
2022（令和 4）年度 福岡女子大学 帰国生特別選抜

〔 試験問題 〕 

国際教養学科 

総合問題

【 90分 】 

注意事項 

１ 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。 

２ 問題は 4ページから 10ページにあります。問題は全部で 11題です。 

３ 解答用紙には裏にも解答欄があります。 

４ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に 

気づいた場合は，手を挙げて監督者に知らせてください。 

５ 試験開始と同時に解答用紙の受験番号欄に受験番号を記入してください。 

６ 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってください。 
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2022（令和４）年度 帰国生特別選抜において、下記の誤りがありました。 

ここにお詫びを申し上げるとともに訂正いたします。 

なお、該当箇所は試験の解答には影響しないことを申し添えます。 

● 帰国生特別選抜 2021年 10月 16日（土）実施 総合問題 問題

【問題文、選択語句修正】 

10ページ 問題文及び選択語句 

問 9 下線⑧の「グローバリゼーションの対極にある保護主義こそ、我々が抗し、闘わなければなな

い相手なのです」について、なぜそうだと言えるのか。本文中の言葉を使って、50 字前後で説明し

なさい。 

誤）闘わなければなない 

正）闘わなければならない 

問 10 ああ  に当てはまる接続詞として適切なものを選択しなさい。 

    しかし   そして   すなわち なぜなら 

誤）すなわち なぜなら 

正）すなわち   なぜなら 

＜お問い合わせ＞ 

福岡女子大学 

アドミッションセンター



問題 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 

明治時代、地球の裏側にあるブラジルに、多くの日本人が移住しました。その頃は汽船で四五

日かかったのですが、現在は飛行機で二日もあれば着いてしまいます。今では(a)エイセイ放送の

お陰で①ブラジルでも紅白歌合戦や相撲が放映されています。 

世界は狭くなりました。チリ産のワインが日本に②輸入されたり、南極の動物の腸からビニール

袋が出てきたり、ドイツで廃棄された T シャツがウガンダの市場に出回ったりします。様々な物事が

地球（globe）規模で進行することを③グローバリゼーションと呼びます。交通・通信手段が発達する

につれ、人々の生活空間は自分の住まいの周辺からその外へ拡大しますが、その拡大の究極が

「地球」だというわけです。 

グローバリゼーションには、価値観が世界的に同一化する側面と、取引の可能性が世界的に拡

大する側面の二つがあります。前者の側面については、多くの人々が(b)ケネンを表明しており、そ

の懸念は十分配慮に値するものです。その一方で、後者の側面については、原則的に推進するこ

とが、国際社会で合意されています。 

取引の可能性が世界的に拡大する過程は、競争の世界的拡大の過程でもあります。競争は一

般に(c)忌み嫌われる傾向にありますが、その競争が世界的に拡大することが、なぜ国際社会で支

持されているのでしょうか。それは競争が、その只中にいる人には大きな損失を被りうる死活問題で

あっても、その周囲にいる人には、(d)概ね利益をもたらすからです。例を用いて説明しましょう。 

あなたがカンボジア人で、(e)ロジョウでサトウキビ汁を売っていたとします。そこにタイの清涼飲

料水メーカーがやってきて、缶入りのサトウキビ・ジュースを売り始めました。今まであなたからサトウ

キビ汁を買っていた消費者の何人かはあなたから買うのを止め、缶ジュースを買い始めるでしょう。

また、あなたの下で働いていた労働者も、より条件のいい缶ジュース工場に流れてしまうかも知れま

せん。それらを食い止めるためにあなたは、サトウキビ汁をより美味しくしたり、安くしたり、労働者へ

の賃金を上げたりしなければなりません。これはあなたにとって大変な骨折りです。最悪の場合、廃

業の憂き目に遭うかもしれません。 

しかしこの時、競争をしているあなたと缶ジュース工場の周りにいる人々、つまり消費者と労働者

はこの競争によって利益を得ています。そしてこの利益は、多くの消費者や労働者の間に薄く広が

っているのに対して、（あなたがこの競争に負けたとしたら）損失はあなたに集中します。そこであな

たの損失を、周囲の人々全体で(f)補ったり、あるいはあなたが速やかに他のビジネスや職を得ら

れるような仕組みがあれば、社会全体にとってこの競争がプラスの効果を持つことになるのです。 

交通通信手段の発達に伴い、かつて見られなかったような国際取引が現れました。第一はサー

ビス貿易とよばれる取引で、とくに最近増えているのがアウト・ソーシングと呼ばれるものです。これ

により、消費者に対するサービスが海外から提供されます。具体例は、先進国の消費者の電話相

談を海外にいるオペレーターが受けるビジネスです。たとえばアメリカ人の消費者が夜中にかける
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電話相談がインドに転送され、昼夜が逆転し、昼に勤務しているインド人のオペレーターがそれを

