州から2名，計 100名が選出され，任期は 6年である。 
③ アメリカにおいて，連邦最高裁判所の裁判官は上院の同意を得て大統領が任命し，任期は10年で
ある。 

④ アメリカの連邦最高裁判所は，連邦議会に対して違憲審査権を持つが，大統領に対しては持たない。 
問 6 下線部(6)に関連して，アメリカ大統領が持つ拒否権に関する記述としてもっとも適切なものを，次の①
～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 6  
① 議会は，大統領による法案への拒否権の発動理由に不服がある場合，不信任案の決議をおこなうこ

とができる。 
② 法案に対して大統領が拒否権を行使した場合でも，上院と下院の両方において3 分の 2 以上の多
数で再可決すれば法案は成立する。 
③ 議会が大統領に送付した法案に対して大統領が7 日以内に署名をおこなわない場合，法案に対す
る拒否権を行使したとみなされる。 
④ 法案審議の迅速化をはかるため，大統領は，同じ法案に対しては2 度までしか拒否権を行使する
ことはできない。 

問 7 下線部(7)に関連して，条約は国際法の一種であるが，『戦争と平和の法』をあらわし，国際社会におい
て平和な秩序を樹立することを主張した人物としてもっとも適切なものを，次の①～④の中からひとつ選び，

その番号をマークせよ。 7  
① グロティウス ② モンテスキュー ③ サン＝ピエール 
④ ローズヴェルト(F. D. Roosevelt) 

問 8 下線部(8)に関連して，中国の政治制度に関する記述としてもっとも適切なものを，次の①～④の中から
ひとつ選び，その番号をマークせよ。 8  
① 中国の国家主席は，全国人民代表大会に対する解散権を持っている。 
② 全国人民代表大会の閉会中は，常務委員会が事実上の最高権力機関の役目を果たしている。 
③ 全国人民代表大会の下には行政府である最高人民法院と，最高司法機関としての国務院がおかれて

いる。 
④ 全国人民代表大会の議員には任期が定められておらず，実質的には終身制となっているケースが多

い。 
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【8】2012 成城大学 2/13,Ａ方式(３教科) 法  

 世界のどこかで絶えず戦争が行われている一方で，人類は国と国との間の紛争が戦争にできるだけならない

よう，あるいは戦争になった場合にも可能な限り，悲惨にならないように努力もしてきた。たとえば，17 世
紀前半に活躍したオランダの哲学者であり，国際法の父と呼ばれる a は，1625年に公刊した『 b 』に

おいて，人間の理性に基づいているがゆえにすべての国家に通用するはずの c 法から国際法を基礎づける

とともに，不当な戦争を批判した。 
 その後，このような考え方は次第に衰退していく。そのきっかけとなったのは，1648 年に締結され，近代
における国際社会の基本的枠組みを作ったとされる d 条約である。この条約の結果，国際社会は相互に対

等で独立した主権国家から構成され，各国は他国から独立に政治のあり方を決定することができると考えられ

るようになった。そのため，国際社会において各国家が従うべき国際法としては，自らが結んだ条約や，大多

数の国によって法として認められてきた e 法以外には存在しないと考えられた。 
 戦争の遂行方法や非戦闘員の保護などを定めた国際法が成立したのは，第1次世界大戦前の 1899年と 190
7 年にオランダで開催された f 会議においてであった。またこの会議では，国際紛争を武力に頼らず平和

的に解決するために， g 裁判所も設置された。 
 国際連合も1945年の発足に際して，同じ目的のために h 裁判所を設置した。ただし，この裁判所の司

法手続の当事者となるのは国家のみであり，しかも原則的には，(A)当事国の双方が裁判に同意しなければ裁判

は開始できないという点で限界がある。そこでこの限界の一部を克服するために，(B)2003 年に国際的関心事
である一定の犯罪を裁くために常設の i 裁判所が設置されるなど，戦争の悲惨さを軽減するための努力が
続けられている。 
問 1 文中の空欄a～i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，このような限界が存在するのはなぜか。本文中の記述を参考にしながら，40字以
内で述べよ(句読点を含む)。 

問 3 下線部(B)に関連して，次の(ｱ)～(ｴ)の文章のうち， i 裁判所の特徴についての記述として正しいもの

には○，誤っているものには×を記せ。 
(ｱ) この裁判所が裁くことができるのは個人の犯罪だけである。 
(ｲ) この裁判所が設置されるに当たっては，アメリカが強いリーダーシップをとった。 
(ｳ) この裁判所は被疑者が同意しなければ司法手続を開始できない。 
(ｴ) この裁判所が裁くことができる犯罪は，戦争犯罪に限定され，ジェノサイド(集団殺害犯罪)は戦時に行わ
れない限り，審理の対象とならない。 
 

【9】2012 専修大学 2/1,スカラシップ・全国入試  
 国際連合は，第二次世界大戦を防ぐことができなかった国際連盟に関する反省をふまえ，アメリカ合衆国，

イギリス，ソ連， (1) を中心に設立された。国際連盟は，1918 年初頭，アメリカ合衆国大統領 (2) が

アメリカ連邦議会で発表した「14カ条の平和原則」により提唱され， (3) において国際連盟規約が定めら

れた。だが，提唱国アメリカは上院の審議において激しい議論を戦わせ，批准案を否決した。その結果，提案

国が加盟しないこととなった。国際連盟は，1920年代には，国際紛争の解決において若干の成功例もあるが，
1930年代には限界を露呈した。たとえば，1931年 9月に起った日本の満州事変に対して無力であった。193
3年には (4) と日本が，1937年には (5) が脱退し，1939年には (6) を除名したのを最後に理事会，

総会とも活動を休止した。 
 国際連盟に代わる新たな国際機構を設立して，第二次世界大戦後の世界の安全保障を実現しようとする構想

は，1941 年 8 月にアメリカの (7) 大統領とイギリスの (8) 首相が会談し，その結果をふまえて提唱し
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た (9) 第8項「一般的安全保障のための仕組の必要性」において表明された。 (7) 政権は，国務省内で

慎重に構想の具体化の作業を進め，1943年 8月に「国際連合憲章草案」をまとめた。 (7) 政権は，従来の

孤立主義から脱却して，戦後の国際組織への加盟を支持するという世論の変化に後押しされて，同年 10月の
米・英・ソ外相会談でアメリカ合衆国案を提示し，討議の結果，主権平等原則に基づいて国際的な平和機構を

設立する点で合意した。その後中国も同意したこの (10) を受けて，同年 11月末にテヘランで行われた米・
英・ソ首脳会談において，すべての加盟国による総会と，紛争解決のために 4 大国が「世界の警察官」とし
ての役割を果たすという二本立ての方向が打ち出された。これを受けて 1944年 8月から開かれた (11) では，
アメリカ合衆国案を原案として，後の国際連合憲章として結実する提案が検討され，その合意点が「一般国際

機構設立に関する提案」として各国政府に示された。しかし，安全保障理事会における表決手続やソ連の代表

権などの問題では合意が得られず，1945年 2月の (12) に持ち越された。 
 1945年 4月末から 6月末にかけて，連合国 50カ国の代表が集まり，国際連合(以下，国連という)設立のた
めの (13) を開いた。すでに (12) で作成されていた憲章原案に基づく審議が行われ，50 カ国が国連憲章(以
下，憲章という)に署名して会議は終結した。 (14) は当初，アメリカ，イギリスとソ連の対立のあおりで会
議への参加が認められなかったが，後に憲章に署名して加盟が認められた。そして，署名国の過半数が憲章を

批准して，1945年 10月 24日に正式に国連が発足した。 
 国連では，総会の決定が加盟国に対して法的拘束力を持たないのに対して，安全保障理事会(以下，安保理
という)の決定は加盟国に対する強制力を持つ。憲章は安保理に対し，第 6 章で，国際の平和と安全が損なわ
れる恐れのある場合に「紛争の平和的解決」に努めることを求め，第 7 章で，「平和に対する脅威，平和の
破壊，侵略行為」に対して(ｲ)強制措置をとることを認めている。 
 このように安保理には，(ﾛ)集団安全保障の理念に基づく強い権限が認められているが，しばしば常任理事国

の拒否権によって，十分にその機能を果たすことができなかった。この「大国一致の原則」による安保理の機

能麻痺に対して，国連は「平和のための結集」決議や国連平和維持活動(以下，PKO という)など，新たな構
想による努力を行ってきた。「平和のための結集」決議は，(ﾊ)朝鮮戦争の際，ソ連の拒否権を無力化するため

にアメリカなどの国々が提案したもので，1950 年 11 月の総会で採択された。この決議で重要なのは，平和
が脅かされているにもかかわらず拒否権によって安保理が機能しない場合には，安保理の 7カ国(現在は 9カ
国)もしくは加盟国の過半数の要請に基づいて，24時間以内に特別緊急総会を招集できるという条項である。 
 (ﾆ)PKO は，地域的な紛争の悪化の防止や平和の回復のために行う活動であり，安保理決議や総会決議に基
づいて組織される。そのさきがけとなったのは，第一次中東戦争の際に，国境や停戦ラインの監視活動のため

に派遣された (15) である。国連憲章には平和維持活動についての明文の規定はないが，国際司法裁判所は 
(16) と国連コンゴ活動の経費は憲章 17 条 2 項に合致すると認めたうえで，両活動は憲章第 7 章の強制行動
とは異なると判断した。PKOが「6章半」の活動であるといわれるのはそのためである。 
 冷戦下における伝統的なPKOは，停戦ラインの画定や停戦監視，兵力撤退の監視など軍事監視部門が中心
であったが，冷戦終結後は治安維持，難民帰還，復興開発，選挙の組織・監視，行政事務の遂行，人権監視な

ど新しい任務を担うことになり，軍人以外に国連ボランティアを含むさまざまな文民も派遣されるようになっ

た。わが国も，1992年の (17) や国連モザンビーク活動など第 2世代の PKOに参加してきた。 
 さらに2003 年には，「集団殺害犯罪(ジェノサイド)」や，一般市民の殺害やレイプなどの「人道に対する
犯罪」，「戦争法規違反(戦争犯罪)」などを犯した個人を裁く常設の裁判機関である (18) が設立された。20
05 年には，紛争を克服した国が再び混乱に陥らないように，関係当事者間の合意を取りまとめ，復興のため
の戦略を提言する機関として， (19) の設立決定の決議が採択された。 
〔設問 1〕 本文中の空欄 (1) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 25 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
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① フィンランド ② 中国 ③ ウクライナ ④ オーストリア ⑤ スウェーデン 
〔設問 2〕 本文中の空欄 (2) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 26 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① フランクリン・ローズベルト ② トルーマン ③ フーヴァー ④ ウッドロー・ウィルソン 
⑤ エレノア・ローズベルト 

〔設問 3〕 本文中の空欄 (3) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 27 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① ヴェルサイユ条約 ② ワシントン条約 ③ ロンドン軍縮条約 ④ サンフランシスコ条約 
⑤ アムステルダム条約 

〔設問 4〕 本文中の空欄 (4) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 28 の

マーク解答欄にマークしなさい。 
① ソ連 ② 中国 ③ ドイツ ④ イタリア ⑤ オーストリア 

〔設問 5〕 本文中の空欄 (5) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① イタリア ② ドイツ ③ フィンランド ④ ソ連 ⑤ 中国 

〔設問 6〕 本文中の空欄 (6) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① ウクライナ ② スウェーデン ③ ソ連 ④ フランス ⑤ イタリア 

〔設問 7〕 本文中の空欄 (7) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① フランクリン・ローズベルト ② トルーマン ③ アイゼンハワー  
④ ウッドロー・ウィルソン ⑤ エレノア・ローズベルト 

〔設問 8〕 本文中の空欄 (8) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① マクドナルド ② ロイド・ジョージ ③ チャーチル ④ アトリー ⑤ クレマンソー 

〔設問 9〕 本文中の空欄 (9) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① 太平洋憲章 ② カイロ宣言 ③ 北京宣言 ④ 大西洋憲章 ⑤ モスクワ宣言 

〔設問 10〕 本文中の空欄 (10) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① 太平洋憲章 ② カイロ宣言 ③ 北京宣言 ④ モスクワ宣言 ⑤ プラハ宣言 

〔設問 11〕 本文中の空欄 (11) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① ブレトン・ウッズ会議 ② ヤルタ会談 
③ ロンドン会議 ④ ハーグ会議 
⑤ ダンバートン・オークス会議 

〔設問 12〕 本文中の空欄 (12) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① ヤルタ会談 ② オタワ会議 ③ ハーグ会議 ④ バンドン会議 
⑤ ロンドン会議 

〔設問 13〕 本文中の空欄 (13) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① ブレトン・ウッズ会議 ② オタワ会議 ③ ハーグ会議 ④ ワシントン会議 
⑤ サンフランシスコ会議 

〔設問 14〕 本文中の空欄 (14) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① ベラルーシ ② フィンランド ③ ドイツ ④ 日本 ⑤ ポーランド 

