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【1】2007 青山学院大学 2/15,Ａ・Ｃ方式 経営  

 1985年にソ連共産党の (1) に就任した (2) は， (3) と呼ばれる政治・経済・社会の変革を

すすめていった。また，改革の一手段として情報の公開・自由化もすすめたが，これは (4) と呼ばれ

る。 

一方，ドイツとその首都ベルリンは第二次世界大戦後， (5) ，アメリカ， (6) ，ソ連の４ヵ国

によって分割占領されたが，のちに西側３ヵ国とソ連の政治的対立により (7) (西ドイツ)と (8) 

(東ドイツ)に分裂した。しかしその後 (9) 年にベルリンの壁が崩壊し， (2) とアメリカ大統領 (1

0) による (11) 会談で米ソ首脳が (12) の終結を宣言，翌年には東西両ドイツが統一された。( (5)

   (6) については，解答の順番は問わない。) 

 そして，1991年には，ソ連自体が独立国家の集まったゆるやかな連合体である (13) に移行していっ

た。一方，ユーゴスラビア連邦では，共産主義政権のもとに押さえられていた民族の対立が激化してユ

ーゴスラビア紛争がおこり，その結果，連邦は (14) ， (15) 等の独立国に分裂していった。 

 

【1】2007 青山学院大学 2/15,Ａ・Ｃ方式 経営  

(1) 書記長 (2) ゴルバチョフ (3) ペレストロイカ (4) グラスノスチ (5)・(6) イギリス，フ

ランス (順不同) (7) ドイツ連邦共和国 (8) ドイツ民主共和国 (9) 1989 (10) ブッシュ 

(11) マルタ (12) 冷戦 (13) 独立国家共同体 [CIS] (14)・(15) スロベニア，マケドニア，クロ
アチア，セルビア，モンテネグロ，ボスニア・ヘルツェゴビナ から２つ 

 
【2】2005 青山学院大学 2/14,Ａ方式,本学 文学部(教育学科/日本文学科)  

 (ｱ)第２次世界大戦後，アメリカ合衆国とソビエト連邦をそれぞれ頂点とする(ｲ)資本主義諸国と社会主義

諸国という東西両陣営の対立が国際社会を支配した。この対立は，1948 年のベルリン封鎖事件で一層緊

張し，さらにアジアにも1950年の朝鮮戦争の勃発，ベトナム戦争へのアメリカの本格介入などの形で飛

び火した。 

 1970 年代に入ると，軍事力を背景とする国際関係は，米ソ対立を中心としながらも，石油資源保有国

の国際的地位の上昇，米中接近などを背景に多極化の時代を迎え，さらに80年代には，ソ連の ａ 侵

攻，米ソを背後に控えたイラン・イラク戦争など，軍事費の負担増大を招いた。これを解消したいとい

う利害の一致を背景に，1985年にソ連書記長に就任した ｂ による軍縮提案を契機に，米ソ間におけ

る軍事的緊張は急速に緩んだ。そして1989年11月には，1961年以降東西ドイツを隔てていたベルリン

の壁が撤去され，(ｳ)同年12月には米ソ首脳によって「冷戦の終結」が宣言された。その後1991年12月

にソ連は消滅し，かわってロシアが国連機関の議席を引き継ぐ ｃ が発足した。 

 一方この間の日本はどうであったか。第２次世界大戦末期の1945年に連合国が国際連合憲章に署名し，

同年10月，国際連合が発足した。戦後の日本もこれに加盟し，国連中心主義の立場を外交原則に掲げつ

つ，経済大国として国連で重要な地位を占めてきた。しかしその反面，1951 年，サンフランシスコ講和

条約直後に調印された ｄ 条約の下で，アメリカに協力する姿勢を示してきた。とはいえ日本国憲法

第９条により戦争放棄・戦力不保持・交戦権の否認がうたわれているために，自衛隊は「限定的かつ小

規模な侵略に原則として独力で対処する」という方針にのっとり， ｅ 防衛の基本姿勢でのぞんでき

た。 

 しかるに，湾岸危機をきっかけとする国際社会の結束と国連での平和維持活動の強化，さらにはアメ

リカからの「主体的行動」への強い要請を背景に，1992 年６月，国内で国連平和維持活動協力法が成立

すると，文民警察官，ボランティアと共に(ｴ)自衛隊は，武力行使をしないという条件で ｆ に派遣さ
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れた。以後自衛隊は，1999 年の周辺事態法，2001 年 10 月のテロ対策特別措置法によってアフガニスタ

