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2022年度一般選抜前期Ａ日程（1月25日実施）

日 本 史 問 題

政治・経済問題
（35ページ〜51ページ）

2023年度一般選抜前期Ａ日程（1月24日実施）

政治・経済問題
（35ページ〜51ページ）
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

　日本では、イギリスで発達した議
⑴

院内閣制が採用されている。

　国会は、「国会は、 A の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」と日本国憲法

第41条に規定されているように、立法権を担当している。国会は、衆
⑵

議院と参議院の二院制が

採用されており、それぞれの議院の国
⑶

会議員は、全国民の代表として国民全体の利益のために

行動している。国会の運営は会期制となっており、常
⑷

会・臨時会・特別会がある。国会での審

議については委員会制がとられており、議案は委員会で審議された後に本会議で審議される。国

会での議決は、原則として両院の議決の一致が求められるが、衆
⑸

議院の優越が認められている。

　「行政権は、内閣に属する」と憲法第65条に規定されているように、内閣は行政権を担当し

ている。内閣は、内
⑹

閣総理大臣と国務大臣によって構成され、一般行政事務のほか、外交関係

の処理、予算の作成、政令の制定、恩赦の決定などを行っている。また、天
⑺

皇の国事行為に対

して助言と承認を行っているのも内閣である。なお、内閣への権限の集中を防いで専門性と中

立性を確保するために、内閣からある程度独立して職権が行使できる組織として B が設

置されている。

　福祉国家において積極的な行政が求められると、行政機能が拡大して行政国家といわれるよ

うな状態となる。日本でも、行政権が拡大してきており、立法権に対して優位に立つようになっ

ている。このような行
⑻

政機能の拡大によって、さまざまな問題も生じている。私たちは、常に

行政機関と立法機関のバランスについて注視していかなければならない。

問 １ 　　　　 線 ⑴ に関して、日本の議院内閣制に関する説明として、最も適当なものを、次

の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ア

①　内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決で指名される。

②　内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は、国会議員の中から選ばなけれ

ばならない。

③　内閣は、衆議院で内閣不信任案が可決された場合には、必ず総辞職しなければならな

い。

④　内閣は、行政権の行使について、国会に対し独立して責任を負う。

Ⅰ
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問 ２　空欄 A に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 イ

①　三権　　　②　主権　　　③　国権　　　④　統治権　　　⑤　権力

問 ３　　　　 線 ⑵ に関して、日本のような二院制ではなく、一院制を採用している国として、

最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ウ

①　アメリカ　　　②　イギリス　　　③　フランス

④　ロシア　　　　⑤　中国

問 ４　　　　 線 ⑶ に関して、国会議員の特権について日本国憲法に規定されている内容とし

て、最も不適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 エ

①　両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

②　両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中は逮捕されない。

③　会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければ

ならない。

④　両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院内で責任を問われな

い。

問 ５　　　　 線 ⑷ に関して、常会・臨時会・特別会とそれぞれの国会の説明ａ～ｃとの組み

合わせとして、最も適当なものを、下の選択肢の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。

 オ

ａ　衆議院の解散総選挙後30日以内に召集され、新首相を指名する。

ｂ　内閣、またはいずれかの議院の総議員の ４ 分の １ 以上の要求によって召集される。

ｃ　毎年 １ 回 １ 月に召集されて、主に予算の審議を行う。

①　常会 ― ａ　臨時会 ― ｂ　特別会 ― ｃ

②　常会 ― ａ　臨時会 ― ｃ　特別会 ― ｂ

③　常会 ― ｂ　臨時会 ― ａ　特別会 ― ｃ

④　常会 ― ｂ　臨時会 ― ｃ　特別会 ― ａ

⑤　常会 ― ｃ　臨時会 ― ａ　特別会 ― ｂ

⑥　常会 ― ｃ　臨時会 ― ｂ　特別会 ― ａ
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問 ６　　　　 線 ⑸ に関する説明として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 カ