〔設問 15〕 本文中の空欄 (15) ， (16) ， (17) に入る最も適切なものを，次の①～⑧の中からそれぞれ一
つ選びなさい。 
① 国連インド・パキスタン軍事監視団 ② 国連キプロス平和維持隊 ③ 第一次国連緊急軍 
④ 国連モザンビーク活動 ⑤ 国連カンボジア暫定統治機構 
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⑥ 国連東チモール暫定行政機構 ⑦ 国連休戦監視機構 ⑧ 南スーダン・ミッション 
〔設問 16〕 本文中の空欄 (18) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 

① 欧州人権裁判所 ② 国際刑事裁判所 ③ 国際私法裁判所 ④ 国際人道裁判所  
⑤ 国連人権理事会 

〔設問 17〕 本文中の空欄 (19) に入る最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① 国際開発協会(第二世銀) ② 国連貿易開発会議 ③ 国連農業開発基金  
④ 国連平和構築委員会 ⑤ 持続可能開発委員会 

〔設問 18〕 本文中の下線部(ｲ)の強制措置として最も不適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① 包括的な経済制裁 ② 鉄道，航海，航空，電信など運輸通信手段の中断 
③ 外交関係の断絶 ④ 軍事的措置のために安全保障理事国からなる国連軍を創設すること 
⑤ 安保理の武力行使容認決議に基づく多国籍軍の編成 

〔設問 19〕 本文中の下線部(ﾛ)の集団安全保障についての説明として最も不適切なものを，次の①～⑤の中か
ら一つ選びなさい。 
① 集団安全保障の理念は，国家ないし国家群の間の力の均衡を維持しようとする「勢力均衡」政策・

戦略が，かえって，相手に対する優位を保とうとして軍拡競争を促すという欠陥に対する反省から生

まれた。 
② 集団安全保障は，対立関係にある国家をも一つの集団に包括し，集団内のある国が他国に対して行

う武力行使は，集団に属するすべての国に対する侵略行為とみなして，侵略国に対して制裁を加え，

集団を構成する国々の安全を保つという方式である。 
③ 国際連合憲章は，米州機構のような地域的集団安全保障体制を認めている。 
④ 1990 年の湾岸戦争のように，冷戦終結後，国連安保理決議に基づいて各国が多国籍軍を編成し，
地域紛争に対処する強制措置が集団安全保障として行われている。 
⑤ 集団安全保障の理念によれば，集団的自衛権は認められない。 

〔設問 20〕 本文中の下線部(ﾊ)の朝鮮戦争についての説明として最も適切なものを選びなさい。 
① この戦争は，1950年 6月 25日，北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が武力による朝鮮半島の統一を
図って北緯 38度線を越えて韓国に侵攻して起こした戦争である。 
② アメリカのアイゼンハワー大統領は，アメリカ軍を単独で派遣することを決意して，日本駐留の米

軍を派遣した。 
③ 安保理は，ソ連の欠席のまま北朝鮮の攻撃を「平和の破壊」と認定し，加盟国との特別協定を結ん

で国連軍を編成した。 
④ 1950年 10月，中国は人民解放軍を派遣して，朝鮮戦争に参戦した。 
⑤ 1953年 7月 27日，北緯 38度線を軍事境界線とする休戦協定が結ばれ，北朝鮮・中国と国連・韓
国の間で調印された。 

〔設問 21〕 本文中の下線部(ﾆ)の国連平和維持活動に日本が参加する際の基本方針(いわゆる「参加 5原則」)
として最も不適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 47 のマーク解答欄にマークしな

さい。 
① 紛争当事者の間で停戦合意が成立していること。 
② 紛争当事者が平和維持隊の活動及び平和維持隊への日本の参加に同意していること。 
③ 平和維持隊の活動が特定の紛争当事者に偏することなく，中立的立場を厳守すること。 
④ 平和維持隊の要員に死傷者がでた場合には，すみやかに撤収すること。 
⑤ 武器の使用は，要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。 
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【10】2012 専修大学 2/12,一般(前期(全学部統一))  
 人権問題が国際社会の大きな関心事項となったのは，1930 年代の全体主義国家の登場によってである。後
に枢軸国を形成する(ｲ)イタリア，(ﾛ)ドイツ，日本では，1930年代には，ファシズム，ナチズムおよび軍国主義
などの国家体制が出現し，政治的経済的困難を対外的侵略によって打開する政策を推進するようになった。こ

れらの国では強い国家や強い民族を強調して，個人の自由や基本的人権を国家や集団の力を弱めるものとみな

した。実際，これら諸国の対外戦争の準備過程では，戦争に反対する人々が弾圧され，あるいは，人種的理由

などから人権が侵害された。第二次世界大戦で侵略国となった枢軸国は，ユダヤ人に対する(ﾊ)ナチスのホロコ

ースト，日本軍の南京虐殺などにみられるように大規模な人権侵害や戦時国際法に違反する行為を行った。こ

れに対して，第二次世界大戦勃発後，連合国側のアメリカ大統領のフランクリン・ローズベルトは，1941年
の大統領の一般教書演説で，きたるべき戦後民主主義の指導理念として「言論の自由」，「 (1) 」，「欠

乏からの自由」，「恐怖からの自由」を提唱している。 
 そして，1945年 6月 26日，第二次世界大戦の連合国は，国際連合を設立するための条約「国際連合憲章」
を採択し，その前文で「(ﾆ)人間の尊厳と価値」を確認したが，それは，1948 年に国連総会が採択した世界人
権宣言にそのまま取り入れられた。さらに，1966年には世界人権宣言の理念をもとに，国際法としての拘束
力を持った国際人権規約を採択している。国際人権規約は， (2) 権的人権を保障するA 規約， (3) 権

的人権を保障する B規約および B規約の選択議定書からなる。 
 さらに，人間の尊厳という価値は，1965年採択の(ﾎ)人種差別撤廃条約，1979年採択の(ﾍ)女性差別撤廃条約，

1989年採択の(ﾄ)子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の各前文に取り入れられた。また，地域的な人権
条約に関して，南北アメリカでは，1948 年採択の米州人権宣言で「個人の尊厳」を米州諸国民が認めてきた
ことを宣言し，1969年採択の米州人権条約は「人の不可欠の権利は人間人格の属性に基づいている」(前文 2
項)と定め，(ﾁ)欧州では，(ﾘ)1953年に (4) が発効した。 
 ところで，第二次世界大戦後の各国憲法は，例えば，ドイツ連邦共和国基本法は「人間の尊厳は不可侵であ

る。これを尊重し，かつ，保護することは，すべての国家権力の義務である」(1 条)と規定し，また，日本国
憲法も，「 (5) 」(13条)と規定している。 
〔設問 1〕 本文中の空欄 (1) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 

① 信教の自由 ② 学問の自由 ③ 営業の自由 ④ 契約の自由 ⑤ 居住・移転の自由 
〔設問 2〕 本文中の空欄 (2) および (3) に入る語句としてそれぞれ最も適切なものを，次の①～⑥の

中からそれぞれ一つ選びなさい。 
① 財産 ② 平等 ③ 社会 ④ 生存 ⑤ 自由 ⑥ 自然 

〔設問 3〕 本文中の空欄 (4) に入る語句として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 
① ウィーン宣言 ② ヨーロッパ人権条約 ③ ローマ条約 ④ パリ憲章 ⑤ バンジュール憲章 

〔設問 4〕 本文中の空欄 (5) に入る憲法13 条の文言として最も適切なものを，次の①～④の中から一つ
選び，解答番号 5 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 何人も，人間として尊重される ② 個人の尊重は，これを侵してはならない 
③ すべて国民は，個人として尊重される ④ すべての人間は，個人として尊厳を持つ 

〔設問 5〕 本文中の下線部(ｲ)に関して，ムッソリーニが対外侵略により経済的苦境を脱しようとして 1939
年に併合した国として最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 6 のマーク解答欄に

マークしなさい。 
① マケドニア ② コソボ ③ アルバニア ④ ブルガリア ⑤ モンテネグロ 

〔設問 6〕 本文中の下線部(ﾛ)に関して，ヒットラーがドイツ民族統合を名目に，1938年に併合した国として
最も適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 7 のマーク解答欄にマークしなさい。 
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① チェコスロバキア ② オーストリア ③ スイス ④ フランス ⑤ ハンガリー 
〔設問 7〕 本文中の下線部(ﾊ)に関して，ヒットラーを指導者とする政党として最も適切なものを，次の①～
⑤の中から一つ選び，解答番号 8 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① ドイツ国家人民党 ② ドイツ社会民主党 ③ ドイツ共産党 ④ 国家社会主義ドイツ労働者党 
⑤ ドイツキリスト教民主同盟 

〔設問 8〕 本文中の下線部(ﾆ)に関して，人間としての権利，人民主権を説く社会契約説の考え方を引き継ぎ，
それを人間の尊厳の思想にまで深めた哲学者として最も適切な人物を，次の①～⑤の中から一つ選び，解答

番号 9 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① ベーコン ② カント ③ デカルト ④ デリダ ⑤ ヴォルテール 

〔設問 9〕 本文中の下線部(ﾎ)に関する記述として最も適切なものを，次の①～④の中から一つ選び，解答番
号 10 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 日本では，人種差別撤廃条約を批准し，北海道旧土人保護法を制定した。 
② 日本では，人種差別撤廃条約を批准し，刑法を改正して民族差別を罰する条項をつくっている。 
③ 日本では，人種差別撤廃条約を批准したが，国内法の整備に着手していないので，外国人に対する

差別的扱いは判決によって違法とされたことがある。 
④ 日本では，人種差別撤廃条約が国連総会で採択された直後の1965年に，この条約を批准している。 

〔設問 10〕 本文中の下線部(ﾍ)の条約を批准するために，日本で実施されたものとして最も適切なものを，次
の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 11 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① DV防止法の制定 ② 姦通罪の廃止 ③ 児童扶養手当の創設 ④ 男女雇用機会均等法の制定 
⑤ 離婚原因における破綻主義の採用 

〔設問 11〕 本文中の下線部(ﾄ)の条約に規定されているものとして最も不適切なものを，次の①～⑤の中から
一つ選び，解答番号 12 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 経済的搾取からの保護 ② 障害児の権利 ③ 意見表明権 ④ 少女の婚姻最低年齢 
⑤ 教育への権利 

〔設問 12〕 本文中の下線部(ﾁ)に関して，2011 年 10 月現在で EU 加盟国は何カ国か。最も適切な数字を，
次の①～⑤の中から一つ選び，解答番号 13 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 15 ② 27 ③ 30 ④ 47 ⑤ 50 

〔設問 13〕 本文中の下線部(ﾘ)に関して，欧州において人権を保障する機関として最も適切なものを，次の①
～⑤の中から一つ選び，解答番号 14 のマーク解答欄にマークしなさい。 
① 国際人権救済機構 ② 欧州人権裁判所 ③ 国際司法裁判所 
④ 人権擁護委員会 ⑤ 人権理事会 
 

【11】2012 大東文化大学 2/7,一般・一般(Ａ方式)  
 ①20世紀の国際社会においては，自国の利益を優先して他国と対立するのではなく，共同して国際機構をつ
くり，相互に武力攻撃をしないことを約束し，違反国には参加国が共同で対処して，平和と安全を確保しよう

という考えが醸成されてきた。 
 こうした考え方は， A の『永久平和の計画(永久平和案)』やカントの『 B 』などですでに述べられ

ていたが，この考えが現実となるのは，1920 年，原加盟国 42 カ国で国際連盟がつくられた時であった。し
かし，第二次世界大戦中から②この機関の限界が認識されており，1945年， C 会議において D 憲章が

採択され，新しい国際機関が発足した。③この新しい機関の創設経緯には，戦時中の国際的な対立が大きな影

響を与えており，理想的な国際平和機構の創設は容易ではなかった。 
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 その後，半世紀以上が経過したが，いわゆる④冷戦の終結によって，⑤従来から潜在していた宗教・民族を

めぐる対立が各地で顕在化し始めている。他方で，⑥ソ連解体後，唯一の超大国となったアメリカは，1990
年代から武力行使を主導する役目を果たし始めるが，一連のアメリカの対外行動は E といわれ，国際世論

の強い反発を招くこととなった。 
 21世紀には，一国の対外政策の遂行に関して，関係諸国との対話や協調がますます不可欠となっている。⑦
アジアにおいても，国家間の共存と協調を確保しようという動きがみられるが，他方で⑧領土問題や民族紛争

など残されている課題も少なくない。 
問 1 空欄 A ， B にあてはまる語句の組み合せとして適切なものはどれか，次のア～エから一つ選び

なさい。 
ア A サン＝ピエール B 14箇条の原則 イ A グロチウス B 永久(永遠)平和のために 
ウ A グロチウス B 14箇条の原則 エ A サン＝ピエール B 永久(永遠)平和のために 

問 2 空欄 C にあてはまる語句として適切なものはどれか。次のア～エから一つ選びなさい。 
ア サンフランシスコ イ ワシントン ウ パリ エ ジュネーブ 

問 3 空欄 D にあてはまる語句として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 国際通貨基金 イ 北大西洋条約機構 ウ 国際連合 エ 国際原子力機関 