受けるといった形態です。この他、先進国の病院でこれまで手書きで大量に作成されたカルテを、

電子データに入力する作業を開発途上国の労働者が行うというビジネスも増えています。 

第二に、物やサービスではなく、消費者が海外に移動して消費を行うという形態の取引も増えて

きました。この形態の代表は観光ですが、最近増えているのは治療旅行（Medical Tourism）です。

これは開発途上国の病院が外国人向けに、難度の高い医療サービスを比較的安価に提供してい

るものです。タイやシンガポール、インドなどにおいて、現地の病院が、先進国の病院の協力を得

つつ実施しています。開発途上国においては一般に、医療に関する規制が緩いこともこの流れを

加速させているので、それに伴う人権侵害（違法臓器売買など）が起きないようにすることが大きな

課題です。 

「グローバリゼーションの流れを食い止めることはできない」というフレーズをしばしば耳にします

が、歴史を振り返ると、戦争や不景気が、各国の保護主義を促し、グローバリゼーションを(g)コウタ

イさせてきました。とくにそれが(h)顕著だったのは二回の世界大戦があった二〇世紀前半で、各国

が関税を引き上げたり、ブロック化を進めた結果、世界貿易は停滞しました。 

記憶に新しいのは、二〇〇七年～〇八年の食料価格の(i)高騰とその後の世界経済不況から、

多くの国が貿易制限を行ったり、非関税障壁を高めたことです。④世界貿易機関（WTO）によれば、

二〇〇九年初めまでに二三カ国・地域が計八五件の保護貿易措置を取りました。たとえばインドや

ベトナムといった米輸出国が米輸出を制限したので、米を輸入している低所得国の貧困層には大

きな打撃となりました。これは日本で江戸時代に起こったことと似ています。⑤江戸三大飢饉のうち

享保・天明の飢饉については凶作が全国的ではなく(j)キョクチテキでした。にもかかわらず、豊作

であった藩が、自藩の食料需要を満たすことのみを考え、不作藩への米販売を禁止したことから、

飢饉がさらに悪化しました。⑥これはまさに保護主義そのもので、江戸時代に日本人が犯したのと

全く同じ愚が、今世界的に繰り返されているのです。 

また先進国が自国の⑦斜陽産業を保護し、それが直接低所得国の損失につながることがありま

す。やり玉に挙げられているひとつの例は、アメリカの綿花生産に対する保護で、これは競争相手

の西アフリカ諸国にとって大きな輸出障壁になっているといわれています。このように、⑧グローバ

リゼーションの対極にある保護主義こそ、我々が抗し、闘わなければならない相手なのです。

グローバリゼーションに関しては、競争拡大の過程で敗者が大きな損失を被る一方、それによっ

て利益を受ける人々は、その利益が一人一人にとっては薄いため、反対の声の方が大きく響きま

す。また、狭小なナショナリズム（自国第一主義）から、かつて江戸時代の飢饉の際に豊作藩が行

ったような保護主義を擁護する人々もいます。さらには今回は大きく取り上げなかった「価値観の世

界的同一化」という側面からグローバリゼーションに反対する人もいます。しかし、敗者に相応の補

償を与え、価値観の同一化に留意しつつ、グローバリゼーションを進めるべきです。 

グローバリゼーションは、世界の人々が国や藩ではなく、地球を故郷とする宇宙船地
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球号の発想に合致しているからです。地球上の人々が国境で分け隔てされることなく交流すること

は、原則的に誰もが賛成するにもかかわらず、現実には「地産地消」（地元で生産したものを地元

で消費する）のように地元重視の発想もあります。⑨簡単に海外に行くことができ、他国の情報が

瞬時に得られるこの時代に、地球を「地元」と見なし、地産地消が「地球で生産し地球で消費する」

を意味するようになって欲しいと思います。 

出典：高橋和志、山形辰史「グローバリゼーション－宇宙船地球号の別の顔」 
　　　 (高橋和志、山形辰史編『国際協力ってなんだろう－現場に生きる開発経済学』
　　　岩波書店、2010年、ｐｐ.177-183） （一部省略した箇所あり）
　　　※アジア経済研究所　https://www.ide.go.jp/Japanese/
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問１  下線(a)～(j)の漢字はひらがなに、カタカナは漢字に直しなさい。 

