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政経－1

【問題 1】次の文章を読んで、下の問い（問 1～ 6）に答えなさい。

2021年 1 月に米国でバイデン政権が発足し、同年 4月以降、イラン核合意を巡る交渉が再開
された。
イランは、1970年のａ核拡散防止条約（NPT）発足当初から非核保有国として加盟している

が、2002年 8 月にイラン国内の反体制派が暴露したことによって、ｂ国際原子力機関（IAEA）
未申告の核施設建設が判明したところから、イラン核開発疑惑が国際問題化した。2003年には
IAEA 理事会にて、イランに対する非難決議が採択され、2006年には国連安全保障理事会が、
イランの核開発中止を求める議長声明を採択した。
イランは核兵器製造の意図を否定したが、米国はイランの主張に疑念を持ち、経済制裁を発

動して国際的にイランを孤立化させようとする政策を取ってきた。他方、既に核兵器を保有し
ているとされるｃイスラエル、パキスタンやインドなどには、イランのような制裁を行わなか
った。イラン側では2005年に保守強硬派のアフマディネジャド大統領が就任し、ウラン濃縮な
ど核開発を進展させた。
2013年、穏健派とされるロウハニ大統領の就任後、イランと、国連安保理常任理事国にドイ

ツを加えた 6カ国の間で交渉が開始され、2015年 7 月には、イラン側は核施設の大幅な縮小や
条件付き軍事施設査察を受け入れるが核開発能力自体は維持される、という最終合意が成立し
た。翌2016年には IAEA がイランの核施設縮小を確認したと発表し、米欧諸国はイランに対す
る経済制裁解除で応じた。
その後2018年、米ｄトランプ大統領はイラン核合意から一方的に離脱し、経済制裁を再開し
たため、イランは報復措置として核開発・ミサイル開発を進展させた。バイデン政権の下で米
国は、イランが2019年から進めている核開発プログラムを停止し2015年の状態に戻すことや、

ｅイエメン紛争への介入停止などを求めている。他方イランは、トランプ政権時代に科した制
裁の全面解除や、二度と一方的離脱を行わないことの確約も求めており、核合意の議長国であ
るｆ欧州連合（EU）が米国とイランの仲介役となり、交渉が開始された。

問 1　下線部 aに関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
1

①　核兵器の不拡散に関する条約は、核兵器の保有を米国、英国、フランス、中国、
ロシアの 5カ国にのみ認め、他の非核保有国に対しては核兵器の製造・保有を禁止
している。
②　非核保有国には、原子力発電や医療用（放射線）といった原子力の平和利用の権
利は認められており、同時に各国は、原子力施設の安全及び核物質の防護の責任を
負う。
③　核保有国については核兵器の他国への譲渡禁止および、核軍縮のために「誠実に
交渉を行う義務」が規定され、これに基づき1970年、米国とソ連は戦略兵器制限交
渉（START）を開始した。
④　NPT条約は、核保有国が核弾頭を運搬するためのミサイルを開発・製造するこ
とや、戦争の際に攻撃手段として核兵器を使用することも禁止している。



政経－2

問 2　下線部 bに関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
2

①　国際原子力機関は、米国のアイゼンハワー大統領の提案に基づき原子力の平和利
用促進と軍事利用の防止を目的として設置された、国連の専門機関である。
②　IAEA の役割には原子力の平和的利用促進のための支援が含まれる。
③　IAEA は、原子力の軍事転用を防ぐため、査察を含む監視活動を行う。1993年、
イラク及び北朝鮮の核兵器開発疑惑等を契機に、未申告の核物質や原子力活動がな
いことを検認するための追加的権限が規定された。
④　NPTは核兵器国に対して、IAEA 査察の受入れを義務づけておらず、またNPT
非締約国に対しては、IAEA が監視活動を行うことはできない。

問 3　下線部 cについて説明した次の文章中の空欄 A ～ D に当てはまる言葉の組合せ
として最も適当なものを、下の①～④のうちから一つ選びなさい。 3

NPT体制の問題点として、非加盟国による核拡散を防げない点が挙げられる。

イスラエルは、1948年に A の地に、当時住んでいたアラブ人を排除する形で建国され、
当初から米国とは特別な盟友関係にあった。NPTに加盟せず、核兵器保有が確実視されるが
イスラエル自身は核保有を否定も肯定もしていない。