問 4 空欄 E にあてはまる語句として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 平和共存主義 イ 相互依存主義 ウ 単独(行動)主義 エ 国際協調主義 

問 5 下線部①に関して，この考えの説明として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 勢力均衡政策から集団安全保障体制の確立へ イ 帝国主義政策から集団的自衛権の確立へ 
ウ 帝国主義政策から個別的自衛権の重視へ エ 勢力均衡政策から多文化主義の重視へ 

問 6 下線部②の国際機関の限界についての説明として不適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさ
い。 
ア 総会や理事会の議決に全会一致制を採用したため，意思統一が困難であった。 
イ 日本・ドイツ・イタリアが後に脱退し，平和維持の機能が有効に働かず，第二次世界大戦が勃発す

る過程で，実質上，崩壊した形となった。 
ウ この機関の決定は原則的には勧告にとどまり，軍事制裁を行うこともできなかった。 
エ アメリカはこの機関に創設時から参加したが，革命後まもないソ連は創設時には参加していなかっ

た。 
問 7 下線部③の国際機関の創設経緯に関する適切な説明はどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 

ア 第二次世界大戦中の連合国が創設の主体となっており，安全保障理事会の常任理事国にはアメリ

カ・イギリス・ソ連・ドイツ・フランスが就任した。 
イ 1943年のカイロ会談では戦後の国際秩序の骨格がほぼ決定し，1945年のヤルタ会談では，5大国
の拒否権がイギリス・中華民国・アメリカの 3国間で合意された。 
ウ ソ連は，アメリカ・イギリス・フランスへの反発から，創設時の憲章を批准しなかった。 
エ 第2 次世界大戦中の連合国を中心にした新しい平和機構を創設しようという動きは，旧敵国に対
する反発や差別を伴っていた。 

問 8 下線部④の冷戦終結に関する適切な説明はどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 1985年にゴルバチョフがソ連共産党の書記長に就任すると，米ソ接近の兆候が現れ始め，89年の
マルタ会談に結実した。 

イ 1979年に米中国交正常化が実現すると，中国を媒介として米ソ接近が進み，85年，米ソはペレス
トロイカといわれる冷戦終結にむけての改革に共同で乗り出した。 
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ウ 1985年にゴルバチョフが書記長に就任した結果，87年にはベルリンの壁が崩壊した。 
エ 東欧では，むしろ，共産党体制が強化され，米ソを中心とした有志連合による協調介入が実施され

る 1989年まで，民主化の動きはみられなかった。 
問 9 下線部⑤にある宗教・民族対立の例とその説明として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びな
さい。 
ア 南北朝鮮問題――日本の植民地時代に南北の二つの国に分断された朝鮮半島では，2000 年に南北
対話が再開されたが，朝鮮族と漢族との間で紛争が続いている。 
イ パレスチナ問題(紛争)――1948 年のイスラエル建国によりユダヤ人とパレスチナのアラブ人との
間の摩擦は激化し，周辺のアラブ諸国を巻き込んで複雑化した。 
ウ ボスニア＝ヘルツェゴビナ紛争――冷戦後に建国されたユーゴスラビア内で，セルビア人とクロア

チア人及びキリスト教徒との間で，1991年より紛争が続いている。 
エ 北アイルランド紛争――北アイルランドの新教徒が，イギリスからの分離独立を求めてカトリック

系住民と対立している問題。1998年に和平協定が合意された。 
問 10 下線部⑥にあるアメリカ主導の武力行使の例として不適切なものはどれか，次のア～エから一つ選び
なさい。 
ア 湾岸戦争 イ イラク戦争 ウ アフガニスタン戦争 エ チェチェン紛争 

問 11 下線部⑦に関して，冷戦終結以降のアジアをめぐる国家間の共存・協調関係構築への動きに当てはま
らないものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア ASEAN地域フォーラムの開催 イ メルコスールの創設 ウ ASEMの開催  
エ 韓国と北朝鮮の国際連合への同時加盟 

問 12 下線部⑧の領土問題や民族紛争の説明として適切なものはどれか，次のア～エから一つ選びなさい。 
ア 南シナ海に浮かぶスプラトリー(南沙)諸島の周辺は，豊かな海洋資源が見込まれるため，中国，イ
ンド，タイなどが領有権を主張している。 
イ インド西北部のカシミール地方をめぐって，インドとスリランカとの間で国境紛争が起きている。 
ウ 日本と韓国の間に存在する竹島周辺は豊かな漁場となっており，両国の間で帰属をめぐる対立があ

る。 
エ 尖閣諸島及び沖ノ鳥島に対して中国は領有権を主張し，日本と対立している。 

 

【12】2012 中央大学 2/10,一般 文  

 第一次世界大戦の後，各国間の国際協力と平和の完成をめざして国際連盟が創設された。国際連合は，(1)

その欠陥の是正をしつつ第二次世界大戦末期に連合国諸国により国際連合憲章が作られ，その発効により創設

された。この機構は，六つの主要な機関を有している。まず，総会は全加盟国で構成され，加盟国や ① 或

いはこの両者に対し ② を行うことが出来る。安全保障理事会は，国際の平和と安全の維持に対し主要な

責任を有し，理事国として，中華民国，フランス，ソビエト連邦，イギリス，アメリカの 5 ヵ国を設立時に
常任理事国としたほかに，任期 ③ 年で現在は10ヵ国を非常任理事国とし合計 15ヵ国の理事国で構成さ
れている。国際連合憲章 27条 3項では ④ を除く他のすべての事項については，常任理事国の同意投票を

含む ⑤ 理事国以上の賛成投票によって決定されることになっているため，常任理事国のうちいずれか1
ヵ国でも反対すると安全保障理事会の決定をはばむことができる。これを常任理事国の ⑥ という。この

ため，しばしば理事会は有効な行動をとることができなくなってしまう。そこで，このような場合に総会が活

動できるように，1950年第 5回国連総会で ⑦ 決議が採択された。 
 他方，国際紛争を平和的に解決する方法の一つとして国際裁判による方法があるが，国際連合の主要な司法
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機関として国際司法裁判所を設けている。この裁判所は，オランダのハーグに所在し，国際連盟規約に基づき

作られた ⑧ のいわば後身ともいうべきものであるが，国籍を異にする ⑨ 名の裁判官で構成される。

現在の国際社会における最も中立的かつ公平な裁判所としての評価がある。しかし，(2)この裁判所に付託され

ない紛争が国際社会には多い。また，国家ではなくジェノサイドなど一定の重大な犯罪に対する個人の責任を

問う裁判所として，1998年の設立条約が 2002年に発効し ⑩ が設立されている。 
問 1 文中の ① ～ ⑩ の中にあてはまる語句を下記の中から選びその番号を解答欄に記入しなさい。 

1．常設仲裁裁判所 2．常設国際司法裁判所 3．戦争防止 4．5 5．手続事項 6．9 
7．理事会復興 8．勧告 9．平和のための結集 10．安全保障理事会 11．命令 12．再議決権 
13．15 14．ニュールンベルク裁判所 15．紛争国 16．2 17．重要事項 18．大国特権 19．7  
20．事務総長 21．国際刑事裁判所 22．阻止権 23．拒否権 

問 2 下線部(1)の国際連盟の欠陥と考えられるものを一つ解答欄に記入しなさい。 
問 3 下線部(2)の付託されにくい理由を一つ解答欄に記入しなさい。 
 
【13】2012 中央大学 2/17,一般Ⅱ 商  

 連合国は第二次世界大戦中，(a)国際連盟に代わる新しい国際平和維持機構について話し合いを続けた。その

結果として，1945年， A 会議で国際連合憲章が採択され，同年10月に国際連合が成立した。 
 国際連合は，国際の平和と安全を維持すること，諸国間の友好関係を発展させること，経済的・社会的・文

化的・人道的性質の国際問題を解決し，基本的人権を保障するために国際協力を促進することを目的としてい

る。この目的を達成するために，(b)総会，安全保障理事会， B ，信託統治理事会，(c)国際司法裁判所，お

よび事務局があり，これらの主要機関の下に委員会などの補助機関がある。 
 総会は，全加盟国の代表によって構成され，国際連合憲章の範囲内にあるすべての問題を討議し，加盟国や

安全保障理事会に勧告できる。 
 安全保障理事会は，大国一致の原則に基づいて運営され，常任理事国は拒否権をもっている。このために，

東西冷戦時代には，拒否権の行使によって安全保障理事会の機能が停止し，有効な手段を取ることができなく

なった。そこで 1950年の総会では，(d)「平和のための結集」決議を採択した。 
  B は，社会，経済，文化，教育，保健などに関する国際問題を研究・勧告する機関であり，国際労働機

関，国連教育科学文化機関，世界保健機関などの専門機関と密接に連携している。 
 国際連合憲章では，国際連合は，特別協定に基づき，国際連合軍により軍事的措置をとれることになってい

る。しかしながら，特別協定はいまだに締結されておらず，国際連合憲章上で規定された国際連合軍は実現し

ていない。これに代わるものとして(e)平和維持活動が確立した。平和維持活動には，紛争当事者間の兵力引き

離しや非武装地帯確保などに当たる C ，原則として非武装の軍人による停戦を監視する停戦監視団のほか

に，軍事監視団，選挙監視団などがある。 
 国際連合は平和維持活動のほかに様々な活動を展開している。例えば，人権問題については，総会は，国際

協力による人権尊重を目的として，1948年に D を採択し，さらに，1966年に， D を条約化したもの

として，(f)国際人権規約を採択した。国際連合は，南北問題にも取り組んできた。1960 年代から 4 次にわた
る「国連開発のための 10年」を採択し，さらには 1964年に E を創設し，途上国への援助を行っている。

また，難民問題については，1951 年に F を設立し，難民条約を全権会議で承認し，難民の国際的保護と

救援活動をすすめている。環境問題については，1972年に国際連合が主催した G では，「人間環境宣言」

などが採択され，これを実施するために，環境問題を専門的に取り扱う国連環境計画が設立された。また，1
992年には地球サミットとも呼ばれる国連環境開発会議が開催され，172ヵ国に加えて NGOも参加し，(g)環

境と開発に関するリオデジャネイロ宣言，森林原則声明などが採択された。 
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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)に関する説明として適切でないものをア～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．国際連盟は勢力均衡方式を採用した史上初の国際平和機構であった。 
イ．アメリカのウィルソン大統領が発表した 14 ヵ条の平和原則に基づき，1919 年のパリ講和会議で
国際連盟規約が作成され，国際連盟は 1920年に発足した。 
ウ．表決については，理事会も総会も基本的には全会一致の議決方式が採用された。 
エ．国際連盟では，制裁措置は経済的制裁が中心であり，軍事制裁を欠いていた。 

問 3 下線部(b)に関する説明として適切でないものをア～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．総会は一国一票制であり，重要事項は 3 分の 2 以上の多数決で，それ以外の事項は過半数で決定
される。 

イ．安全保障理事会は，世界の平和と安全の問題については，総会に対して優越的地位にあり，加盟国

は国際連合憲章に従い，安全保障理事会の決定を受諾しかつ履行しなければならない。 
ウ．常任理事国は，すべての事項について拒否権を行使できる。 
エ．安全保障理事会は，5つの常任理事国と総会で選ばれる 10ヵ国の非常任理事国の 15ヵ国で構成さ
れている。 

問 4 下線部(c)の国際司法裁判所はオランダのハーグに設置されている。このハーグで活躍した「国際法の父」
と呼ばれる法学者の(1)名前と(2)主著を記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
問 5 下線部(d)に関する説明として適切でないものをア～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．「平和のための結集」決議は 1950年の朝鮮戦争の際に総会で採択された。 
イ．総会は，拒否権の行使によって安全保障理事会がその責任を遂行しえなかったときに，国際の平和

と安全のための集団的措置をとるように安全保障理事会に勧告できる。 
ウ．総会が，平和の破壊と侵略行為がある場合に勧告できる集団的措置には，兵力の使用も含まれる。 
エ．総会が会期中でない時には，要請から 24時間以内に緊急特別総会を開くことができる。 

問 6 文中の下線部(e)に関する説明として最も適切なものをア～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．平和維持活動については国際連合軍とは異なり，国際連合憲章上に明確な規定はない。 
イ．国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)は，警察組織の監督，行政組織の管理，人権状況の向上な
どの任務を果たしたので，平和維持活動には含まれない。 
ウ．日本の国連平和維持活動協力法では，自衛隊が国際連合の平和維持活動に参加するときに従うべき

原則には，「いかなる場合にも武器は使用できないこと」が含まれている。 
エ．湾岸戦争の時に結成された多国籍軍の活動に対して，平和維持活動という名称が国連で初めて用い

