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注意事項
1. 試験開始の合図があるまで、 この試験問題冊子は開かないでください。

2. 解答には、 黒鉛筆かシャ ー プペンシルを使用してください。

3. 配付されるものは、 「試験問題冊子1冊」、 「解答用紙5枚」及び「下書き用紙5枚」

です。 追加配付はしません。

4. 試験開始の合図の後、 試験問題冊子を確認してください。試験問題冊子は、 表紙、 白
紙、 問題(4ペー ジ）の順に綴じられています。試験問題冊子、 解答用紙及び下書き用

紙に落丁・過不足のある場合、 あるいは印刷が不鮮明な場合には、 手を挙げて試験監督

員の指示に従ってください。

5. 試験問題冊子の所定欄に、 受験番号及び氏名を記入してください。

6. 解答用紙は、 「大問題（試験問題冊子に第1問、 第2問…と表示されています。）」

ごとに使用し、 解答用紙の所定欄に、 プログラム名、 氏名、 受験番号並びに「大問題」

番号及び 「大問題」ごとに何枚目であるかを、 解答用紙別に必ず記入してください。

小問題及び選択問題を解答する際の番号等は、 解答用紙のマス目の左側の「小問題番

号等記入スペース」 に記入してください。

なお、 問題文中に別途記入方法の指示がある場合はそちらに従ってください。
7. 解答用紙1枚につき、 800字まで記入することができます。解答用紙5枚のうち、

社会経営科学プログラムは2枚以内で解答してください。指定された字数に従って解答

してください。

8. 試験問題冊子、 解答用紙及び下書き用紙を綴じているホチキス針をはずしたり、 中身

を破り取ったりしてはいけません。

9. 試験問題冊子、 解答用紙及び下書き用紙は試験終了後に回収します。試験問題冊子及

び下書き用紙に解答を記入しても採点の対象にはなりませんので、 必ず解答用紙に解答

を記入してください。

10. 試験時間は2時間です。試験開始後40分を経過した後は、 試験問題冊子、 解答用紙

及び下書き用紙を試験監督員に提出した上で、 退室してもかまいません。ただし、 試験

終了5分前以降は退室できません。



社会経営科学プログラム 筆記試験問題

第1問と第2問の両方に解答しなさい。 なお、第1問と第2問の解答にはそれぞれ別の解

答用紙を使用し、 解答用紙の所定欄に問題番号を記入すること。

第1問 「人間と環境との関わり」に関する次の文章を読み、 その3つの側面を、英文にも

とづいて日本語で要約しなさい。（合わせて800字以内）

Living from the world 
We live from the world: we mine its resources; cultivate and harvest its fruits; shape the 

contours of the land for human habitation, roads, minerals and agriculture; dredge rivers for transport. 
And all these activities are subject to the action of the natural world: flood, drought, hurricane, 
earthquake and landslide can be a source of ruined endeavour and human sorrow. Human life, health 
and economic productivity are dependent upon the natural and cultivated ecological systems in which 
we live - on their capacity to assimilate the wastes of economic activity and to provide its raw materials. 
The damage that economic activity does to these capacities, accordingly, is a major source of increased 
environmental concern. The effects of pollution directly on the health and life chances of citizens and 
on the productivity of agriculture, forests, and fisheries, the depletion of natural resources - of fishery 
stocks, mineral reserves and drinkable water - have all served to highlight the environmental problem 
in an immediate way both to the general citizenry and to policy makers. At the same time there is 

growing evidence of global risks to the ecological systems upon which human life depends, such as 
the depletion of the ozone layer and accelerating rate of climate change - including the threat of global 
warming. For many people at present these may have little immediate impact - and that mostly 

localised- but this could soon change. Their implications for human welfare more generally are subject 
to scientific uncertainty, though here again there is a growing consensus that the effects are unlikely to 
be benign. 

Living in the world 
We live in the world. The environment is not just a physical precondition for human life and 

productive activity,.it is where humans (and other species) lead their lives. Environments matter to us 
for social, aesthetic and cultural reasons. Some of this dimension often comes under the heading of 
'recreation value'in economic texts, and for some part of the role that the environment plays in human 
life the term is a quite proper one: it catches the way in which forests, beaches, mountains and rivers 
are places in which social and individual recreational activities - of walking, fishing, climbing, 
swimming, of family picnics and play - take place. With some stretching of the term, elements of the 
aesthetic appreciation oflandscape might also come under the heading of'recreation'. Concerns about 
quality of bathing water, the loss ofrecreational fish stocks, and the visual impact of quarries or open
cast mines, in part reflect this value. However, the term'recreation'can be misleading in the sense that 
it suggests a view of the natural environment as merely a playground or spectacle, which might have 
substitutes in a local gym, or art gallery, whereas the places in question might have a different and 
more central part in the social identities of individuals and communities. Particular places matter to 
both individuals and communities in virtue of embodying their history and cultural identities. The loss 
of aesthetically and culturally significant landscapes or the despoliation of particular areas matters in 

virtue of this fact. Thus, for example, the public significance attached to the damage to forests and 
lakes in Scandinavia and Germany reflects their cultural as much as their economic importance. This 
social and cultural dimension also has a more local aspect, for example in the importance that local 
communities place on the'ordinary'places in or near which they live - a pond or copse of woods -
places that from the economic or biological point of view have limited significance. The cultural 



dimension is also realized in issues concerning the quality of the urban enviromnent: in the kinds of 
social life that different urban enviromnents make possible, the effects of the car not only on the quiet 
of the city, but also on the capacity of individuals to meet in public spaces: in the heritage the built 
enviromnent embodies and the sources of cultural identity it provides, and hence concern with the 
effects of pollution and urban development on that enviromnent. 