①　衆議院で法律案を再議決する前には、必ず両院協議会を開かなければならない。

②　内閣総理大臣の指名は、衆議院の議決後、国会の休会中の期間を除いて30日以内に参

議院が議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。

③　条約の承認は、衆議院の議決後、国会の休会中の期間を除いて30日以内に参議院が議

決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。

④　予算の議決は、衆議院の議決後、国会の休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議

決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。

問 ７　　　　 線 ⑹ に関する説明として、最も不適当なものを、次の中から １ つ選び、番号を

マークしなさい。 キ

①　内閣総理大臣および国務大臣は、文民でなければならない。

②　内閣総理大臣は、国務大臣を任意に罷免することはできない。

③　内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は、総辞職をしなければならない。

④　国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

問 ８　　　　 線 ⑺ に関して、天皇の国事行為として、最も不適当なものを、次の中から １ つ

選び、番号をマークしなさい。 ク

①　法律の公布　　　②　国会の召集　　　③　栄典の授与

④　条約の締結　　　⑤　外国の大使及び公使の接受

問 ９　空欄 B に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 ケ

①　予算委員会　　　②　内閣委員会　　　③　公聴会

④　審議会　　　　　⑤　行政委員会
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問１0　　　　 線 ⑻ に関する説明として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 コ

①　「テクノクラート」とよばれる階層構造をもつ管理体制が整えられてきた。

②　法律は大枠だけを決めて細部については行政に委ねる委任立法が増加した。

③　オンブズマン制度が、国政においても導入されることになった。

④　政治家と官僚と財務省との間に、政官財のトライアングルが構築された。
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　 　　次の〔１〕・〔２〕の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

〔 １ 〕　現代社会では、一部の国を除いて民主政治が行われているが、その歴史は意外と古く、古

代ギリシャの都市国家であるポリスにまでさかのぼることができる。ただし、現代のような民

主主義国家が登場するのは、市
⑴

民革命以降である。現代の民主政治では、国民主権とモンテス

キューらが唱えた A が原則となっており、形式的には議院内閣制と大統領制の二つに分

類することができる。

　議院内閣制は、主に「議院内閣制の母国」といわれてきたイ
⑵

ギリスで発達してきた政治制度

である。内
⑶

閣は議会の信任のもとに存在しているが、互いに抑制と均衡の関係が保たれている。

なお、ドイツのように、基本的には議院内閣制のしくみをとっているが、首相だけではなく大

統領も置いている国もある。

　一方、大
⑷

統領制の最も代表的な国はアメリカである。アメリカでは、大統領も連邦議会の議

員もともに国民によって選ばれる。議院内閣制とは異なり、大統領は法案の提出権や議会の解

散権を有していない。

　このような民主政治には、さまざまな欠点があるのも事実である。しかし、現在は民主主義

よりも優れた政治制度は見あたらず、私たちは、民主政治を維持・発展させていかなければな

らない状況にある。

問 １ 　　　　 線 ⑴ に関して、各国の市民革命が起こった順を年代順に並べたものとして、最

も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ア

①　アメリカ独立革命　　→　フランス革命　　　　→　イギリスの名誉革命

②　アメリカ独立革命　　→　イギリスの名誉革命　→　フランス革命

③　フランス革命　　　　→　アメリカ独立革命　　→　イギリスの名誉革命

④　フランス革命　　　　→　イギリスの名誉革命　→　アメリカ独立革命

⑤　イギリスの名誉革命　→　アメリカ独立革命　　→　フランス革命

⑥　イギリスの名誉革命　→　フランス革命　　　　→　アメリカ独立革命

Ⅱ
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問 ２　空欄 A に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 イ