られた。 
問 7 文中の下線部(f)に関して，次の問いに答えなさい。 
 日本は，国際人権規約のA規約と B規約については，一部留保つきで批准している。日本が留保してい
る事項の組み合わせとして最も適切なものを，次のア～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．マスメディアに接近する権利－外国人の追放制限－公務員のストライキ権 
イ．公休日の給与支払い－国際的離婚による子の奪取－公務員のストライキ権 
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ウ．外国人の追放制限－中等・高等教育の漸次的無償化－国際的離婚による子の奪取 
エ．公休日の給与支払い－公務員のストライキ権－中等・高等教育の漸次的無償化 

問 8 文中の下線部(g)について，次の問いに答えなさい。 
 環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言では，「環境と開発に関する世界委員会」が提唱した概念を基

本理念としている。その概念を 7字以内で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。 
 

【14】2012 中部大学 1/30,前期(Ａ・Ｂ方式) 経営情報 国際関係 人文 現代教育  

 現在，世界には約 11 の国連加盟国がある。これらの国家は，他国からの支配や干渉を受けない 12 
国家である。 12 国家から構成される国際社会は，30年戦争を終結させた 1648年の 13 条約をきっか

けにヨーロッパで生まれ，その後，世界に広がった。 
 国際社会には世界政府のような権力機構はないものの，国際法によって一定の秩序が保たれてきた。当初，

国際法は，公海自由の原則や領土不可侵，外交使節の特権などに関する 14 を中心に発展したが，徐々に

国家間の合意を成文化した条約が締結されるようになる。なお，1625年に『戦争と平和の法』を著した法学
者の 15 は，自然法に基づく国際法理論の基礎を築き，「国際法の父」と呼ばれている。 
 19 世紀末以後，国際法に基づく司法的解決の制度が発達し，第二次大戦後には国連の下で国家間の紛争を
平和的に解決することを目的とする(a)国際司法裁判所が 16 に設置された。また， 17 年には，(b)集団

殺害や人道に対する罪など重大な国際犯罪に関して個人を裁く初の常設裁判所である 18 の設立条約が採

択された。 
問 1 文中の空欄 11 ～ 18 に入れるのに最も適当なものを，次のそれぞれの(ｱ)～(ｴ)のうちから一つず
つ選べ。 

 11  (ｱ) 90 (ｲ) 140 (ｳ) 190 (ｴ) 240 
 12  (ｱ) 独裁 (ｲ) 脱植民地 (ｳ) 主権 (ｴ) 民族 
 13  (ｱ) ローマ (ｲ) ウィーン (ｳ) パリ (ｴ) ウェストファリア 
 14  (ｱ) 戦時国際法 (ｲ) 臨時国際法 (ｳ) 慣習国際法 (ｴ) 海洋国際法 
 15  (ｱ) グロティウス (ｲ) アダム＝スミス (ｳ) トルストイ (ｴ) ガンジー 
 16  (ｱ) ハーグ (ｲ) ニューヨーク (ｳ) ジュネーブ (ｴ) ロンドン 
 17  (ｱ) 1968 (ｲ) 1978 (ｳ) 1988 (ｴ) 1998 
 18  (ｱ) 国際刑事裁判所 (ｲ) 国際人道裁判所 (ｳ) 国際紛争裁判所 (ｴ) 国際軍事裁判所 

問 2 下線部(a)に関して，この機関の略語として最も適当なものを，次の(ｱ)～(ｴ)のうちから一つ選べ。 
(ｱ) ICPO (ｲ) ICJ (ｳ) GATT (ｴ) UNCTAD 

問 3 下線部(b)に関して，集団殺害の別称として最も適当なものを，次の(ｱ)～(ｴ)のうちから一つ選べ。 
(ｱ) ルサンチマン (ｲ) エンクロージャー (ｳ) ジェノサイド (ｴ) アパルトヘイト 
 

【15】2012 東洋大学 2/8,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ｃ・Ｃ①・Ｄ方式))  
 現在，世界には190を超える国家が存在し，それぞれ一定の(a)領土と国民を有し，他国の干渉や支配を受け

ることのない A として国際社会を構成している。 A が国際社会を構成する単位として明確化されたの

は，1618 年から 1648 年まで戦われたドイツ三十年戦争後の B 締結以降であるとされるが，その国際社

会を規律するのが国際法である。国際法は，国際社会において大多数の国家間に法的拘束力を持つものと認め

られてきた国際慣習法のほか，条約を代表とする C により構成される。また，内容面から，伝統的には平

時国際法と D に分類される。国際法を理論的に体系づけた E は，「国際法の父」として知られており，

『戦争と平和の法』を著した。 
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 国際社会における国家間の対立は，ときに武力紛争に発展することもある。国家間の紛争を平和的に解決す

るために，国際裁判制度が設けられている。国際裁判所の例として，ハーグ条約に基づいて 1901年に設立さ
れた( ア )，(b)国際連盟の下に設置された( イ )，(c)国際連合の下に設置された( ウ )がある。( ウ )
の本部は， F に置かれており，国家間の紛争について裁判を行うが，強制的管轄権を持たないため，当事

国が同意しない限り裁判を始められない。 
問 1 空欄 A ～ F に入る語句として最も適切なものを，次の中から一つずつ選べ。 
空欄 A の解答群  1  

① 国民国家 ② 主権国家 ③ 民族国家 ④ 民主国家 
空欄 B の解答群  2  

① ウィーン条約 ② ベルサイユ条約 ③ ウェストファリア条約 ④ バーゼル条約 
空欄 C の解答群  3  

① 成文国際法 ② 国連憲章 ③ 法律 ④ 国際私法 
空欄 D の解答群  4  

① 暫時国際法 ② 戦時国際法 ③ 緊急時国際法 ④ 限時国際法 
空欄 E の解答群  5  

① サン＝ピエール ② カント ③ ルソー ④ グロチウス 
空欄 F の解答群  6  

① ニューヨーク ② ジュネーブ ③ ハーグ ④ ロンドン 
問 2 空欄( ア )～( ウ )に入る語句として最も適切なものを，次の中から一つずつ選べ。 

空欄( ア )＝ 7  空欄( イ )＝ 8  空欄( ウ )＝ 9  
① 常設国際司法裁判所 ② 国際司法裁判所 ③ 国際刑事裁判所 ④ 常設仲裁裁判所 
⑤ 国際海洋裁判所 ⑥ 国際仲裁裁判所 

問 3 下線部(a)に関連して，領土について述べた文として正しいものを，次の中から一つ選べ。 10  
① 領域とは，領土・排他的経済水域からなる国家の主権が及ぶ範囲をいう。 
② 領土に接し，その国の主権が及ぶ海域を排他的経済水域という。 
③ 領土とは，通常，国家の主権が及ぶ土地をいう。 
④ 領空とは，領土の上空のみを指し，領海の上空は含まれない。 

問 4 下線部(b)に関連して，国際連盟について述べた文として正しいものを，次の中から一つ選べ。 11  
① 国際連盟は，アメリカのウィルソン大統領の提唱により設立されたものであり，アメリカは設立当

初から加盟し，第一次世界大戦後の国際平和維持に関与した。 
② 国際連盟は，全加盟国による総会，第一次世界大戦の戦勝国などによる理事会，行政事務を行う事

務局で構成されており，総会，理事会では基本的に全会一致の議決方式が採られていた。 
③ 国際連盟の決定は，加盟国に対する勧告であり，侵略国に対しては経済制裁に加え，軍事的措置を

執ることも可能であった。 
④ 日本は国際連盟の設立当初から加盟し，第二次世界大戦後の国際連盟解散まで常任理事国を務めた。 
⑤ 国際連盟の本部は，ジュネーブに置かれていたが，現在では国際連合のヨーロッパ本部として使用

されている。 
問 5 下線部(c)に関連して，国際連合について述べた文として誤っているものを，次の中から二つ選べ(解答
欄 12 に二つマークせよ)。 
① 安全保障理事会は，常任理事国5か国と非常任理事国 15か国により構成される。 
② 非常任理事国の任期は2年間であり，地域的バランスを考え，総会で選出される。 
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③ 国連憲章では，安全保障理事会と加盟国間で締結される特別協定に基づいて創設される国連軍によ

り軍事的強制措置をとれることになっている。 
④ 総会は，「平和のための結集決議」に基づいて，緊急特別総会を招集することができる。 
⑤ 分担金は，加盟国がその能力に応じて負担しているが，最近数年の中国の分担率は，アメリカ，日

本に次ぐ 3番目となっている。 
 

【16】2012 獨協大学 2/2,Ｂ方式 外国語 国際教養 経済 法  

 国際社会の起源をたどると，17 世紀のヨーロッパにさかのぼる。 1 戦争は中世の世界の崩壊を決定的

なものにしたが，この戦争を終結させた 1648年の 2 条約によって，ローマ教皇と神聖ローマ皇帝に服し

てきたそれまでのヨーロッパ秩序はほぼ終わりを告げ，独立と平等を基本とする対等な 3 国家から構成さ

れる近代国際社会が成立した。 
 現在でも，並存する 3 国家の上に立って国際社会全体を統治するような権力は存在していない。したが

って，国際法の立法機関も存在しない。しかし，国際社会には，国の間の合意である条約，および，諸国の行

動の積み重ねにより形成される国際 4 とが，効力のある国際法として存在している。 
 条約は， 5 であり，締結した国を拘束する。国際社会の目覚ましい発展に対応するために，諸国は，軍

縮，人権保障，環境保全などのさまざまな分野で条約を締結している。今日，人権は，各国の国内問題にとど

まるものではなく，国際社会が協力して取り組むべき課題と考えられるようになっており，①人権に関する条

約が多数存在している。他方，国際 4 は，すべての国を拘束するが，その性質上，成立の時点や内容が必

ずしも明確でない面がある。 
 国際法に基づく国家間の裁判についても，紛争解決機関が強力な権限を持っているわけではない。国際連合

のもとに設置された 6 においても，紛争当事国双方の合意がないと裁判は開始されない。 
 20 世紀以降， 3 国家以外の国際法の新たな担い手が登場するようになる。第二次世界大戦を契機に設

立された国際連合のような国際機構も，条約を締結することができる。他方，民間団体であるNGOには，条
約を締結する権限はないが，1997年の 7 条約の採択には，NGOが重要な役割を果たしたといわれている。
このように，国家の枠を超えて市民の意見を代表するNGOは，今日の国際社会において，しだいに影響力を
持ちはじめている。②国連憲章は，国連の主要機関のひとつが，関係のある NGOと適当な取り決めを行うこ
とができると定めている。このことは，NGO の 8 と呼ばれており，これによりNGO は，国連と一定の
関係を保ちつつその活動を遂行することができる。 
 個人も，限定的ではあるが，国際法の舞台に登場する場面が出てきた。例えば，2003年にはオランダの 
9 に，③人道に対する罪などの重大な犯罪を犯した個人を，国際法のもとで裁くことを目的とした組織が設

けられている。 
〔問 1〕 文中の空欄 1 ～ 9 に入る最も適切な語句を下記の語群(ｱ)～(ﾅ)の中から選び，その記号を解
答欄にマークしなさい。 

(ｱ) アムステルダム (ｲ) ウェストファリア (ｳ) 部分的核実験禁止 (ｴ) 外交特権 (ｵ) 慣習法 

(ｶ) ウィーン (ｷ) 国際司法裁判所 (ｸ) アクセス権 (ｹ) 常設国際司法裁判所 (ｺ) 判例法  
(ｻ) 主権 (ｼ) ハーグ (ｽ) 成文法 (ｾ) グローバル化 (ｿ) 対人地雷全面禁止 (ﾀ) 法治  
(ﾁ) 仲裁裁判所 (ﾂ) 包括的核実験禁止 (ﾃ) 30年 (ﾄ) 協議資格 (ﾅ) ナポレオン 

〔問 2〕 文中の下線部①に関連して，1966年に国連総会によって採択された社会権および自由権を保障する
人権に関する条約を何というか。最も適切な語句を解答欄に記入しなさい。 

〔問 3〕 文中の下線部②に関連して，この取り決めを行うことのできる国連の主要機関を何というか。最も
適切な語句を解答欄に記入しなさい。 
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〔問 4〕 文中の下線部③に関連して，この組織を何というか。最も適切な語句を解答欄に記入しなさい。 
 
【17】2012 福岡大学 2/4,一般(前期日程)・センタープラス 人文 法 商１部  

 国連憲章第1条は，「( ア )，性，言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的( イ
 )を尊重するように助長奨励することについて，国際協力を達成すること」を(a)国際連合の目的の一つに挙

げている。1948 年に国連総会によって採択された「( ウ )」は「すべての人民とすべての国とが達成すべ
き共通の基準」として重要ではあるが，国連加盟国を拘束するものではない。そのため，拘束力をもつ条約を

設けることが国連の課題であった。1966 年の「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A 規約)
と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約)は，国連加盟国の人権侵害を審査する途を開いた。そ
の間にも，国連は，「ジェノサイド条約」(1948年)，「難民の地位に関する条約」(1951年)，「( ア )差別
撤廃条約」(1965年)などの重大な人権侵害の防止に関する条約の採択に取り組んできた。その後も，(b)「女性