ンでの米英軍後方支援のために出動し，さらには2003年３月の米英による ｇ への軍事作戦ならびに

終結宣言を受け， ｇ で編成される多国籍軍への参加が閣議決定された(2004年６月)。近年，現実政

治の面ではこのように日本はアメリカと歩調を合わせ，憲法の精神と必ずしも整合的でない事実を積み

重ねてきている。 

１．下線(ｱ)の戦争以後の世界の枠組を決めるために，米・英・ソ連の三首脳によってなされた決定に基

づく体制は何というか，書きなさい。 

２．下線(ｲ)のような両陣営の対立の一方で，両陣営の緊張緩和のために，平和共存政策を提唱したソ連

の首相の名字を書きなさい。 

３．下線(ｳ)の宣言について，(1)この宣言がされた会談の名，(2)そのときの米ソ両首脳の名字を書きな

さい。 

４． ａ から ｇ に適当な語句を入れなさい。 

５.下線(ｴ)で，自衛隊は f に，いかなる目的で派遣されたのか，書きなさい。 

６．国家間の紛争が生じたとき，第三国が和解の斡旋を行う方式がよく採られるが，一方，国際裁判制

度というものも設けられている。 

(1) 国際裁判制度の機関を２つ書きなさい。 

(2) 個人の戦争犯罪を裁くために，2003年にオランダにおいて発足した裁判所の名称を書きなさい。 

 

【2】2005 青山学院大学 2/14,Ａ方式,本学 文学部(教育学科/日本文学科)  

１ ヤルタ体制 ２ フルシチョフ ３(1) マルタ会談 (2) 米国…ブッシュ ソ連…ゴルバチョフ 

４ ａ アフガニスタン ｂ ゴルバチョフ ｃ ロシア連邦 ｄ 日米安全保障 ｅ 専守  

ｆ カンボジア ｇ イラク ５ 地雷撤去 ６ (1) 国際司法裁判所，国際海洋法裁判所 

(2) 国際刑事裁判所 

 
【3】2005 青山学院大学 2/18,Ａ方式,本学 国際政治経済学部  

 近代の民主政治は，17～18 世紀のヨーロッパで説かれていた王権神授説に基づく絶対王政(絶対主義)

を打破することによって確立された。旧政体を覆す中心的な役割を担ったのが，産業の発展に伴って経

済力をつけてきた市民階級であった。かれらは自らの利益の擁護，政治的・経済的な自由や権利を要求

して国王と戦った。その戦いは，英国の清教徒革命(1642～49年)や名誉革命(1688年)， １ (1775～8

3年)やフランス革命(1789～99年)などの一連の市民革命( (A) 革命)へと発展していき，19世紀には

ヨーロッパの国々に広まった。この市民革命の過程で，すべての人は生まれながらに自由・平等である

とする自然権思想(天賦人権説)，基本的人権の保障，国民主権，法の支配，権力分立，代表民主制など，

(ｲ)今日の民主政治の基礎となる思想や理論が生まれた。また19世紀前半の男子普通選挙などを要求した

英国の ２ 運動をへて，女性の選挙権獲得運動の気運も高まり，成年者すべてに選挙権と被選挙権を

与える普通選挙制が確立していった。 

 市場経済を基礎にした資本主義経済の発展は，少数の大企業による資本の集積と集中をもたらした。1

9世紀から20世紀にかけて，貧富の格差は拡大し，失業問題も慢性的な社会問題になった。さらに，国

の枠を越えた経済活動による国家間の経済的利害対立そして列強間の植民地獲得競争が激しくなり，(ﾛ)

資本主義が「帝国主義」段階に入ったと考える思想家もあらわれた。また，各国で社会主義運動の高ま

りやファシズムの台頭をみた。やがて，第一次世界大戦中の ３ 年にロシア革命が起こり，社会主義

国が誕生した。また，1920年代から30年代にかけて，ドイツやイタリアなどの後発資本主義国では，あ
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いつぐ経済恐慌やインフレーションそして労働争議などに伴う社会不安や社会主義運動の高まりのなか