B 年にNPT非加盟のインドとパキスタンが核実験を行い、公然と核保有国となった。
インドは、国境紛争を抱える中国が1964年に核実験を行って以降核開発を推進し、建国以来イ
ンドと対立するパキスタンも、対抗して核開発を推進した。両国の核実験は国際的非難を浴び
米国は経済制裁を科したが、2001年 9 月11日の同時多発テロ後は、対タリバン戦への協力を得

るためパキスタン制裁を解除し、併せてインド制裁も解除。2007年には C が合意された。
D は、核開発疑惑の指摘と査察要求に反発して1993年に NPT脱退を表明した。その後、

NPT残留で米国と合意し、核兵器開発断念を条件にエネルギー協力を行う体制が作られた。

しかし D が協定を履行しなかったため燃料供与が停止され、 D は2003年に再度NPT
脱退を表明した。

①　Aエルサレム　　B 1998　　C米印防衛技術協力協定　　D北朝鮮
②　Aエルサレム　　B 2000　　C米印原子力協定　　　　　Dイラク
③　Aパレスチナ　　B 1998　　C米印原子力協定　　　　　D北朝鮮
④　Aパレスチナ　　B 2000　　C米印防衛技術協力協定　　D北朝鮮



政経－3

問 4　下線部 dに関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
4

①　米国の大統領選挙は 4年毎の11月に行われ、2016年選挙で共和党の大統領候補指
名を得て勝利したトランプ氏は、2017年 1 月20日に就任した。同時に行われた連邦
議会選挙の結果、上下両院で民主党が多数議席を占めた。
②　選挙中から米国の国益に寄与しない国際合意の破棄を掲げ、就任後にはイラン核
合意からの離脱の他に、気候変動対策に関するパリ協定や、アジア太平洋地域の15
カ国が参加した環太平洋パートナーシップ協定（TTIP）からも離脱した。
③　トランプ大統領は政策方針として「アメリカ第一主義」を掲げ、対外的には、安
全保障政策としては中国・ロシアとの戦略的競争を重視し、経済面では貿易・投資
障壁を撤廃する自由貿易政策を推進、また排外的な移民政策を展開した。
④　オバマ大統領は「核なき世界」に向け、米ロの戦略核兵器削減交渉をまとめたが、
トランプ政権は同条約への中国の参加を求めた。中距離核戦力（INF）全廃条約に
ついても中国の不参加を問題視し、ロシアがミサイル破棄に応じないことを理由に
離脱に踏み切り、同条約は失効した。

問 5　下線部 eについて説明した次の文章中の空欄 A ～ D に当てはまる言葉の組合せ
として最も適当なものを、下の①～④のうちから一つ選びなさい。 5

アラブ諸国でも最貧国の一つとされるイエメンでは、 A を起点とする2010年の「アラブ
の春」民主化運動に呼応して反政府デモが拡大し、30年以上も続いたサーレハ大統領による独

裁政権が退陣に追い込まれた。混乱に乗じて、イエメンでは国際テロ組織 B 傘下の武装勢
力アンサール・アル・シャリーアが台頭した。サーレハ大統領の退陣後はハーディー大統領が、

C が中心に支援するイスラム教スンニ派の支持を得て就任したが、イランが支援するイス
ラム教シーア派はそれを認めずフーシを大統領に担ぎ、2015年以降、北部フーシ派、と南部ス

ンニ派とアンサール・アル・シャリーアの三つ巴の内戦が続いてきた。2018年には D が、
イランがフーシ派に武器を供与したとの懸念を表明する決議案を採決したが、ロシアの拒否権
行使により否決された。2022年 4 月以降は、国連の仲介により停戦が続いている。

①　Aチュニジア　　Bハマス　　　　  Cエジプト　　　　  D国連安全保障理事会
②　Aチュニジア　　Bアルカーイダ　　Cサウジアラビア　　D国連安全保障理事会
③　Aチュニジア　　Bヒズボラ　　　　Cサウジアラビア　　D国連総会
④　Aリビア　　　　Bヒズボラ　　　　Cサウジアラビア　　D国連総会