①　地方自治　　　②　立憲主義　　　　③　権力分立

④　社会契約　　　⑤　法治主義

問 ３　　　　 線 ⑵ に関して、イギリスの政治制度についての説明として、最も適当なものを、

次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ウ

①　上院は、伝統的に最高裁判所としての機能を果たしている。

②　与党内には、次世代の人材育成のために「影の内閣」が組織されている。

③　下院で多数を占めた政党の党首が、国王によって首相に任命される。

④　上院・下院ともに、議員は国民の直接選挙によって選ばれている。

問 ４　　　　 線 ⑶ に関して、1742年に下院の支持を失ったため総辞職して、議院内閣制が成

立する契機となった内閣として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマーク

しなさい。 エ

①　ウォルポール内閣　　②　グラッドストン内閣　　③　ディズレーリ内閣

④　サッチャー内閣　　　⑤　ジョンソン内閣

問 ５　　　　 線 ⑷ に関して、アメリカの政治制度についての説明として、最も適当なものを、

次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 オ

①　連邦議会が法律案を可決しても、大統領が拒否権を行使すれば廃案となる。

②　大統領は、議会に教書を送付することができる。

③　大統領の権限が強大なため、任期は ４ 年間で、再選は禁止されている。

④　大統領選挙は、大統領選挙人を選出する間接選挙であったが、現在は国民の直接選挙

による。
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〔 ２〕　第二次世界大戦後まもなく、アメリカを中心とする西側陣営とソ連を中心とする東側陣

営による東西対立が表面化することになった。そのような事態に直面したイギリスの元首相

B は、「鉄のカーテンによってヨーロッパは二つに分断されている」と表現した。そして、

1950年には、アジアで米ソの代理戦争である朝
⑸

鮮戦争が勃発し、その後も米ソの対立が繰り広

げられることとなった。

　朝鮮戦争後は、東西対立は「雪どけ」へと向かうことになったが、1962年のキ
⑹

ューバ危機に

よって米ソ間の緊張が再び高まった。この核戦争の危機を回避してからは、「デタント」(緊張

緩和)へと向かうことになり、東西両陣営の内部では、多
⑺

極化が進むようになった。

　1970年代に入ると、アメリカのニクソン大統領が中国を訪問して、米中の国交が正常化され

ることとなった。さらに、ベトナム戦争を終結させる和平協定が締結された。しかし、1979年

にソ連がアフガニスタンに侵攻すると、米ソ間の緊張は再び高まることとなり、「新冷戦」と言

われる状況になった。

　1980年代になって、レーガンがアメリカ大統領に就任すると、戦略防衛構想（SDI）を掲げ

るなど、「強いアメリカ」をめざすようになった。一方、ソ連では、1980年代半ばにゴ
⑻

ルバチョ

フ政権が登場した。その後、米ソの冷戦構造は大きく揺らぐようになり、1989年には、ついに

「冷戦の終結」が宣言されることになった。

問 ６　空欄 B に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 カ

①　ウィルソン　　　②　チェンバレン　　　③　チャーチル

④　マーシャル　　　⑤　アトリー

問 ７　　　　 線 ⑸ に関する説明として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 キ

①　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の軍隊が、北緯38度線を突破して大韓民国（韓

国）に侵攻してきた。

②　国連憲章に規定された正式な国連軍がはじめて組織されて、韓国を支援するために派

遣された。

③　ソ連は、北朝鮮を支援するために、義勇軍を派遣することになった。

④　講和条約が結ばれて、北朝鮮と韓国による朝鮮半島の分断は固定化されることになっ

た。
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問 ８　　　　 線 ⑹ に関して、キューバ危機の際にソ連のフルシチョフと交渉したアメリカ大