で，危機に対して適切に対処できない議会制民主主義を攻撃するファシズムが台頭してきた。ヒトラー

率いるドイツのナチス( (B) )政権，ムッソリーニのイタリアのファシスト政権が生まれた。 

 他方，こうした民主主義の危機を乗り切った国もあった。例えば1930年代のアメリカ合衆国は，大規

模な公共事業により景気・失業対策を行うニューディール政策を採用した。また，第二次世界大戦後の

英国は社会保障・社会福祉政策を充実させた。こうした政府の介入による政策は，同大戦以後，他の資

本主義国家に広まっていった。しかし，(ﾊ)1970 年代の石油危機や世界的な不況を契機に，政府の大規模

な社会・経済政策介入を批判する主張が強くなり，1980 年代に小さな政府と市場経済を重視した自由主

義への復帰を主張する新保守主義政権が誕生するようになった。 

 米ソ対立を中心とした冷戦時代は，1985 年に就任したゴルバチョフ書記長の民主化をめざす改革( 

(C) )(立て直し)の開始とともに終焉を迎えていった。ゴルバチョフ政権は，1990 年に大統領制を導入

して共産党と政府の分離をはかったが，諸改革に失敗し，'91年にはソ連邦は消滅し， ４ (CIS)に移
行した。ソ連での改革は，東欧の社会主義国に強い影響を与え，1989 年から'91 年にかけて「民主化革

命」が起こり，東欧の社会主義体制は次々に崩壊した。1980 年代半ばには，アジア諸国や中南米諸国で

も民主化運動はすでに拡大していて，(ﾆ)これらの地域の独裁政権や軍事政権が相次いで倒れた。 

 現代の民主政治は，議院内閣制あるいは大統領制を採用するにしろ，国民大衆を基盤とした大衆民主

主義(マス・デモクラシー)とも呼ばれる。しかし，国家機能の拡大と政治・行政の専門技術化は，政治

への大衆の参加を困難にし，成熟した民主主義国における国政選挙での低投票率に反映されるように，

政治的無関心も広がっている。それとともに，経済・産業団体，農林水産団体や労働組合などの ５ の

政治への影響力や，肥大化かつ専門化した行政機構による政策の決定と施行に関して，政策決定過程の

透明性や説明責任を求める動きも強まっている。例えば，国民による行政監視のためには，情報公開法

の活用や行政監視官( (D) )制度の全国規模での導入が必要とされている。また，ヒトラーの率いるナ

チスが，極端な排外主義・国家主義・反共主義によって一般大衆を扇動して，議会の第一党になった歴

史的経験を踏まえ，大衆民主主義の不完全性をよく認識しておく必要がある。したがって，民主政治に

は，普通選挙制度とともに，多様な意見，少数意見さらには異議申し立ての自由を認める制度的保障が

不可欠である。こうした政治的環境を維持するために，複数の政党の活動や政党間の競争が民主政治に

とって極めて重要であるばかりか，(ﾎ)民間の非営利活動を促進する必要もある。 

問１．本文中の１～５の空欄に最も当てはまる語句を次から選んで所定欄にマークしなさい。 

a) 政策団体 b) 1918年 c) 独立国家同盟 d) アメリカ市民戦争 e) チャリティ  

f) 圧力団体 g) 1917年 h) 独立国家共同体 i) チャーチスト j) アメリカ独立戦争 

k) 1916年 l) 独立国家協約 

問２．本文中の(A)～(D)に最もふさわしいカタカナ表記の別称あるいは日本語の正式名を，該当する箇

所に記入しなさい。 

問３．下線(ｲ)に関して，社会契約説の代表的な３人の思想家について最も正しく記述しているものを選

んで該当する箇所に記入しなさい。 

a) ホッブスは，『リバイアサン』において「万人の万人に対する闘争」が人間社会の自然状態

であるとの認識の下，人民主権に基づく直接民主制を主張した。 

b) ルソーは，『社会契約論』において，人間同士が対面するとお互いにおびえてしまい何事も

進まないので，絶対王政的な政治制度が必要だと主張した。 

c) ロックは『市民政府二論』において，政府が人間の自然権を侵害すれば，人民はそれに対し

て抵抗権(革命権)を行使できると主張した。 
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問４．下線(ﾛ)に関して『帝国主義論』を書いたロシアの革命家の名前を該当する箇所に記入しなさい。 