問２  下線①のブラジルを１５００年頃に植民地にしたヨーロッパの国はどこか。 

問３ 下線②の輸入に関連して、次の図は、日本の輸出額の推移(a)と輸入額の推移（b）のグラ

フである。これらのグラフから読み取れることとして、最も適切なものをひとつ選びなさい。
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（注）グラフ内の数値は、中国、アメリカ、その他の輸出額及び輸入額の合計である。 

出所:財務省「普通貿易統計」 https://www.customs.go.jp/toukei/search/futsu1.htm（2021年 9月 10日取得）より 

出題者作成 

ア ２００１年から２０２０年までの間、前の年と比べたとき変化の程度が最も大きいのは、２００９年

の輸出額である。

イ ２０００年から２０２０年を通して、日本の輸入額に占める中国の割合は、日本の輸出額に占め

る中国の割合よりも小さい傾向にある。

ウ ２０００年から２０２０年の間に、日本の輸入額が輸出額を上回った年はない。

エ ２０００年から２０２０年にかけて、日本の輸出額に占めるアメリカの割合は２０％以上で推移し

ている。 

問４ 下線③の「グローバリゼーション」の説明として、適切でないものをひとつ選びなさい。 

ア 価値観を世界的に均一にさせる作用がある。

イ 競争が促進され、すべての人に利益をもたらす。

ウ 新しい国際取引としてサービス貿易が発展した。

エ 世界で交通・通信手段が発達してきたことで進行した。
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問５ 下線④の世界貿易機関（WTO）は、ホームページで自分たちを次のように説明し

ている。以下の英文を日本語に訳しなさい。 

The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with 

the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed 

by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to ensure 

that trade flows as smoothly, predictably and freely as possible. 

*predictably  予測通りに the bulk of 大半の   ratify 批准する 

出典：WORLD TRADE ORGANIZATION 

https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm より 

2021 年 9 月 29 日取得 

問６ 下線⑤の２つの飢饉はいずれも１８世紀に起きた。１８世紀の日本の状況に関す

る以下の文章で、最も適切なものをひとつ選びなさい。 

ア １７１６年に８代将軍に就いた徳川吉宗は、それまで側用人であった新井白石

を罷免した。さらに、幕府の財政改革にも着手し、上米制を導入した。この制度は

９代将軍の家重の時まで存続した。 

イ １７８３年（天明３年）に富士山が噴火した。噴煙は成層圏まで到達し、長期的

な低温傾向をもたらし、当時の東北などでの冷害の原因の一因ともなった。冷害に

よる凶作のために、天明の飢饉が起きた。 

ウ １７８７年（天明７年）から老中の松平定信は寛政の改革と呼ばれる幕政改革に

着手した。この改革では、江戸に無宿者への職業訓練を目的とする人足寄場の設置

や、江戸に大量に流入していた地方からの農民を戻らせることを目指す旧里帰農

奨励令の発布などが行われた。 

エ 『古事記伝』を著した国学者の本居宣長は、「もののあはれ」こそが文学の本質

であると主張し、儒学を批判した。この考えは、当時の蘭学者の平田篤胤から痛烈

に批判された。 

オ １７９２年、ロシアのレザノフが、漂流してロシアにいた大黒屋光太夫を引き連

れて根室に来航し、幕府に対して通商と江戸に向かうことを要求した。しかし、幕

府が江戸入港を認めなかったため、レザノフは北海道からロシアに帰国した。 
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問７ 下線⑥の「これ」が指す内容を本文中から抜き出して、最初と最後の５文字を答えなさい。 

問８ 下線⑦「斜陽」に関して以下の問に答えよ。 

(1) 「斜陽」と最も近い意味を持つ言葉をひとつ選びなさい。

ア 隆盛 イ 没落 ウ 安定 エ 栄光

(2) １９４７年に小説『斜陽』を発表した作家を、次の中からひとつ選びなさい。

ア 芥川龍之介 イ 太宰治 ウ 川端康成 エ 志賀直哉

問９ 下線⑧の「グローバリゼーションの対極にある保護主義こそ、我々が抗し、闘わなければ

なない相手なのです」について、なぜそうだと言えるのか。本文中の言葉を使って、５０字前後

で説明しなさい。 

問１０ あああに当てはまる接続詞として適切なものを選択しなさい。 

しかし そして すなわち なぜなら 

問１１ 下線⑨の「簡単に海外に行くことができ、他国の情報が瞬時に得られるこの時代に、地球を

『地元』と見なし、地産地消が『地球で生産し地球で消費する』を意味するようになって欲し

いと思います」という筆者の意見に対し、昨今の国際社会の情勢を踏まえてあなたの意見を

６００字以内で答えなさい。 
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