差別撤廃条約」(1979年)，「拷問等( エ )条約」(1984年)，「子どもの権利条約」(1989年)，や「死刑( オ
 )条約」(1989年)など人権に関する条約が国連総会において採択されてきた。 
 (c)米ソの冷戦構造の崩壊に伴い，世界各地でそれまで押さえ込まれていた民族的対立や宗教的な争いから(d)

地域紛争が顕在化した。そして，これに伴う(e)飢餓や民族浄化，難民発生など深刻な人権にかかわる問題が表

面化した。一方で，米ソの対立構造の終焉
しゅうえん

は，国際社会全体で人権について議論することができる環境を創

り出すことにもなり，国連を中心として人権に取り組む気運が高まることとなった。 
 1993 年，ウィーンにおいて世界人権会議が開催された。この会議において採択された「ウィーン宣言及び
行動計画」は，人権が普遍的であり，国際的関心事であることを確認した点で重要な意味をもっている。この

会議以降，国連による人権に対する取り組みも強化され，人権問題を総合的に調整する役割を担う国連人権高

等弁務官が創設された。 
 さらに，2005 年，当時の国連事務総長( カ )の報告書が公表され，国連の全ての活動で人権の視点を強
化する考え方(「人権の主流化」)が示された。国連は人権委員会に代えて，世界の人権問題により効果的に対
処するために( キ )を国連総会の下部組織として創設したほか，国連民主主義基金を設立し，国連人権高等
弁務官の機能を強化した。 
 2006 年には「障害者の権利条約」が国連総会で採択された。21 世紀最初の人権条約となったこの条約は，
障害者の視点で社会のあり方の変革を求める内容をもつ。当初，障害者問題は，社会福祉の観点から捉えられ，

主として障害者の職業訓練など技術協力が中心であった。70 年代に入ると，人権や開発という言葉が国際社
会で多く用いられるようになり，障害者の分野でも使われるようになった。 
 (f)障害者が特別扱いされることなく，健常者と社会生活を共にすることが望ましい姿であると意識されるよ

うになり，このことは 1975年の「( ク )」の採択へとつながっていく。1981年を「国際障害者年」と定め，
「障害者に関する世界行動計画」を採択し，( ケ )からの 10年を「国連障害者の十年」と宣言して，各国は
計画的に課題解決に取り組んできた。このような取り組みが条約に結実した。障害の有無にかかわらず，誰も

が相互に人格と個性を尊重し支え合う「( コ )」とすることが，目指すべき社会の姿であると考えられるよ
うになってきた結果であるといえよう。 
問 1 上の文の( ア )から( コ )に，最も適当な語句を下の(11)～(38)から選び記入せよ。 

(11) 1983年 (12) 1985年 (13) 1991年 (14) 難民高等弁務官事務所 
(15) コフィー＝アナン (16) パン＝ギムン (17) 人権理事会 (18) 安全保障理事会 
(19) 共生社会 (20) 福祉国家 (21) 国 籍 (22) 自 由 (23) フランス人権宣言  
(24) 責 務 (25) 人間環境宣言 (26) 男女共同参画社会 (27) 禁 止 (28) 廃 止 
(29) 制 限 (30) 行政国家 (31) 平 等 (32) 障害者の権利宣言 (33) 自 律 (34) 人 種
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(35) 世界人権宣言 (36) ブトロス・ブトロス＝ガリ (37) 障害者の機会均等化に関する基準規則 
(38) 社会的発展と開発に関する宣言 

問 2 上の文の下線部(a)について，国連憲章第 57条によれば，政府間の協定によって設けられる ILOやユニ
セフのような専門機関は，国際連合と連携関係をもつことが求められている。ILO やユニセフは国連のど
の機関と連携しているか。その機関を下の(1)～(5)から一つ選び，その番号を〔解答 A欄〕に記入せよ。 

(1) 安全保障理事会 (2) 信託統治理事会 (3) 経済社会理事会 
(4) 国連開発計画 (5) 世界貿易機関 

問 3 上の文の下線部(b)について，この条約の批准のために国内法が整備された。条約批准とかかわりのない
法律の制定または改正を下の(1)～(6)から二つ選び，その番号を〔解答 A欄〕に記入せよ。 

(1) 男女共同参画社会基本法の制定 (2) 個人情報保護法の改正 
(3) 雇用機会均等法の改正 (4) 育児休業法の制定 (5) 国籍法の改正 (6) 地方自治法の改正 

問 4 上の文の下線部(c)について，米ソ対立の終焉
しゅうえん

は，西側陣営と東側陣営の冷戦の終結をももたらした。

これらの出来事と直接かかわりのないものを下の(1)～(6)から二つ選び，その番号を〔解答 A欄〕に記入せ
よ。 

(1) ベルリンの壁の崩壊 (2) キューバ危機 (3) ワルシャワ条約機構解体 (4) マルタ会談 
(5) ベトナム戦争 (6) 中距離核戦力撤廃条約締結 

問 5 上の文の下線部(d)について，冷戦終結後に起きた地域紛争に該当する出来事を下の(1)～(6)から二つ選
び，その番号を〔解答 A欄〕に記入せよ。 

(1) チェチェン紛争 (2) 北アイルランド問題 (3) スエズ動乱 (4) パレスチナ問題 
(5) バスク問題 (6) コソボ紛争 

問 6 上の文の下線部(e)について，1994 年に国連開発計画(UNDP)は，環境破壊，人権侵害，難民や貧困な
ど人間の生存，生活，尊厳に対する脅威から各個人を守り，それぞれのもつ豊かな可能性を実現するために，

一人ひとりの視点を重視する考え方を示した。このような考え方を何と呼ぶか。その名称を〔解答 B 欄〕
に記入せよ。 

問 7 上の文の下線部(f)について，北欧諸国では，障害者が施設に隔離されることなく，健常者とともに社会
生活を送ることが望ましい社会と考えられ，また実践されてきた。このような考え方を何と呼ぶか。その名

称を〔解答 B欄〕に記入せよ。 
 
【18】2012 法政大学 2/7,Ａ方式(Ⅰ日程) 文 経営 人間環境  

 (1)国際社会の平和のために設立された普遍的な国際組織である(2)国際連盟は，第二次世界大戦の勃発
ぼっぱつ

を防ぐ

ことができずに解散し，これにかわり 1945年に国際連合が創設された。国際連合は，総会，(3)安全保障理事

会，経済社会理事会， A ，国際司法裁判所，事務局の6つの主要機関と，多数の専門機関や補助機関から
成り，2011年 9月末日現在，193カ国が加盟している。 
 6つの主要機関のうち，国際連合のもっとも重要な任務である国際の平和と安全の維持に主要な責任を負っ
ている安全保障理事会は，(4)常任理事国 5カ国と非常任理事国 B で構成されている。国際社会の平和が破

壊されるような事態が起こると，安全保障理事会は国連憲章の規定に基づき，平和の破壊を認定し，経済制裁

や，場合によっては軍事的強制措置を決定する。軍事的強制措置は，国連憲章第 7 章にしたがって加盟国が
安全保障理事会と C を結ぶことによって兵力を提供し， D を組織して行うが，2011年 9月末までの
ところこれは組織されたことがない。 
  D が国際社会の平和の破壊を行った国への制裁を行うのに対して，武力衝突再発の防止のために組織さ

れるのが，国連平和維持活動(PKO)である。PKO は，原則として当事国の同意を得て派遣され，中立的な立
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場で，紛争当事国の兵力引き離しや非武装地帯の確保， E ，選挙監視などを行うことを目的としている。

しかし，1989年に F にて，アメリカの(5)ブッシュ大統領とソ連の G 書記長により(6)東西冷戦の終結が

宣言されると，国連における米ソの対立構造が消滅したことから，PKO にも変化が見られるようになった。
近年では，当事国の同意のないものや，国連カンボジア暫定統治機構のように内政に深く干渉するもの，ソマ

リアや(7)旧ユーゴスラビアへの平和執行部隊の派遣のように武力行使を前提としたものが増え，PKO の役割
が問い直されている。 
 日本は，1992年に国連平和維持活動協力法を制定し，(8)自衛隊の PKO派遣について規定した。この法律の
下では，カンボジアや H などに自衛隊が派遣され，平和維持のために貢献している。 
問 1 文中の空欄 A ～ H に当てはまる語句を次のア～ノ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 委任統治理事会 イ イラン・イラク戦争 ウ エリツィン エ キューバ危機 オ 軍事裁判 

カ 軍事同盟 キ 国連緊急特別総会 ク 国連軍 ケ コソボ コ ゴルバチョフ サ 人権理事会

シ 信託統治理事会 ス スエズ セ 多国籍軍 ソ 停戦監視 タ 特別協定 チ 東ティモール 

ツ ブレジネフ テ 平和維持軍(PKF) ト 平和のための結集決議 ナ マルタ会談 ニ 湾岸戦争 
ヌ 8カ国 ネ 10カ国 ノ 12カ国 

問 2 下線部(1)に関連して，ドイツの哲学者であるカントが，その著書『永久平和のために』で提示した事柄
として誤っているものを次のア～オの中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア 平和連合の設立 イ 常備軍の全廃 
ウ 世界帝国の建設 エ 軍事力を用いた内政干渉の禁止 オ 共和的な公民的体制の確立 

問 3 下線部(2)の国際連盟に加盟していなかった国を次のア～オの中から一つ選び，その記号を解答欄にマー
クせよ。 
ア アメリカ イ イギリス ウ オランダ エ スイス オ 中華民国 

問 4 下線部(3)の安全保障理事会についての説明として誤っているものを次のア～オの中から二つ選び，その
記号を解答欄にマークせよ。 
ア 安全保障理事会の決定は，加盟国に対し，拘束力がある。 
イ 安全保障理事会は，大国一致の原則に基づいて運営されている。 
ウ 安全保障理事会のメンバーになると，総会で拒否権を行使することができる。 
エ 安全保障理事会の非常任理事国の任期は，2年である。 
オ 2014年より，安全保障理事会の常任理事国は 7カ国になることが決定している。 

問 5 下線部(4)の常任理事国 5 カ国の組み合わせとして正しいものを次のア～オの中から一つ選び，その記
号を解答欄にマークせよ。 
ア アメリカ，イギリス，フランス，日本，ロシア 
イ アメリカ，イギリス，中華人民共和国，インド，ロシア 
ウ アメリカ，イギリス，ドイツ，中華人民共和国，ロシア 
エ アメリカ，イギリス，フランス，中華人民共和国，ブラジル 
オ アメリカ，イギリス，フランス，中華人民共和国，ロシア 

問 6 下線部(5)のブッシュ大統領の前後のアメリカの大統領の組み合わせとして正しいものを次のア～オの
中から一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア カーター レーガン イ カーター クリントン ウ クリントン オバマ 
エ レーガン クリントン オ レーガン オバマ 

問 7 下線部(6)の東西冷戦に関するア～オの記述のうちから，誤っているものを一つ選び，その記号を解答欄
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にマークせよ。 
ア イギリスのチャーチル元首相は，1946 年に「鉄のカーテン」演説を行い，社会主義の拡大への危
機感を表明した。 

イ 「トルーマン・ドクトリン」は，アメリカのトルーマン大統領が宣言した共産主義封じ込め政策で

ある。 
ウ アジアやアフリカの植民地は第二次世界大戦後に相次いで独立し，1960 年代以降は，東西どちら
の陣営にも属さない，非同盟中立の立場を取る国家が増えた。 
エ 1959 年にソ連のフルシチョフ首相が平和共存路線を提唱したことにより，米ソの関係が緊張緩和

(デタント)の方向に進み，1963年，両国は包括的核実験禁止条約(CTBT)に調印した。 
オ 西側陣営の軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)に対し，東側は，ワルシャワ条約機構(WTO)
を設立した。 

問 8 下線部(7)の旧ユーゴスラビアから独立した国家として誤っているものを次のア～オの中から一つ選び，
その記号を解答欄にマークせよ。 
ア クロアチア イ グルジア ウ スロベニア エ マケドニア オ モンテネグロ 

問 9 下線部(8)の自衛隊の PKO派遣の説明として正しいものを次のア～オの中から一つ選び，その記号を解
答欄にマークせよ。 
ア 自衛隊は，PKOの活動中，自衛の場合のみ武器の使用が認められている。 
イ 自衛隊が初めてPKOに参加したのは，1993年から 1995年の国連モザンビーク活動である。 
ウ 自衛隊のPKO派遣には，国会の承認は必要ない。 
エ 自衛隊の国連平和維持軍への参加は，凍結されている。 
オ 自衛隊は，国連平和維持活動協力法の下で，多国籍軍にも参加することができる。 
 

【19】2012 明治大学 2/16,一般 商  

 現在の国際社会を見わたすと，さまざまなアクター(主体)が存在することに気がつく。 
 まず，今日でも伝統的なアクターとして位置づけられるのが主権国家であろう。主権国家を構成する要素と