統領として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ク

①　ローズベルト　　　②　トルーマン　　　③　アイゼンハワー

④　ケネディ　　　　　⑤　ニクソン

問 ９　　　　 線 ⑺ に関する説明として、最も不適当なものを、次の中から １ つ選び、番号を

マークしなさい。 ケ

①　スターリン批判をきっかけにして、東ヨーロッパ諸国で反ソ暴動が起こった。

②　中国とソ連との対立が深まって、両国の国境で武力衝突が発生した。

③　イギリスが、北大西洋条約機構（NATO）の軍事機構から脱退した。

④　敗戦から復興した日本や西ドイツは、西側陣営内で独自性を高めるようになった。

問１0　　　　 線 ⑻ に関して、この政権で行われたこととして、最も不適当なものを、次の中

から １ つ選び、番号をマークしなさい。 コ

①　さまざまな改革（ペレストロイカ）が、行われた。

②　積極的な情報公開（グラスノスチ）が、進められた。

③　新思考外交が、米ソ冷戦の終結へとつながった。

④　社会主義市場経済が、憲法に新たに明記された。
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

　現在の日本では、すでに総人口の減少がはじまっている。長年にわたって少
⑴

子高齢化がいわ

れてきたが、これからは高
⑵

齢者の増加よりもむしろ生産年齢人口の減少の方が、日本社会にとっ

て大きな問題となってくる。

　第二次世界大戦後、日本国憲法第25条に「すべて国民は、 A の生活を営む権利を有す

る」と規定された。この規定によって生存権が保障され、社
⑶

会保障制度が本格的に整備される

ことになった。1946年には、 Ｂ が制定(1950年に改正)されて、貧困者に対する生活の保

障が一本化された。さらに、戦前から一部で始まっていた社会保険制度が拡充されていき、1961

年には国
⑷

民皆保険・皆年金が実現することになった。

　現在の日本の社会保障制度は、社
⑸

会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生の ４ つの柱によっ

て支えられている。少子高齢化は、このような社会保障制度に対しても大きな影響を与えてい

る。高齢化への対策として、公的年金制度については、1986年から基
⑹

礎年金制度を導入するな

ど、さまざまな改革が行われてきた。さらに、2000年には、５ つ目の社会保険制度として介
⑺

護

保険制度が開始され、家族だけではなく社会全体で介護に取り組むようになっている。

　近年ではようやく、高齢化対策だけではなく、少子化対策にも目が向けられるようになって

きた。国だけではなく、各地方公共団体もさまざまな子
⑻

育て支援政策を実施している。しかし、

今後このような政策などによって子どもの数が増えるようになっても、年少人口の増加が生産

年齢人口の増加につながるのには、長い時間が必要となる。

問 １ 　　　　 線 ⑴ に関して、日本の少子高齢化についての説明として、最も適当なものを、次

の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ア

①　現在の日本の合計特殊出生率は、韓国よりも低く1 . 0未満となっている。

②　日本の未婚率は男女とも上昇していないが、晩婚化による少子化が進んでいる。

③　高齢化に対応するため、現在では70歳以上の老人医療費は無料化されている。

④　現在の日本では、年間死亡数が出生数を上回る状況になっている。

Ⅲ
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問 ２　　　　 線 ⑵ に関して、現在の日本は、高齢化率が何％を超えた何社会に区分されてい

るか、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 イ

①　 ７ ％を超えた高齢化社会　　　②　14％を超えた高齢社会

③　21％を超えた超高齢社会　　　④　14％を超えた高齢化社会

⑤　21％を超えた高齢社会

問 ３　空欄 Ａ に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 ウ

①　健康で人間的な最低限度　　　②　幸福で人間的な最低限度

③　健康で文化的な最低限度　　　④　幸福で文化的な標準程度

⑤　健康で文化的な標準程度      

問 ４　　　　 線 ⑶ に関して、世界の社会保障についての説明として、最も適当なものを、次

の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 エ

①　イギリスでは、エリザベス救貧法の制定によって社会保険が開始された。

②　ドイツでは、ビスマルクによって世界初の公的扶助制度が導入された。

③　アメリカでは、社会保障法が制定されて全国民が公的医療保険に加入した。

④　国際労働機関（ILO）がフィラデルフィア宣言で社会保障の国際的原則を示した。

問 ５　空欄 Ｂ に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 オ

①　恤
じゅっ

救
きゅう

規則　　　 ②　救護法　　　③　生活保護法

④　福祉六法　　　　⑤　国民生活安定緊急措置法
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問 ６　　　　 線 ⑷ に関して、国民皆保険によって全国民が何らかの医療保険に入ることになっ