政経－4

問 6　下線部 f に関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
6

①　欧州統合は、長年競争関係にあったドイツとフランスの戦争を不可能にし、戦争
の再発を防ぐため、対立の火種となる重要な戦略物資である石炭・鉄鋼を超国家的
機関の管理下におく構想に発しており、欧州石炭鉄鋼共同体として実現した。
②　欧州統合は主に単一市場創設と経済協力の枠組みとして進展したが、1992年に締
結された欧州連合創設に関するリスボン条約では、通貨統合や共通外交・安全保障
政策が合意され、移民・難民問題も各国から欧州共同体へ移管された。
③　欧州の通貨危機や中東・北アフリカからの難民急増などを背景に、2016年には英
国で EU離脱を問う国民投票が行われ、離脱派が過半数を獲得、離脱後の英－EU
関係を巡る交渉を経て2020年末に離脱が完了した。
④　通貨危機の余波で失業や低賃金などに悩む人々の怒りの矛先は、ドイツ主導の緊
縮財政策や移民に向かい、元凶として EUへの反発が強まり、反グローバリズム、
反 EU、反イスラムを主張する極右や極左の政党が欧州全域で勢力拡大している。



政経－5

【問題 2】次の文章を読んで、下の問い（問 1～ 6）に答えなさい。

近年、「世界的に民主主義が後退している、危機に瀕している」という議論が多く聞かれる。
民主主義とは、ａ基本的人権の保障や国民主権といった理念・哲学であると同時に、政治的
決定に参加できる権利、複数の候補およびｂ政党が競争する自由・公正な手続きにより政治権
力者が選出される、専制を防ぐためのｃ権力分立や法の支配といった、政治制度としても定義
される。
その民主主義の後退とは、例えば、民主的手続き、すなわち選挙によって権力を掌握した政

治家が、民主主義制度を支える三権分立をないがしろにし、国民の「敵」として野党やメディ
アを攻撃し、自らの権力保持と政策実施に手段を厭わない状況を指す。
西欧・米国で確立された民主政治が、1970年代の南欧諸国のｄ民主化からラテン・アメリカ、
アジアへと波及し、冷戦の崩壊とともにソ連・東欧地域に広がったものの、2000年代に入り議
会制民主主義を導入する国は増えないばかりか再びｅ権威主義が台頭している、という状況も
みられる。
民主主義の先進地であり、世界各地の民主化を支援してきた西欧と米国では、民主主義導入

の結果としてリビアやイラクで宗派間闘争が激化したり、南欧や南米で反西欧型ポピュリスト
政権が台頭した経験から、民主化支援に積極的ではなくなってきた。西側民主主義国の内部で
も、格差拡大、エリート層に対する不信、難民・移民を含むマイノリティを社会に統合するプ
ログラムの破綻などから、ｆポピュリズムと非自由主義が急速に台頭している。他方で権威主
義国家の側は、民主主義国家の自由で開かれた社会に根ざす脆弱性に狙いを定め、影響力を行
使する現象が増えている。

問 1　下線部 aに関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
7

①　ホッブズは、各人が自然権をもつが、個人の権利は他の権利と対立する。自然状
態では無秩序な個人の自己実現の結果、一般的闘争状態があらわれる、と論じた。
②　ロックによれば、人々は財産を平和かつ安全に享有するために社会に移行する。
このための重要手段が法であり、立法権が人民の委ねた信託に反して行使された場
合、人民には抵抗権がある、と論じた。
③　ルソーは、人々は人格や財産の防衛、自由・独立の保障を得るために社会契約を
結ぶが、社会契約の締結と同時に個人は主体性を放棄し社会の一単位となる、と論
じた。
④　1676年 6 月のバージニア権利章典は、初めて近代的意義での基本的人権を宣言し
た。憲法・法律によっても奪うことのできない権利には、人間としての生命と自由
を享有する権利、信教の自由と財産権などが含まれた。



政経－6

問 2　下線部 bに関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
8

①　議院内閣制は、政党が民意に適切に反応し、人々の意見や利益を代表し、選挙で
競合することによって機能する。
②　選挙制度が確立された初期の制限選挙の時代には、政党は、私的な利益を公的な
利益と称することで、公共の利益の名目において私的な利益の実現を図る「派閥」
として、否定的な見方がされていた。
③　「政党とは、権力を獲得しようとする組織化された企図」などと定義され、政党
競合の構造によって一党制、二大政党制、多党制などの政党制に分けられる。
④　政党助成制度は、世論の支持をより多く得ている政党や、豊富な資金を有する個
人ないし団体に支持された政党が有利に選挙を戦うなど、政党間競合を促進するた
めの措置である。