しては，主権，国民に加え，その主権が及ぶ範囲としての領域(領土，領空，領海)の 3つをあげることができ
る。特に，近年では潜在的な海底資源などを巡って海洋での主権の及ぶ範囲が(a)国家間の争いのもとになる傾

向が見られる。特に，国際連合海洋法条約により，沿岸から 200海里以内は( A )と定められ，沿岸国が主
権を有する。 
 主権国家の誕生によって，これらの国家間の関係を規律するものとして「国際法」が発達してきた。国際法

の発達はその父と呼ばれるグロチウスの主著である『( B )』に始まる。19世紀後半に 2国間の条約が多数
締結されることによって，国際法は重要な意味を持つことになった。さらには，20 世紀に入りさまざまな国
際機関が設立され，特に第一次世界大戦後には，国際連盟さらには常設国際司法裁判所が設立されるに至った。

しかし，(b)国際連盟には世界の秩序を維持する組織としてはその役割に限界があった。 
 こうした経験から国際社会は第二次世界大戦中から，新たな組織として国際連合(以下，国連)の設立を目指
した。国連は 1941年の( C )における基本構想を基にして，ダンバートン・オークス会議を経て，1945年
のサンフランシスコ会議で(c)国連憲章が採択され，設立された。また，第二次世界大戦後，それまでの植民地

が独立し，世界では新しい主権国家が多数出現した。なかでも 1960年は多数の国が(d)アフリカ大陸で独立し，

「アフリカの年」と呼ばれた。これらの新興国が加わったことで，国民国家の重要性はさらに増した。特に(e)

南北問題が深刻化するなかで，これらの新興国は国際社会を通じて，さまざまな役割を果たした。 
 主権国家の集合体としての国連が設立された一方で，世界各地では特定の地域が主権国家の枠組みを超えて，
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まとまろうとする動きも見られた。もっとも代表的な例が欧州における地域統合の動きであろう。近年では，

こうした動きは欧州にとどまらず，北米，(f)東南アジアなどにも見られる。国家の枠組みを超えた活動は，こ

の他にも多数見られる。1950 年代以降経済活動を活発化させた多国籍企業や国連の経済社会理事会との連携
を有する国連( D )などが代表例である。特に後者は，難民問題や貧困問題解決に向けて取り組む活動が顕
著である。 
問 1 ( A )～( D )にもっとも適切な語句を入れなさい。 
問 2 下線部(a)に関連して，近年のアジア諸国間の領域紛争の説明としてもっとも適切な記述を 1 つ選びマ
ークしなさい。 
① スプラトリー諸島を巡って，ベトナム，中華人民共和国をはじめ6 カ国がその領有権を巡って争
っている。 

② 日本とロシア間ではサンフランシスコ条約に基づく南樺太領有権が問題になっている。 
③ 日本と大韓民国の間では，魚釣島の領有権を巡って争いが生じている。 
④ 尖閣諸島を巡って，日本，中華人民共和国，大韓民国の3 カ国間でその領有権を巡って紛争が生
じている。 

⑤ 西沙諸島を巡って，中華人民共和国とフィリピンが争っている。 
問 3 下線部(b)に関連して，国際連盟に関する説明として，該当しない記述を 1つ選びマークしなさい。 

① 戦争禁止に違反した際の制裁措置が，軍事制裁中心であった。 
② 第一次世界大戦の敗戦国および社会主義国ソ連を排除して発足した。 
③ アメリカがモンロー主義の原則により参加しなかった。 
④ 総会ならびに理事会が全会一致による議決方式を採用した。 
⑤ 国際情勢の変化で，日本，ドイツ，イタリアが脱退した。 

問 4 下線部(c)に関連して，国連憲章ならびに国連組織の説明として，もっとも適切な記述を 1つ選びマーク
しなさい。 
① 国連平和維持活動(PKO)は，受け入れ国からの要請の他，安全保障理事会の決議によっても派遣す
ることができる。 
② 安全保障理事会の非常任理事国は任期2年で，引き続きの再選を 1回限り認められている。 
③ 国連事務総長は国際平和を脅かす紛争に関し，安全保障理事会にPKOに基づく軍隊などの派遣命
令を出すことができる。 

④ 国連には国際労働機関(ILO)をはじめ，16の専門機関が設置されている。 
⑤ 国連は，総会，安全保障理事会，経済社会理事会，委任統治理事会，事務総長局および国際司法裁

判所の 6つの主要機関から構成されている。 
問 5 下線部(d)に関連して，アフリカ諸国に関する説明としてもっとも適切な記述を 1 つ選びマークしなさ
い。 
① アルジェリアでは，2010年にジャスミン革命と呼ばれる民主化運動が起きた。 
② 南アフリカでは，1994年にマンデラ大統領の下，アパルトヘイト政策が終結した。 
③ 南スーダンは，住民投票を実施した後に，2011年に独立国として，国連に加盟した。 
④ EUとアメリカの提唱でアフリカ開発会議が開催され，ロンドン宣言が出された。 
⑤ ルワンダでは，多数派のツチ族と少数派のフツ族の間で，深刻な民族紛争が続いた。 

問 6 下線部(e)に関連して，南北問題に関する説明としてもっとも適切な記述を 1つ選びマークしなさい。 
① 南北問題の重要性は，1950年代末に『ブラント報告』で指摘され，国際社会の注目を集めた。 
② 「国連開発の10年」計画の下，国連貿易開発会議(UNCTAD)が開催され，南北問題解決策として
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経済援助の重要性が決議された。 
③ 天然資源の主権をめぐり，先進国と途上国間での対立が高まり，「天然資源に関する新秩序協定」

が国連総会で議決された。 
④ 第一次石油危機以降，天然資源を有する途上国と天然資源を有しない途上国との間で「南南問題」

という新たな状況が展開した。 
⑤ 世界銀行は1990年代以降，ニューヨーク・コンセンサスと呼ばれる新しい考え方を導入した。 

問 7 下線部(f)に関連して，東南アジア諸国の地域統合の説明としてもっとも適切なものを 1つ選びマークし
なさい。 
① 現在，東南アジア諸国連合(ASEAN)間では低賃金労働者に加え，看護師などの専門職の人材の移
動も自由である。 

② 東南アジア自由貿易地域(AFTA)では，後発のラオス，ベトナムなどに関税の自由化に関する一定
の猶予期間が設けられている。 
③ 1997年のアジア通貨危機を契機にして，アジア共通通貨の導入が始まった。 
④ 1967年，シンガポール，インドネシア，タイ，フィリピン，カンボジアの 5カ国で東南アジア諸
国連合(ASEAN)が成立した。 
⑤ アジア開発銀行(ADB)の提唱で，タンルイン(サルウィン)川流域の諸国間の経済協力の促進が提唱
された。 

 
【20】2012 立命館大学 2/1,Ａ方式 
 国際社会は，独立対等な主権国家からなるものとされる。世界政府といった強力な権限を有する統治機構が

存在しないため，安全保障および紛争の解決を実効的に行える仕組みが整っているとはいいがたい。しかし今

日，①国際社会の平和と安全を確保しようとする取組みが，国際機関を中心にさまざまな形で展開されている。 
 基本的な枠組みとして，②国際連合憲章はその第 6章に，国際紛争の平和的解決の方法について定め，外交
交渉，国際裁判，国際調停，地域的取極

とりきめ

の利用などを求めている(第 33 条)。第 7 章には，平和の破壊や A
 行為に対する国連の強制行動に関して規定している。強制行動は， B や外交の断絶といった非軍事的

措置(第 41条)と， C を組織し軍事力を用いて紛争に介入する軍事的措置(第 42条)に分けられる。軍事的
措置は，平和的ないし非軍事的な方法が不十分であった場合の最後の手段である。 
 平和的手段により国際紛争を解決に導くことが困難な状況の中で，これまで国連で幅広くとられてきた手段

は，平和的解決の方法と強制的措置の中間的な形態である国際 D 活動である。国際連合憲章に明示の規定

はなく慣行によるため，一般に「 E の活動」といわれる。③この活動の役割が増大しているのは，とりわ

け冷戦構造終焉
しゅうえん

後の国際社会において，国家間の紛争よりも国内の紛争および国内対立に国際関係が絡んだ

問題が増加してきているためである。④停戦の監視や軍の撤退の援助といった伝統的な機能に加え，兵士の武

装解除や社会復帰，治安部門の改革，選挙の監視，法制度整備の支援など，さまざまな領域に及ぶ活動である。 
 また，国際紛争の平和的解決，なかでも司法的解決については，従来より⑤国際司法裁判所が中心的な役割

を担ってきたが，実際上さまざまな制約のあることが認識されている。ただし，平和を破壊する悪質な戦争犯

罪に対しては，旧ユーゴの国際刑事法廷やルワンダ国際刑事法廷など，厳しく処罰する取組みが行われた。そ

して 2003年には， F に反する個人の重大な犯罪を裁く常設の国際刑事裁判所がオランダの G に設置

された。ただ，設立条約を批准していない大国が存在するなど課題を残している。しかし，限定的ながら検察

官に強い訴追の権限が認められており，その活動には注目が集まっている。 
〔1〕  A ～ G にあてはまるもっとも適切な語句を記入せよ。 
〔2〕 下線部①に関して，次の文章の空欄にあてはまる適切な語句を記入せよ。 
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 国際社会を組織化して国際機構を創設し，それに参加している国の中から参加国に対する軍事的脅威を及

ぼす国が現われたとき他の参加国が共同して対処し，平和と安全を確保する仕組みないし考え方を   

という。これが，国際社会の平和を維持するための基本原則となっている。 
〔3〕 下線部②に関して，この憲章が採択された会議について次の問いに答えよ。 
(a) 会議が開催された都市はどこか。 
(b) それは西暦何年に行われたか。 
〔4〕 次の文章は下線部③に関する一つの例を述べたものである。文中の イ と ロ にあてはまるもっ

とも適切な語句を記入せよ。 
 カンボジアでは，ベトナム戦争に敗北した米軍が1973年にベトナムから撤退した後，中国の支援を受け
た イ 政権が大量殺戮

りく

を行うなどで政情不安定になった。そして，1979年に成立したヘン・サムリン政
権下でベトナム派と反ベトナム派の対立から内戦状態に突入した。国連の介入は，国際連合カンボジア ロ

 の設立へといたり，その監視のもとで総選挙が実施され，1993年，シアヌークを国王とするカンボジア
王国が樹立された。 

〔5〕 下線部④に関して，こうした活動の基本原則とされてきたことがある。次の中からそれに該当しない
ものを一つ選び，記号で答えよ。 

(あ) 当事国の同意を得ること (い) 要員派遣の加盟国割当て 
(う) 自衛を超える武力行使の禁止 (え) 中立性の維持 

〔6〕 下線部⑤に関する説明として適切なものはどれか。次の中から一つ選び，記号で答えよ。 
(あ) 国際司法裁判所は国々から推薦された9名の裁判官で構成される。 
(い) 原告国の訴えに被告国が同意する場合にのみ裁判が開始される。 
(う) 国の国際法違反行為を個人ないし団体が訴えることもできる。 
(え) 国際司法裁判所の判決は国連総会の承認を得てはじめて有効となる。 
 

【21】2012 早稲田大学 2/18,文系(Ａ方式) 人間科  

 (A)国際組織(国際機関)とは，通常，複数の国家が締結した条約により設立された常設の組織を指しており，
民間団体による(B)非政府組織(NGO)とは区別される。戦後日本の外交史を振り返ると，この国際組織に対する
日本の外交姿勢は，どちらかといえば消極的ないし受動的であった。憲法によって戦争を放棄した日本にとっ

て，一時期は(C)国連の安全保障体制に期待が寄せられたこともあったが，国連外交に対する関心は(D)冷戦構造

のなかで後退し，日本外交の焦点は，日米安保，沖縄返還，(E)日中条約，(F)日韓関係，(G)日ソ関係などの，一

連の戦後処理の問題に絞られていく。これらは，いずれも二国間外交の課題であり，大国中心，あるいはアジ

アの近隣諸国中心に展開されてきた。 
 それでも，1970 年代以降には資源外交の必要性が強まったことや，日本の経済力を背景とした(H)政府開発

援助(ODA)が活発化したことなどから，中東，アフリカ，中南米などの地域にも二国間外交が拡がりを見せて
きた。1980 年代に入ると，日本の外交政策における国際組織の位置づけもようやく変化し，国際組織におけ
る日本の役割は拡大した。その頃から目立つのは，国際組織に対する財政上の貢献である。国連通常予算に対

する日本の分担比率は，2010～2012 年には( ア )であり，2007～2009 年に比べれば低下しているが，そ
れでも加盟国中( イ )の分担比率となっている。 
 また人材面での変化も注目される。現状では，日本は国際組織に対して財政の分担比率に見合った数の日本

人職員を送り出していないが，それでも国際組織の日本人職員は，質・量ともに充実してきている。今日では，

日本が国際組織のなかで影響力を発揮できる条件は整ってきた。その結果，それを活用して何をすべきかが問

われている。 
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 多極化が進む今日の世界において，国際的な影響力を発揮しうる国々や国際組織が増えるとともに，国際的