Living with the world 
We live with the world: the physical and natural worlds have histories that stretch out before 

humans emerged and have futures that will continue beyond the disappearance of the human species. 
Correspondingly a source of growth in enviromnental concern manifest in the nature conservation 
movement has been the steady accumulation of data provided by the life sciences. The loss of 
biodiversity, the disappearance of particular habitats and the extinction, local and global, of particular 
species of flora and fauna have all become increasingly central to public debate and policy making. 
While these issues sometimes have an economic dimension - for example, it may be that there are 
herbs and medicines that will be lost, or resources that will disappear, and a cultural and aesthetic 
dimension (the loss of significant forests in Germany had both)- the concern for the enviromnent is 
not reducible to these. A good part of people's concern is not about the conservation of natural 
resources or about cultural significance, as such, but about the natural world as a direct object of 
value, often quite independent of any use it might have for individuals. This concern has been 
voiced by philosophers in terms of the'intrinsic value' of nature and by economists in terms of 
its'existence value'. What it does signal is the direct response of many to the needless destruction of 
the non-human enviromnent. 

（出典　：　Used　with　permission　of　Taylor　&　Francis　Informa　UK　Ltd　-　Books,　from 
Environmental　Values　by　O'Neill　John,　Holland　Alan,Light　Andrew,　2008,　permission 
conveyed through Copyright Clearance Center, Inc. 引用にあたり一部を省略した。)
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第2問 以下に列挙する(1) ～ (7)の分野のうち、研究指導を希望する分野を一 つ選ん

で、 その分野の問題に解答しなさい。なお、選択した問題番号を解答用紙の「小問題番号等

記入スペース」に明記すること。

(1)［政治学分野］

専門知とデモクラシーの関係性について、 800 字以内で論じなさい。

(2) ［法学分野］

甲が運転する自家用車と乙が運転する自家用車が甲乙双方の前方不注意により衝突し、

双方の車両ともコントロ ールを失い、両車両が歩行者丙に衝突した。その結果、丙は負傷

し治療費等 1,000 万円の損害を被った。甲と乙の過失割合は、 甲が4割で乙が6割であ

る。丙は一般人より首が長く多少頸部の不安定症があったため、治療費が通常よりも 100

万円余分にかかった。

自動車損害賠償保障法第3条（自動車損害賠償責任）については考慮しないものとして、

以下の問いについて、 法的根拠を示して論じなさい。（合わせて 800 字以内）

(a) 丙は、 甲・乙に対していかなる請求ができるか。

(b) 損害額の算定にあたり、 通常よりも余分にかかった治療費 100 万円を

いかに考慮すべきか。

(C)甲が丙に損害賠償として 600 万円を支払った場合における甲乙間の

法律関係はどうなるか。

(3)［国際関係分野］

国際連合の機能と役割について、歴史的な経緯もふまえて説明しなさい。(800 字以内）

(4) ［建築分野］

近年、国産の木を建築の構造材や内外装材に使う動きが活発になっている。 その理由を

いくつかの視点で説明しなさい。 (800 字以内）
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(5) ［経済学分野］
経済思想ないし環境思想の分野で、あなたが修士論文で研究したい具体的 テ ー マを示し

たうえで、(a)テ ー マの選択理由と学問的重要性、(b)現在重要と考えている文献 ・ 資料
や先行研究、 (C) 研究の目的（どんなことを明らかにしようとしているか）、 以上3点に
つき述べなさい。（合わせて 800 字以内）

(6)［社会 ・ コミュニティ分野］
次の①、 ②から一つ選び、 解答しなさい。

①M. ヴェ ーバーがその著書『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で主張

した内容について知るところを述べなさい。 (800 字以内）

②次に挙げる（a) から (d)の用語についてそれぞれ説明しなさい。
（合わせて 800 字以内）
(a) NPO

(b)コミュニティ解放論（コミュニティ解放説）
(C) グローバル ・ シティ

(d)ランダム・サンプリング

(7)［経営学分野］
次の①～④から一つ選び、 解答しなさい。

①過去 40 年ほどを振り返り、管理職における女性の比率にどのような変化があったか
述べたうえで、 現代の課題について論じなさい。 (800 字以内）

② ものづくりにおける製品設計と プロセス設計の関係性について論じなさい。
(800 字以内）

③社外取締役の実績を評価する最も重要と考える基準を3点挙げなさい。
(800 字以内）

④穀物等価格（とうもろこし、 小麦、 大豆など） とエネルギー価格（原油など） は連動
することが多いが、 直接的または間接的な要因として考えられることを2つ以上挙
げて論じなさい。 (800 字以内）

以上
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