問５．下線(ﾊ)に関して，1973年に始まった石油危機と深く関係する戦争は何であったか，該当する箇所

に記入しなさい。 

問６．下線(ﾆ)に関して，経済の発展を優先した強権的な政権の総称はなにか。また，東あるいは東南ア

ジアの国のこうした政権名(大統領名あるいは首相名など)を一つ該当する箇所に記入しなさい。 

問７．下線(ﾎ)に関して，1998年日本で成立したNPO法の正式名を該当する箇所に記入しなさい。 
 

【3】2005 青山学院大学 2/18,Ａ方式,本学 国際政治経済学部  

問１ １ j) ２ i) ３ g) ４ h) ５ f) 問２ (A) ブルジョワ (B) 国家社会主義ドイツ

労働者党  (C) ペレストロイカ (D) オンブズマン 問３ c) 問４ レーニン 問５ 第４次中東

戦争 問６ 開発独裁，スハルト 問７ 特定非営利活動促進法 

 
【4】2007 中央大学 2/13,一般 商  

 1989年12月に冷戦終結宣言が発表されたことで，米ソの対立，冷戦構造が終わりを告げた。冷戦終結

に至るまで，世界各地は様々な局面をみせた。 

 1947年，アメリカはトルーマン＝ドクトリンを宣言した後，西ヨーロッパ諸国の復興のために Ａ 

を実施し，1949年にはNATO が設立された。一方，ソ連は対抗措置として1947年に各国共産党との連
絡機関である Ｂ を設立し，1949年までに東欧諸国と相互援助条約を締結した。これは1955 年のW
TO設立にまで発展した。そうした中で1949年10月に中華人民共和国が誕生すると，アメリカは強い恐
怖心を抱き，翌年には(a)朝鮮戦争が勃発したのである。戦争はこう着状態に入り，1953 年７月に休戦協

定が調印されると，その後，両者は平和路線へ向かうこととなった。 

 1954年４～７月に開かれた Ｃ 会議では，(b)インドシナ戦争の処理問題については一応の決着をみ

た。また， Ｐ 首相による第 20 回党大会での(c)資本主義国家への歩み寄り姿勢の表明や 1961 年のケ

ネディ・ Ｐ 会談の実現，さらに軍備縮小問題の高まりなどは東西の関係が平和路線へ転換したこと

の象徴であった。 

 双方をこのような平和路線へ向かわせた背景には様々な事情があったとされる。米ソ対立に対する批

判が国際的に広がりをみせ，(d)国際平和運動が世界各地で展開されたことはその一例である。また独立

国家となった多くのアジア・アフリカ諸国が(e)東西のいずれにも属さない外交展開を行ったこともあげ

られる。さらに経済が復興したヨーロッパ諸国の台頭や，(f)東欧諸国による反ソ的態度の表明や民主化

運動の高まり，および(g)中ソ対立により，米ソそれぞれのリーダーシップが低下したこともあげられよ

う。 

 ところが一時は平和路線へ向かったかにみえた東西陣営であったが，(h)ベトナム戦争の勃発により，

事態は一変した。ベトナムの南北統一問題にアメリカが軍事介入を行ったのである。戦局は一進一退が

続いたが，ジョンソン大統領が 1968 年に北爆停止を命じたことにより，ベトナム和平会談が始まった。

そして翌年に発表されたニクソン＝ドクトリンや，ニクソン大統領が1972年に訪中した際に発表された

 Ｄ ，および同年にモスクワを訪問した際に合意された米ソ関係に関する基本的原則などを経て，19

73年にはベトナム和平協定が調印された。1975年から再び北ベトナムは攻撃を開始したが，サイゴン占

領により戦争は終結し，翌年ベトナム社会主義共和国が成立した。 

 戦争終結後，米中・米ソ関係が改善する一方，軍縮などを通じて東西間の平和共存ムードが急速に高

まった。そのような中で1985年に就任した(i)ゴルバチョフ書記長はペレストロイカを推進し，1989年に

はブッシュ大統領とのマルタ会談で冷戦終結宣言を発表したのである。そしてこの頃からポーランド，
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ルーマニア，ブルガリアなどで Ｅ が一気に起こり，各国共産党の主導者が次々に退陣する中，1991