たが、現在の医療保険の加入状況についての組み合わせとして、最も適当なものを、次の

選択肢の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 カ

自営業者など 民間企業の会社員など 公務員など

① 健康保険 共済組合 国民健康保険

② 健康保険 国民健康保険 共済組合

③ 共済組合 健康保険 国民健康保険

④ 共済組合 国民健康保険 健康保険

⑤ 国民健康保険 健康保険 共済組合

⑥ 国民健康保険 共済組合 健康保険

問 ７　　　　 線 ⑸ に関する説明として、最も不適当なものを、次の中から １ つ選び、番号を

マークしなさい。 キ

①　社会保険は、公費負担はなく被保険者と事業主の保険料だけで運営される。

②　公的扶助は、税金を財源として、各種の給付が行われる。

③　社会福祉は、児童・ひとり親世帯・高齢者・障害者などに対して援護する。

④　公衆衛生は、感染症の対策などによって国民の健康の維持増進を目的とする。

問 ８　　　　 線 ⑹ に関して、基礎年金である国民年金に加入することが義務づけられている

年齢は何歳以上からか。最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。

 ク

①　18歳以上　　　②　20歳以上　　　③　22歳以上

④　25歳以上　　　⑤　40歳以上

問 ９　　　　 線 ⑺ に関して、介護保険制度についての説明として、最も適当なものを、次の

中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 ケ

①　国が保険の運営主体となっており、保険料は全国一律となっている。

②　介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けなければならない。

③　施設での介護が原則となっており、自宅などで介護サービスは受けられない。

④　介護保険を利用する際の自己負担額は、所得に関係なく １ 割に固定されている。
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問１0　　　　 線 ⑻ に関して、少子化対策の現状についての説明として、最も適当なものを、次

の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 コ

①　公立の保育所の増設が進められたので、現在では待機児童は解消されている。

②　育児・介護休業法による育児休業の取得率は、男女同じ程度となっている。

③　出産や育児にともなう女性の離職は、現在ではみられなくなった。

④　少子化社会対策基本法が制定されており、少子化対策の担当大臣が置かれている。
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　 　　次の〔１〕・〔２〕の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

〔 １〕　近年の日本社会では、非
⑴

正規雇用労働者の増加が大きな問題となっている。かつての日

本では、終
⑵

身雇用制・年功序列型賃金・企業別労働組合からなる日本型雇用慣行が多くの企業

でみられた。しかし、1990年代のバブル経済の崩壊によって、日本経済は長期の不況に陥り、

それとともに雇用の流動化が進むことになった。

　労働者の権利は、第二次世界大戦後間もなく制定された A ・労
⑶

働組合法・労働基準法

の労働三法をはじめとするさまざまな法律によって守られてきた。しかし、近年は、非正規雇

用労働者の増加などもあって、さらに労
⑷

働組合の組織率が低下してきており、労働者を取り巻

く環境は大きく変化している。その一方で、すでに生産年齢人口の減少がはじまっており、人

手不足が深刻な問題となっている業界も多くなっている。

　このような状況の中、社会全体で「働き方改革」が求められている。これまでのように自宅

から出勤して職場で働くのではなく、テレワークなどによって在宅などで働く人も増えてきて

いる。

問 １　　　　 線 ⑴ に関する説明として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 ア

①　企業は、正規雇用を非正規雇用に置き換えることによって人件費を削減できる。

②　正規雇用と非正規雇用の割合については、男性と女性の間にほとんど差はない。

③　最低賃金が引き上げられたので、フルタイムで働いても生活の維持が困難なワーキン

グ・プアは解消されている。

④　非正規雇用労働者は、労働組合に加入することはできない。

問 ２　　　　 線 ⑵ に関して、日本型雇用慣行の説明として、正しいものの組み合わせとして

最も適当なものを、下の選択肢の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 イ

ａ　終身雇用制は、戦後復興期に大企業よりも中小企業が先行して取り入れた。

ｂ　年功序列型賃金は、若年労働者よりも中高年労働者に有利な賃金形態である。

ｃ　企業別労働組合は、アメリカの労働組合がモデルとなった。

①　ａのみ　　　②　ｂのみ　　　③　ｃのみ

④　ａとｂ　　　⑤　ａとｃ　　　⑥　ｂとｃ

Ⅳ
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問 ３　空欄 A に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 ウ