問 3　下線部 cに関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
9

①　権力分立は、市民の自由の確保と絶対主義権力の制限を課題として登場した。近
世において、君主、貴族、市民階級の政治的諸勢力の存在を前提として、絶対君主
制のもと培われた権力への不信感を根底にもつ制度である。
②　ロックは主に立法権と執行権の区分を重視したが、モンテスキューは国家権力を
立法、執行および裁判の三権に厳格に区分し、三権を相互抑制と均衡の関係に置く
ことを提唱した。
③　イギリスは、権力分立制を他国に先がけて発達させた。権利章典（1689年）によ
り国王の大権が議会の制約下に置かれ、共和制が整えられた。18世紀半ばに議院内
閣制の慣行がはじまり、権力が分離しつつ融合する制度が完成した。
④　国民主権の原理が確立すると、三権は国民の直接・間接の代表機関によって行使
され、権力分立は「機能」の分立となった。



政経－7

問 4　下線部 dに関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
10

①　日本は1992年に ODA（政府開発援助）大綱を閣議決定し、ODAの供与の際に
開発途上国における人権・民主化の促進や市場志向型経済導入の努力などを考慮に
入れることを決定した。
②　この民主主義への体制移行は「民主化の第三の波」と呼ばれた。冷戦終結後の
1990年代初頭には、国際政治における欧米諸国の優位を背景に、リベラル・デモク
ラシーが世界的に拡大すると見られ、ハンチントンは「歴史の終わり」と評した。
③　2011年からの一連の「アラブの春」政変は、イスラム諸国の民主化への期待を高
めたが、多くの国で民主化が頓挫し、また中東を含む多くの権威主義国家が、国際
的民主化支援を警戒し、国内的には民主勢力の抑圧を強めた。
④　絶対君主制や軍事政権、個人独裁といった国の民主化について論じる際には、複
数の候補および政党によって競争が行われる、自由・公正で定期的な選挙により政
治権力者が選出されることが、民主主義の条件として重視されてきた。

問 5　下線部 eについて説明した次の文章中の空欄 A ～ D に当てはまる言葉の組合せ
として最も適当なものを、下の①～④のうちから一つ選びなさい。 11

21世紀に入り、「競争的権威主義」や「民主集中制」などと呼ばれる体制が、急速に経済力

を伸ばして A として台頭し始めた。共通する特徴として、 B が定期的に行われ、しば
しば激しく争われるものの、 B プロセスは大規模な国家権力濫用や偏ったメディア報道、
反対派候補者への嫌がらせが横行し、透明性が欠如し、現職に有利に歪められる。また、法の

支配を前提とする一方、政権による法律の恣意的運用により、 C の権利を保障すべき法律
が統治の手段へと転化している。
欧米流の自由民主主義体制の魅力の低下も、民主主義離れの一因となっている。西側先進諸

国では、経済のグローバル化が産業空洞化をもたらし、若年失業が増え、経済格差が広がり、
貧困率が高まった。結果、民主的制度への信用が薄れ、権威主義的な指導者への期待が高まり、

非寛容な D が台頭している。
①　A覇権国　　B選挙　　　　C政治参加　　D排外主義
②　A覇権国　　B政権交代　　C市民　　　　Dポピュリズム
③　A新興国　　B政権交代　　C労働者　　　D排外主義
④　A新興国　　B選挙　　　　C市民　　　　Dポピュリズム
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問 6　下線部 f について説明した次の文章中の空欄 A ～ D に当てはまる言葉の組合せ
として、最も適当なものを、下の①～④のうちから一つ選びなさい。 12

ポピュリズムは、社会を「 A 」と「エリート」の対立として捉え、 A を動員して、
A の一般的意志の実現を目指す政治運動、と定義される。また、ポピュリズムは、 B

を基調とした右派から、経済格差是正を求める左派に至るまで、他のイデオロギーと結びつい
た形をとる。
今日の先進資本主義諸国の支配的な政治原則である自由民主主義は、社会を諸個人や諸集団

の多様な利害からなるものとして、その利害調整を目指す C の考え方を基盤としており、
ポピュリズムとは社会観や政治目標が異なっている。現代のポピュリズムの台頭は民主主義の

脅威として位置づけられがちだが、ポピュリズムが権力を掌握するには、 D の制度に則っ
たルールに従って多数派となることが必要であり、権力を掌握した後にも、既存の D の枠
内で権力の維持をはからなければならない。