相互依存の深まりにつれて対応すべき(I)リスクや(J)紛争要因も複雑化しつつある。そうした世界規模の変化の

なかで，新たな国際秩序やガバナンスのモデルを国際社会は模索している。日本は国連をはじめとする国際組

織と緊密な連携を図りつつ，多国間外交をリードする能力をさらに高めていくことが求められている。 
問 1．下線部(A)に関連して，以下にあげる国際組織のうちで設立年の最も古いものを 1つ選択せよ。 

1．国際度量衡連合 2．国際著作権同盟 3．国際電信連合 4．一般郵便連合(後に万国郵便連合と改称) 
問 2．下線部(B)に関連して，以下にあげる組織のうちで非政府組織に該当しないものを 1つ選択せよ。 

1．赤十字国際委員会 2．地雷禁止国際キャンペーン 3．国境なき医師団 4．国際開発協会 
5．アムネスティ・インターナショナル 

問 3．下線部(C)に関連して，国際連合に関する記述として不適切なものを 2つ選択せよ。 
1．1945年のダンバートン＝オークス会議で採択された国際連合憲章にもとづき，同年 10月に国際連
合として正式に成立した。成立時の原加盟国は 50カ国であった。 

2．国連総会は全加盟国で構成され，表決は重要問題は 3分の 2以上，その他は過半数によって行われ
る。 

3．安全保障理事会は拒否権をもつ 5 つの常任理事国と，総会によって選出される 10 の非常任理事国
から構成されている。 

4．事務総長の任期は 5年で，2007年からは韓国出身の潘基文が第 8代の事務総長に就任している。 
5．2001年には国連と当時のガリ事務総長にノーベル平和賞が授与された。 

問 4．下線部(D)に関連して，以下の地域的集団安全保障体制のうちで現在も存続しているものを 1 つ選択せ
よ。 

1．ワルシャワ条約機構 2．北大西洋条約機構 3．東南アジア条約機構 4．中央条約機構 
問 5．下線部(E)に関連して，日中関係に関する以下の記述のうちで不適切なものを 1つ選択せよ。 

1．1971年に中華人民共和国が国連における代表権を獲得し，1972年にはアメリカ大統領のニクソン
が訪中したことで「米中和解」が成った。 

2．「米中和解」を受けて，1972年には日本も小渕首相が訪中して日中共同声明を発表し，中国との国
交を正常化した。 

3．1978年には日中平和友好条約が締結され，そのなかには反覇権条項(第 2条)が盛り込まれた。 
4．日中両国間には，いまだ尖閣諸島の領有権問題が未解決な問題として残されている。 

問 6．下線部(F)に関連して，日韓・日朝関係に関する以下の記述のうちで不適切なものを 1つ選択せよ。 
1．1950年代からの長期にわたる交渉の結果，1965年に日韓友好条約が締結され，韓国との国交が樹
立した。 

2．1973年に東京で金大中氏が拉致される事件が起こり，この事件は韓国内の民主化闘争を再燃させて，
日韓関係に緊張をもたらした。 

3．日朝関係においては，これまでも日本人拉致問題や長距離ミサイル(テポドン)打ち上げ問題などが
大きな影響を及ぼしてきた。 

4．2002年に小泉首相と金正日総書記との間で初の日朝首脳会談が行われ，日朝平壌宣言が出された。 
問 7．下線部(G)に関連して，日ソ(日ロ)関係に関する以下の記述のうちで不適切なものを 1つ選択せよ。 

1．1956年に日本とソ連の間で戦争状態を終了させ，国交を回復するために日ソ共同宣言が出された。 
2．この日ソ共同宣言において，平和条約を締結した後の 2島の引き渡しが約束されたが，その後も日
ソ平和条約は締結されていない。 

3．1993 年の日ロ関係に関する東京宣言において，日ロ間には歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島 4
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島の領土問題が存在することを確認している。 
4．2001 年の森首相とプーチン大統領の会談では，プーチン大統領は国後・択捉 2 島の返還で領土問
題は最終的に解決され，他の 2島は協議の対象としないと述べている。 

問 8．下線部(H)に関連して，以下の記述のうちで不適切なものを 1つ選択せよ。 
1．1960年に国連貿易開発会議(UNCTAD)内に開発援助を目的とする開発援助委員会(DAC)が発足し，
開発途上国への経済協力や援助の中心的な役割を担っている。 

2．一般に，政府開発援助(ODA)とは贈与要素(GE)が 25％以上のものを指し，25％未満は「その他の
政府資金」と呼んでいる。 

3．2003年に改訂された新 ODA大綱では，従来，日本の ODAの 7割が向けられていたアジアを引き
続き重視する旨が記されている。 

4．日本政府の途上国に対する資金協力や技術援助を実施するための機関として，1974年に国際協力事
業団(JICA)が発足している。 

問 9．文中の( ア )と( イ )に入る語句の組み合わせとして適切なものを 1つ選択せよ。 
1．18.3％・第 2位 2．16.2％・第 3位 3．12.5％・第 2位 4．10.4％・第 3位 

問 10．下線部(I)に関連して，2001年には北朝鮮の核開発問題をめぐる 6カ国協議が開始された。この 6カ国
に含まれない国を 1つ選択せよ。 

1．アメリカ 2．中国 3．イギリス 4．韓国 5．ロシア 
問 11．下線部(J)に関連して，以下の記述のうちで不適切なものを 1つ選択せよ。 

1．1947年にインドとパキスタンがイギリスから分離独立し，住民の多くをヒンズー教徒が占めるカシ
ミール地方は 3 分の 2 をパキスタンが支配することになった。そのため，カシミール地方の帰属問
題が印パ紛争の火種となってきた。 

2．セルビア共和国内のコソボ自治州ではアルバニア人が 9割を占め，少数派であるセルビア人との対
立が 1998年頃から激化した。これをコソボ紛争と呼んでいる。 

3．東ティモールは 16世紀以来ポルトガルの植民地であったが，1976年にはインドネシアが東ティモ
ールを併合した。しかし，独立を求める声が根強く，住民投票などを経て 2002年に独立を達成した。 

4．北アイルランドでは多数派であるプロテスタント系住民が実権を握り，英連邦からの独立を主張す
る少数派のカトリック系住民との間で抗争が続いた。 

 
【22】2012 共立女子大学 2/6,一般(Ａ日程) 国際  

 次の文章を読んで，以下の設問に答えなさい。解答はすべて解答用紙の所定欄に記入しなさい。 
 国際社会は，主権国家から構成される社会であり，個人と個人の関係を基礎に生まれる社会とは異なる性質

を持つ。主権国家は相互に対等であり，それぞれ至高かつ絶対的であり，国家の上にあって国家に命令を下す

ような権力は存在しないという考え方に国際社会は基づいている。このような分権的な国際社会で生じる紛争

を話し合いで解決する場の一つとして，国際連合が存在する。国連は，(1)主権国家から構成されている。国連

の主要な機関としては，全加盟国が参加し，一国一票制度で決定をおこなう A ，国際社会の安全保障問題

を話し合う B ，経済や社会の国際問題を討議する経済社会理事会，国家間の紛争に対して判決を下す C
 ，そして，国連の各機関の運営についての事務を処理する機関である D などが挙げられる。 
 国連は第二次世界大戦の反省に基づき設置された機関であり，(2)加盟国は相互に武力によって攻撃しないこ

とを約束し，これに違反して武力行使をおこなった国に対しては，集団で対応することを規定する。この武力

制裁のために E が予定されていた。しかし，第二次世界大戦後生じた冷戦から B における意思決定が

困難となり， E を設置することすらできなくなった。そこで，国連憲章に規定されていないものの，紛争
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地域の治安維持や停戦監視のために(3)国連平和維持活動が行われるようになった。 
問 1 空欄 A から E に入るもっとも適切な語句を以下の選択肢からそれぞれ一つ選び，その記号を書

きなさい。 
ア 安全保障理事会 イ 国際刑事裁判所 ウ 事務総長 エ 総 会 オ 信託統治理事会  
カ 多国籍軍 キ 人権理事会 ク 常設仲裁裁判所 ケ 事務局 コ 国際連合軍(国連軍)  
サ 旧ユーゴスラビア国際刑事法廷 シ 国際司法裁判所 

問 2 下線部(1)に関し，2011年 7月に 193番目の国として国連に加入した新国家の名を書きなさい。 
問 3 下線部(2)の考え方を何というか書きなさい。 
問 4 下線部(3)に関する原則を述べた文として最も適切なものを以下の選択肢から一つ選び，その記号を書き
なさい。 
ア 活動に参加する要員は，自衛のためにやむを得ない場合を除いて武力を行使しない。 
イ 紛争の激化を防止するために行われることから，基本的に紛争当事国に派遣の同意を得る必要はな

い。 
ウ 派遣される人員は，国連加盟国が常設する待機部隊のなかから国連が指定することによって決定さ

れる。 
エ 活動する要員は，紛争を激化させないため，積極的に内政にも関与することが求められる。 
 

【23】2012 駒澤大学 3/7,Ｔ方式 文 経済 法－Ａ(昼主) 法－Ｂ(夜主) 経営  

 1576 年に『国家論』を著した 1 により国家主権という概念が提唱される以前も以後も，国家間の対立

は絶える時がなかった。18世紀になり紛争の規模が一層大きくなると， 2 は1713年から 1717年にかけ
『ヨーロッパ永久平和案』を著し平和の重要性を説いたが，その趨勢は変わらず，とりわけ領土や(a)領海をめ

ぐっての紛争は拡大の一途をたどり，ついには世界を巻き込む第 1次世界大戦を生じさせた。 
 多数の死傷者をだした第1 次大戦の反省をふまえて，1928 年にフランス外務大臣 3 とアメリカ合衆国

国務長官 4 の提案による不戦条約がパリにおいて調印されたが，人類に核の恐怖をもたらすことになる第

2 次世界大戦をくい止めることはできなかった。(b)第 2 次大戦後の世界の緊張状態が続くなか，1955 年にイ
ギリスの哲学者 5 とアメリカの物理学者アインシュタインらによる，(c)核兵器の危険性と戦争の廃絶を訴

えた宣言がだされた。また，(d)国際連合などでも核実験の禁止が訴えられたが，その後も核保有国は(e)核実験

を強行している。 
問 1 文中の 1 ～ 5 にあてはまる最も適切な人名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) ブライス (ｲ) サン－ピエール (ｳ) サイクス (ｴ) ダンバートン (ｵ) グロチウス (ｶ) ピコ 
(ｷ) ウィルソン (ｸ) ラスキ (ｹ) ケロッグ (ｺ) オークス (ｻ) カント (ｼ) コーク 
(ｽ) ボダン (ｾ) ラッセル (ｿ) ブリアン 

問 2 文中の下線部(a)に関して，現在の日本の領海は基線から最大何海里であるか，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) 3 (ｲ) 6 (ｳ) 12 (ｴ) 200 
問 3 文中の下線部(b)に関して，こうした状態をあらわす言葉として，アメリカの政治評論家リップマンが自
著のタイトルにもちいた言葉を下記から 1つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) 核の傘 (ｲ) 鉄のカーテン (ｳ) 恐怖の均衡 (ｴ) 冷戦 
問 4 文中の下線部(c)に関して，この宣言に署名した日本の物理学者を下記から 1人選び，その記号を解答欄
にマークしなさい。 
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(ｱ) 仁科 芳雄 (ｲ) 朝永 振一郎 (ｳ) 湯川 秀樹 (ｴ) 江崎 玲於奈 
問 5 文中の下線部(d)に関連して，軍縮について討議する国際連合の機関の略称を下記から 1 つ選び，その
記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) UNDC (ｲ) UNDP (ｳ) UNEP (ｴ) UNIDO 
問 6 文中の下線部(e)に関して，1995年にフランスが南太平洋ムルロア環礁で核実験を行ったときの大統領
を下記から 1人選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) ミッテラン (ｲ) サルコジ (ｳ) シラク (ｴ) ジスカールデスタン 
 

【24】2012 名古屋学院大学 1/30,一般(前期(２・３教科型)) 経済 商 外国語 スポーツ健康  

 経済が拡大し，技術の進歩が著しい今日の世界では相互の関係性・依存性も急速に強くなってくる。それは

必然的に国家の枠組みを超えようという方向性を持つ。たとえば，欧米諸国はその A近代的国家観，B人権(自
然権)思想，もしくはそこから生ずる価値観のようなものをグローバルスタンダードとして普及させようとす
る傾向を持つ。 
 また，経済や貿易の発展のためには国際間の平和と安定が欠かせない。このための代表的機関がC国連であ

るが，ヨーロッパも戦後，地域の平和と安定のために，様々な先駆的試みをしてきた。DNATO(北大西洋条約
機構)はかつてのソ連圏に対抗する軍事同盟であったが，地域の安全や平和にも効果を持っているし，EC(ヨ
ーロッパ共同体)，そして現在の EU(ヨーロッパ連合)も国家を超えた共同体創設の試みである。Eアジア・太