①　労働契約法　　　　　②　労働審判法　　　　　③　労働関係調整法

④　労働安全衛生法　　　⑤　労働者派遣事業法

問 ４　　　　 線 ⑶ に関する説明として、最も不適当なものを、次の中から １ つ選び、番号を

マークしなさい。 エ

①　正当な理由のない団体交渉の拒否などの不当労働行為は、禁止されている。

②　労働基準監督署が、管内の事業所を監督している。

③　正当な争議行為による刑事上と民事上の責任については免除されている。

④　労働組合と使用者が対等な交渉によって取り決めた項目が、労働契約である。

問 ５　　　　 線 ⑷ に関して、2020年現在の日本の労働組合の組織率として、最も適当なもの

を、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 オ

①　75％以上　　　②　66％程度　　　③　50％程度

④　33％程度　　　⑤　20％未満
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〔 ２〕　現在の国際経済の体制は、第
⑸

二次世界大戦中の1944年にアメリカで締結されたブレト

ン・ウッズ協定がスタートとなっている。この協定に基づいて、翌1945年には、国
⑹

際復興開発

銀行（IBRD）と国際通貨基金（IMF）が設立された。1947年には、自由貿易を促進するため

に、関
⑺

税と貿易に関する一般協定（GATT）が締結されて、翌年に発効した。

　このようにして構築された戦後の国際経済体制は、IMF・GATT体制といわれる。この体制

においては、固
⑻

定為替相場制度としての金・ドル本位制のもとで、アメリカドルが基軸通貨と

なった。やがて、1950年代から1960年代にかけては、戦災国の経済復興が進むこととなった。

また、アメリカの Ｂ 戦争への直接的な軍事介入や多国籍企業の海外直接投資などによっ

てドルが海外へ流出するようになった。このような状況のなか、各国政府がドルを金に交換す

るようになり、ドル危機が表面化することになった。

　1971年、ニクソン大統領は金とドルとの交換を停止し、年末にはスミソニアン協定によって

各国通貨の交換レートの調整が行われた。しかし、その後まもなく固定為替相場制度は維持で

きなくなり、1973年には主要国の通貨は変動為替相場制度に移行していくことになった。

問 ６　　　　 線 ⑸ に関して、第二次世界大戦の経済的な要因となったブロック経済に関する

説明として、最も不適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 カ

①　1929年に起こった世界恐慌に対応するために、主要国はブロック経済を形成した。

②　本国とその植民地との間で、閉鎖的で排他的なブロックが形成された。

③　世界各国は、自国通貨の切り上げを積極的に行うようになった。

④　各ブロックは、ブロック外の国との貿易や資本移動を制限することになった。

問 ７　　　　 線 ⑹ に関する説明として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 キ

①　IBRDは、国際収支が赤字になった国などに対して、短期的な融資を行っている。

②　IBRDは、「先進国クラブ」といわれるように、先進国向けの融資を行っている。

③　IMFは、第二次世界大戦による戦災国の復興に際して、長期的な融資を担った。

④　IMFは、アジア通貨危機に際して、タイ・インドネシア・韓国を支援した。
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問 ８　　　　 線 ⑺ に関して、GATTから世界貿易機関（WTO）に改組することが合意され

たラウンドとして、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。

 ク

①　ディロン・ラウンド　　　②　ケネディ・ラウンド　　③　東京ラウンド

④　ウルグアイ・ラウンド　　⑤　ドーハ・ラウンド

問 ９　　　　 線 ⑻ に関して、金 １ オンスとドルの交換条件と、固定為替相場制におけるドル

円レートの組み合わせとして、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマークし

なさい。 ケ

①　金 １ オンス＝35ドル、１ ドル＝308円

②　金 １ オンス＝43ドル、１ ドル＝308円

③　金 １ オンス＝35ドル、１ ドル＝360円

④　金 １ オンス＝38ドル、１ ドル＝360円

⑤　金 １ オンス＝43ドル、１ ドル＝360円

問１0　空欄 Ｂ に入れる語句として、最も適当なものを、次の中から １ つ選び、番号をマー

クしなさい。 コ

①　インドシナ　　　②　中東　　　③　ベトナム　　　④　湾岸　　　⑤　イラク