①　A人民　　　B排外主義　　　C多元主義　　　　　　D代議制民主主義
②　A人民　　　B国粋主義　　　C多文化主義　　　　　D直接民主主義
③　A労働者　　B共和主義　　　C多元主義　　　　　　D代議制民主主義
④　A人民　　　B反社会主義　　C利益集団自由主義　　D直接民主主義
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【問題 3】次の文章を読んで、下の問い（問 1～ 7）に答えなさい。

企業・家計・政府といった経済主体は、経済活動の中で資金を必要とする。その資金を経済
主体間で融通するための取引が行われるのが金融市場である。金融市場には、ａ短期資金の取
引が行われる短期金融市場と一年を超える長期資金の取引が行われる長期金融市場がある。
日本の金融市場では、ｂ1980年代以降、金融自由化の流れが加速し、1990年代には日本版の

金融ビッグバンが実施された。金融機関は、経営努力がより強く求められるようになり、合併
や事業再編などの合理化が図られた。また、ｃ金融行政では、金融システムの安定化を高める
ための様々な施策が展開された。
物価や景気を安定させるうえで大きな役割を担うのは、ｄ中央銀行である。中央銀行は、国

あるいは地域全体の立場からｅ金融政策を実施するが、グローバル化した市場経済においては、
各国（地域）の中央銀行の金融政策が他の国（地域）の物価や景気に影響を与えることがあり、
その政策は多くの経済主体から注目を集めている。

問 1　下線部 aに関連して、（ 1）短期金融市場と（ 2）長期金融市場に当てはまるものとし
て適当なものを、下の①～⑥のうちからそれぞれ一つ選びなさい。
ア．株式市場
イ．コール市場
ウ．公社債市場
エ．手形市場

（ 1）短期金融市場： 13

（ 2 ）長期金融市場： 14

①　アとイ
②　アとウ
③　アとエ
④　イとウ
⑤　イとエ
⑥　ウとエ
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問 2　下線部 bに関連して、日本版金融ビッグバンでは、フリー・フェア・グローバルの三
つの原則が掲げられた。それぞれの内容として最も適当なものを、下の①～③のうちから
それぞれ一つ選びなさい。
（ 1）フリー（市場原理が働く自由な市場）： 15

（ 2 ）フェア（透明で信頼できる市場）： 16

（ 3 ）グローバル（国際的で時代を先取りする市場）： 17 　

①　早期是正措置の導入
②　証券デリバティブの全面解禁
③　金融持株会社の解禁

問 3　下線部 bに関する記述として最も適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選び
なさい。 18

①　金融自由化以前の日本では、護送船団方式と呼ばれる政策により、経営基盤の弱
い金融機関が守られていた。
②　日本版の金融ビッグバンの狙いの一つは、直接金融から間接金融への移行である。
③　日本版の金融ビッグバンを進めたのは、橋本龍太郎内閣である。
④　金融機関の合併・再編により、三つのメガバンクが誕生した。

問 4　下線部 cに関する記述として適当な記述の数を、下の①～⑤のうちから一つ選びなさい。
19

ア．日本は、バーゼル合意に基づき、国際業務を営む銀行には自己資本比率 8％以上
を、国内業務のみの銀行には同 4％以上を義務づけている。
イ．銀行の預金を元本 1,000万円とその利息を限度として保証するペイオフ制度は、
2010年の日本振興銀行の破綻の際に初めて発動された。
ウ．1998年に設置された金融監督庁は、2000年に金融庁に改組された。
エ．金融機関の経営内容を開示するディスクロージャーが強化された。

①　 0個
②　 1個
③　 2個
④　 3個
⑤　 4個
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問 5　下線部 dに関連して、日本銀行と米国の FRB（連邦準備制度理事会）、EUの ECB（ヨ
ーロッパ中央銀行）が設立された順番として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一
つ選びなさい。 20

①　FRB→日本銀行→ ECB
②　FRB→ ECB→日本銀行
③　日本銀行→ FRB→ ECB
④　日本銀行→ ECB→ FRB
⑤　ECB→ FRB→日本銀行
⑥　ECB→日本銀行→ FRB

問 6　下線部 dに関連して、日本銀行に関する記述として最も適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～
④のうちから一つ選びなさい。 21

①　日本銀行の総裁及び副総裁は、内閣が任命し、国会の同意を得る必要がある。
②　日本銀行の資本金の55％は、政府からの出資である。
③　金融政策に関する決定は、日本銀行政策委員会にて多数決で決められる。
④　金融政策の決定の過程については、経済へ与える影響力の大きさを考慮して、必
ずしも公表する必要はない。