平洋諸国の間でも様々な形で国家を超えた枠組みの模索や連携がある。 
 しかし一方，新興国の経済発展が著しくなると，特にエネルギーの需要が高まるから，有望な海底資源を含

むとみられる海洋権益について，国家間の対立が激しくなり，逆にナショナリズム，資源ナショナリズムを刺

激する。とくに F排他的経済水域との関係でほとんどそれ自体は価値のない小島や岩礁も国家間の紛争の対象

となるケースが頻発している。 
 たとえば，経済の発展が著しい中国は海洋への進出を本格化させ，尖閣諸島をめぐっては日本と対立を引き

起こした。また，西沙・南沙諸島をめぐって中国と東南アジアの国々が領有権を主張して対立している。第二

次世界大戦後，アメリカから独立しかつて同国と軍事同盟を結んでいた( ア )や，アメリカと長期にわたる
戦争を終結させ南北の分裂を統一した( イ )なども，中国に対抗してアメリカとの軍事的な連携を求める機
運も出てきている。 
問 1 下線部Aの近代的国家観に関連する記述として，適当でないものをひとつ選び，記号で答えよ。 

① ホッブズは社会契約説を採用し，国家の運営については君主制を支持した。 
② ロックは社会契約説を採用し，国家の運営については権力分立を支持しつつも議会を優先した。 
③ ルソーは近代文明を鋭く批判しつつも，代議政体を支持した。 
④ ホッブズは国家成立以前に社会(秩序)状態を認めず，ロックの自然状態は一応の社会(秩序)状態，
ルソーの自然状態は相互にかかわらない状態である。 

問 2 下線部Bの人権(自然権)思想における正義の観念として，最も適当なものをひとつ選び，記号で答えよ。 
① 自由と平等 ② 経済的平等 ③ 最大多数の最大幸福 ④ 弱者有利 

問 3 下線部Cの国連に関連する記述として，適当でないものをひとつ選び，記号で答えよ。 
① PKOは(国連)平和維持活動，PKFは(国連)平和維持軍である。 
② ILOは国際労働機関，UNESCOは国連教育科学文化機関である。 
③ 湾岸戦争の多国籍軍は正式な国連軍ではないが，安全保障理事会の決議にもとづき派遣された。 
④ 国連の常任理事国の中には非核保有国がいる。 

問 4 下線部Dの NATOや EUや関連する記述として，適当でないものをひとつ選び，記号で答えよ。 
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① イギリスはEUにもNATOにも加盟しているが，独自の通貨を持っている。 
② スイスはEUにもNATOにも加わっていない。 
③ トルコはEUに加盟しているが，NATOには加わっていない。 
④ ポーランドはEUにも NATOにも加盟している。 

問 5 下線部Eのアジア・太平洋諸国の連携に関連する記述として，適当でないものをひとつ選び，記号で答
えよ。 
① ASEAN(アセアン)は東南アジア諸国連合，APEC(エイペック)はアジア太平洋経済協力(会議)であ
る。 
② APEC(エイペック)には日本・中国・オーストラリア・アメリカが加わっている。 
③ FTAは自由貿易協定，EPAは経済連携協定のことである。 
④ 日本は菅政権の時にTPP(環太平洋経済(連携)協定)に不参加を決めておいた。 

問 6 下線部Fの排他的経済水域や領海に関連する記述として，適当でないものをひとつ選び，記号で答えよ。 
① 領海は領土の低潮線(基線)から 12カイリ以内である。 
② 排他的経済水域は領土の低潮線(基線)から 120カイリ以内で，領海を含まない。 
③ 公海は領海と排他的経済水域の外側からである。 
④ 南鳥島も沖ノ鳥島も日本領であるが，沖ノ鳥島については外国から異議の申し立てもある。 

問 7 ( ア )( イ )にはいる国名を次から選べ。 
① フィリピン ② マレーシア ③ シンガポール ④ ベトナム ⑤ インドネシア 
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【1】2012 青山学院大学 2/15,個別学部日程(Ａ方式) 経営  

〔1〕 (1) ③ (2) ⑥ (3) ② (4) ⑤ (5) ① (6) ④ 
〔2〕 (7) ② (8) ① (9) ④ (10) ③ (11) ⑥ (12) ⑤ 

【2】2012 青山学院大学 2/19,個別学部日程(Ａ・Ｂ方式) 経済  

問 1 (1) ③ (2) ④ (3) ④ (4) ② (5) ① (6) ③ (7) ② (8) ④ 
問 2 (A) 14か条の平和原則 (B) 大西洋憲章 (C) 安全保障理事会 (D) 平和のための結集決議 

【3】2012 関西大学 2/2,学部個別日程(３教科) 商 政策創造 人間健康 社会安全  

問(A) 1 (ﾃ) 2 (ｷ) 3 (ﾀ) 4 (ｽ) 5 (ｲ) 6 (ｵ) 問(B) あ (ｴ) い (ｺ) う (ｵ) 問(C) (ｲ) 
【4】2012 関西大学 2/8,全学部日程(３教科) 法 文 商 社会 政策創造 総合情報 社会安全  

問(A) (a) (ｸ) (b) (ｹ) (c) (ｱ) (d) (ｴ) (e) (ｶ) 問(B) 1 (ｾ) 2 (ｸ) 3 (ｳ) 4 (ｽ) 5 (ｷ) 
問(C) (ｲ) 問(D) (ｴ) 問(E) (ｴ) 問(F) (ｲ) 問(G) (ｵ) 

【5】2012 関東学院大学 2/5,一般(前期日程(３科目型・得意科目重視型)) 文 経済 法 人間環境  

<A>問 1 5 問2 3 問3 2 問4 4 問5 5 問6 5 
<B>問 7 2 問8 5 問9 7 問10 2 

【6】2012 近畿大学 2/13,前期(Ｂ日程)・ＰＣ方式(センター併用) 法 経営 文芸  

問 1 16 ④ 17 ② 18 ① 19 ② 20 ③ 21 ② 問 2 ② 問3 ⑦ 問4 ⑤ 問5 ① 
問 6 ① 問7 ② 問 8 ① 問9 ④ 問10 ① 

【7】2012 駒澤大学 2/5,Ｔ方式 仏教 文 経済 法－Ａ(昼主)  

問 1 1 (ﾂ) 2 (ｷ) 3 (ｵ) 4 (ｶ) 5 (ﾃ) 6 (ｾ)  7 (ｴ) 8 (ｹ) 
問 2 (ｳ) 問3 (ｱ) 問4 (ｳ) 

【8】2012 成蹊大学 2/13,Ａ方式(地歴公民) 経済  

問 1 ① 問2 ③ 問3 ③ 問4 ④ 問5 ① 問6 ② 問7 ① 問8 ② 
【9】2012 専修大学 2/1,スカラシップ・全国入試  

〔設問 1〕 ② 〔設問2〕 ④ 〔設問3〕 ① 〔設問4〕 ③ 〔設問5〕 ① 〔設問6〕 ③ 
〔設問 7〕 ① 〔設問8〕 ③ 〔設問9〕 ④ 〔設問10〕 ④ 〔設問11〕 ⑤ 〔設問12〕 ① 
〔設問 13〕 ⑤ 〔設問14〕 ⑤ 〔設問15〕 (15) ⑦ (16) ③ (17) ⑤ 
〔設問 16〕 ② 〔設問17〕 ④ 〔設問18〕 ④ 〔設問19〕 ⑤ [④] 
〔設問 20〕 ① 〔設問21〕 ④ 

【10】2012 専修大学 2/12,一般(前期(全学部統一))  

〔設問 1〕 ① 〔設問2〕(2) ③ (3) ⑤ 〔設問3〕 ② 〔設問4〕 ③ 〔設問5〕 ③  
〔設問 6〕 ② 〔設問7〕 ④ 〔設問8〕 ② 〔設問9〕 ③ 〔設問10〕 ④ 
〔設問 11〕 ④ 〔設問12〕 ② 〔設問13〕 ② 

【11】2012 大東文化大学 2/7,一般・一般(Ａ方式)  

問 1 エ 問2 ア 問3 ウ 問4 ウ 問5 ア 問6 エ 
問 7 エ 問8 ア 問9 イ 問10 エ 問11 イ 問12 ウ 

【12】2012 中央大学 2/10,一般 文  

問 1 ① 10 ② 8 ③ 16 ④ 5 ⑤ 6 ⑥ 23 ⑦ 9 ⑧ 2 ⑨ 13 ⑩ 21 
問 2 (次から 1つ) 侵略国への軍事制裁手段の欠如，大国の不参加，総会での全会一致原則 
問 3 国際司法裁判所(ICJ)への付託には両当事者の合意が要件となっているため，被告国が同意しな
い場合には付託されることはない。また，国際連合加盟国は当然に ICJ 規程の加盟国として定めら
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れている以上，ICJ決定が持つ国際的な拘束力及び効果は当然に大きいので，被告が付託同意を拒否
することが多いから。 

【13】2012 中央大学 2/17,一般Ⅱ 商  

問 1 A サンフランシスコ B 経済社会理事会 C 平和維持軍 D 世界人権宣言 
 E 国連貿易開発会議(UNCTAD) F 国連難民高等弁務官事務所 G 国連人間環境会議 
問 2 ア 問3 ウ 問4 (1) グロチウス (2) 戦争と平和の法 
問 5 イ 問6 ア 問7 エ 問8 持続可能な開発 

【14】2012 中部大学 1/30,前期(Ａ・Ｂ方式) 経営情報 国際関係 人文 現代教育  

問 1 11 (ｳ) 12 (ｳ) 13 (ｴ) 14 (ｳ) 15 (ｱ) 16 (ｱ) 17 (ｴ) 18 (ｱ) 
問 2 (ｲ) 問3 (ｳ) 

【15】2012 東洋大学 2/8,一般(前期(Ａ・Ａ①・Ｃ・Ｃ①・Ｄ方式))  

問 1 A ② B ③ C ① D ② E ④ F ③ 問2 ア ④ イ ① ウ ② 
問 3 ③ 問4 ② [⑤] 問5 ①，⑤ 

【16】2012 獨協大学 2/2,Ｂ方式 外国語 国際教養 経済 法  

〔問 1〕 1 (ﾃ) 2 (ｲ) 3 (ｻ) 4 (ｵ) 5 (ｽ) 6 (ｷ) 7 (ｿ) 8 (ﾄ) 9 (ｼ) 
〔問 2〕 国際人権規約 〔問3〕 経済社会理事会 〔問4〕 国際刑事裁判所 

【17】2012 福岡大学 2/4,一般(前期日程)・センタープラス 人文 法 商１部  

問 1 ア (34) イ (22) ウ (35) エ (27) オ (28) カ (15) キ (17) ク (32) ケ (11) 
コ (19) 問2 (3) 問3 (2)，(6) 問4 (2)，(5) 問5 (1)，(6) 問6 人間の安全保障  
問 7 ノーマライゼーション 

【18】2012 法政大学 2/7,Ａ方式(Ⅰ日程) 文 経営 人間環境  

問 1 A シ B ネ C タ D ク E ソ F ナ G コ H チ 問2 ウ 問3 ア  
問 4 ウ，オ 問5 オ 問6 エ 問7 エ 問8 イ 問9 ア 

【19】2012 明治大学 2/16,一般 商  

問 1 A 排他的経済水域 B 戦争と平和の法 C 大西洋会談 D 難民高等弁務官事務所 
問 2 ① 問3 ① 問4 ① 問5 ③ 問6 ② 問7 ② 

【20】2012 立命館大学 2/1,Ａ方式  

〔1〕 A 侵略 B 経済制裁 C 国連軍 D 平和維持 E 六章半 F 国際人道法 G ハーグ 
〔2〕 集団安全保障方式 〔3〕 (a) サンフランシスコ (b) 1945年 〔4〕 イ ポルポト  
ロ 暫定統治機構 〔5〕 (い) 〔6〕 (い) 

【21】2012 早稲田大学 2/18,文系(Ａ方式) 人間科  

問 1．4 問2．4 問3．1，5 問4．2 問5．2 問6．1 問7．4 問8．1 問9．3 問10．3 
問 11．1 

【22】2012 共立女子大学 2/6,一般(Ａ日程) 国際  

問 1 A エ B ア C シ D ケ E コ 問2 南スーダン共和国 問3 集団安全保障 問4 ア 
【23】2012 駒澤大学 3/7,Ｔ方式 文 経済 法－Ａ(昼主) 法－Ｂ(夜主) 経営  

問 1 1 (ｽ) 2 (ｲ) 3 (ｿ) 4 (ｹ) 5 (ｾ) 
問 2 (ｳ) 問3 (ｴ) 問4 (ｳ) 問5 (ｱ) 問6 (ｳ) 

【24】2012 名古屋学院大学 1/30,一般(前期(２・３教科型)) 経済 商 外国語 スポーツ健康  

問 1 ③ 問2 ① 問3 ④ 問4 ③ 問5 ④ 問6 ② 問7 ア ① イ ④ 