問 7　下線部 eに関連して、日本銀行の金融政策に関する記述として最も適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、
次の①～④のうちから一つ選びなさい。 22

①　金融政策の一つである公開市場操作における政策金利の誘導対象は、無担保コー
ルレート（翌日物）である。
②　日本銀行は、金融機関による企業への資金の貸し出しを促進するために、2016年
1 月、一部の日銀当座預金にマイナス金利を適用し、市場金利をゼロ以下に誘導す
るゼロ金利政策を導入した。
③　預金準備率操作は、1991年10月以降行われていない。
④　公定歩合操作は、金利の自由化によって公定歩合と市中金利が連動しなくなった
ことから、金融政策の手段としては用いられなくなった。



政経－12

【問題 4】次の文章を読んで、下の問い（問 1～ 7）に答えなさい。

イギリスの経済学者 A は、『経済学および課税の原理』において、ａ国際的な分業が各
国に利益をもたらすことを明らかにした。このことは、他国より安く生産できる商品が複数あ
ったとしても、相対的に安く生産できる商品に特化してｂ貿易を行うことで利益を上げられる

ことを意味する。このような考え方は B 説と呼ばれ、自由貿易促進の論拠となった。
その一方、ドイツの経済学者リストは、『政治経済学の国民的体系』において、発展途上国

が先進国に追いつくためには、ｃ保護貿易政策が必要であると主張した。先進国においても、

国内産業を保護・育成するために、 C により緊急に輸入量を制限したりすることがある。
しかし、保護貿易政策には、ｄ国際分業の利益を損なう弊害もあり、実施の際にはその副作用
に留意することが重要である。

問 1　文中の空欄 A に当てはまる語句として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一
つ選びなさい。 23

問 2 　文中の空欄 B に当てはまる語句として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一
つ選びなさい。 24

問 3 　文中の空欄 C に当てはまる語句として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一
つ選びなさい。 25

　①　アダム =スミス　　②　ケインズ　　③　シュンペーター
　④　フリードマン　　　⑤　マルクス　　⑥　リカード

　①　絶対消費　　　②　絶対生産費　　③　相対消費
　④　相対生産費　　⑤　比較消費　　　⑥　比較生産費

　①　IMF　　　　　　 ②　WTO　　　　　　　  ③　コンディショナリティ
　④　セーフガード　　⑤　セーフティネット　　⑥　ダンピング
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問 4　下線部 aに関連して、ある 2つの国、J 国とU国において、自動車と小麦を 1単位ずつ
生産するのに、それぞれ以下の労働量が必要であるとする。この表に関する記述として適

4

当でないもの
4 4 4 4 4 4

を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 26

①　J 国はU国よりも少ない労働量で自動車や小麦を生産できる。
②　J国では、150人で自動車を生産する場合、自動車を 3単位生産できる。
③　U国では、600人で小麦を生産する場合、小麦を 3単位生産できる。
④　U国は自動車の生産に特化し、J国と貿易を行うことで利益を得られる。

問 5　下線部 bに関連して、交易条件に関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～④の
うちから一つ選びなさい。 27

①　国際貿易における商品の交換比率は交易条件と呼ばれる。
②　交易条件は、輸出品 1単位でどれだけの財を輸入できるかを表す。
③　安価な農産物を輸出すると交易条件は高くなる。
④　交易条件は、輸出商品の価格を輸入商品の価格で割った値として求められる。

問 6　下線部 cに関連して、保護貿易政策に該当する政策として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①～
④のうちから一つ選びなさい。 28

①　輸入品に対する関税の引き上げ
②　輸入品に対する審査基準の強化
③　輸出品に対する関税の引き上げ
④　輸出品に対する補助金の緩和

問 7　下線部 dに関連して、国際分業の種類に関する記述として適当でないもの
4 4 4 4 4 4 4

を、次の①
～④のうちから一つ選びなさい。 29

①　垂直的分業では、原材料や部品を生産する国と、工業製品の生産や組み立てを行
う国との間で貿易が行われる。
②　水平的分業では、類似の工業製品を生産する国同士で貿易が行われる。
③　垂直的分業は、主として先進国と発展途上国との間で行われる。
④　水平的分業は、主として先進国間で行われる。

自動車 1単位の生産に
必要な労働量

小麦 1単位の生産に
必要な労働量

J国 50人 100人
U国 400人 200人