年にはソ連自体も解体した。こうして戦後50年近く続いた冷戦構造が事実上消滅したのである。 

 冷戦終結後，国際社会は新たな局面に突入した。すなわち東西対立の陰に隠れていた貧困，宗教，地

域紛争，南北の対立など様々な問題が露呈すると共に，国際テロ組織の台頭，大量破壊兵器や弾道ミサ

イルの拡散の進展といった新たな脅威が世界の安全と平和を脅かしている。これらの新たな問題や脅威

にいかに立ち向かうのか。それが冷戦終結後の国際社会に与えられた課題なのである。 

問１ 文中の空欄のＡ～Ｅにあてはまる適当な語句を解答欄に記入しなさい。 

問２ 文中の空欄のＰにあてはまるソ連首相の名称として適当なものはどれか，次の中から１つ選び，

その記号を解答欄にマークしなさい。 

ア．フルシチョフ イ．ブルガーニン ウ．ルイシコフ エ．ブレジネフ 

問３ 文中の下線部(a)および(h)のように，冷戦構造の下で起きた戦争は一般的に何戦争と呼ばれてい

るか，適当な漢字２文字を解答欄に記入しなさい。 

問４ 文中の下線部(b)はベトナム，ラオス，カンボジアの独立勢力とどの国の戦争であったか，該当す

る国の名前を解答欄に記入しなさい。 

問５ 文中の下線部(c)の説明として適当でないものを，次の中から１つ選び，その記号を解答欄にマー

クしなさい。 

ア．社会体制の異なる国家間でも平和共存が可能である。 

イ．平和確立のためには全世界を社会主義化すべきとするスターリンの考え方を否定。 

ウ．社会主義社会は議会で多数を獲得するという平和的手段でも達成可能である。 

エ．社会主義体制の確立を推進する中国共産党を批判。 

問６ 文中の下線部(d)の具体例として適当でないものを，次の中から１つ選び，その記号を解答欄にマ

ークしなさい。 

ア．1950年のストックホルム・アピール  イ．1951年のベルリン・アピール 

ウ．1955年のウィーン・アピール  エ．1956年のニューデリー・アピール 

問７ 文中の下線部(e)のような考え方は何主義と呼ばれているか，該当する語句を記入しなさい。 

問８ 文中の下線部(f)の具体例として適当でないものを，次の中から１つ選び，その記号を解答欄にマ

ークしなさい。 

ア．1956年にはポーランドのポズナニで労働者や学生による暴動が起こった。 

イ．1948 年ごろからユーゴスラビアは自主的路線を採用し，社会主義市場経済の方向に歩み始め

た。 

ウ．1968年にはチェコスロバキアで自由化・民主化を求める運動が起こった。 

エ．1960 年ごろまでに台頭したアジア・アフリカ諸国に同調し，ハンガリーはいずれの陣営にも

属さない旨の表明を行った。 

問９ 文中の下線部(g)に関連する記述として，適当なものを次の中から１つ選び，その記号を解答欄に

マークしなさい。 

ア．1950年に両国が署名した中ソ友好同盟相互援助条約を，ソ連が延長しないと通達した。 

イ．中国がソ連に派遣中の中国人技術者・専門家1390人を引き上げ，経済援助を停止した。 

ウ．中国・ソ連間の対米態度が相違した。 

エ．中国・北朝鮮の関係悪化により両国の国境で紛争が起こった際，ソ連が北朝鮮を支持し，武

器援助を行った。 

問10 文中の下線部(i)に関する記述として，適当なものを次の中から１つ選び，その記号を解答欄にマ
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ークしなさい。 

ア．アメリカとの間で中距離核戦力全廃条約を締結した。 

イ．アメリカ，イギリスとの間で部分的核実験禁止条約を締結した。 

ウ．ソ連解体後の独立国家共同体の成立を主導した。 

エ．アメリカとの間で戦略兵器制限条約を締結した。 

 

【4】2007 中央大学 2/13,一般 商  

問１ Ａ マーシャル・プラン Ｂ コミンフォルム Ｃ ジュネーブ Ｄ 米中共同声明  

Ｅ 東欧革命 問２ ア 問３ 代理 問４ フランス 問５ イ 問６ エ 問７ 非同盟主義 

問８ イ 問９ ウ 問10 ア 

 
【5】2005 中央大学 2/10,本学 文学部  

 1945 年，国際連合が成立したとき，戦後の世界の安全保障と平和の確保に関する基本構想は，連合国

の中心となって戦った諸大国が連帯して協力することによってこれを達成しようというものであった。

それは，国際連合の(1)安全保障理事会の構成と(2)表決手続の制度に強く反映されている。しかし，1946

年，チャーチル英首相が( ア )という言葉で表現したように，この構想の前提は早くも破綻し，米ソ

それぞれを中心とするブロックの激しい東西対立が生じた。経済面では，1947 年，アメリカはマーシャ

ル・プランを発表し，ソ連側もこれに対抗して1949年に( イ )を設立した。軍事的にも，アメリカは，

1949年，(3)NATO(北大西洋条約機構)を設立した。ソ連側もこれに対抗して，1955年，ワルシャワ条約
機構を結成した。この東西対立は，1962 年のキューバ危機の際には，米ソの対立が一触即発の状態まで

達した。しかし，この経験は緊張緩和の動きをもたらし，1975 年東西首脳たちが署名した( ウ )に結

実する。1989年11月にはベルリンの壁の撤去が始まり，翌月にレーガン米大統領とゴルバチョフソ連共

産党書記長とでマルタ会談が行われ，( エ )が発表された。1990年，東西両ドイツの統一が実現し，1

991年にワルシャワ条約機構が解体した。さらに同年12月，ソ連が解体した。そればかりでなく，1999

年，ポーランド，チェコ，ハンガリーの北大西洋条約機構加盟が承認されたばかりでなく，2002 年には

ロシアも「準加盟」国となり，同年11月にはスロバキア他７カ国が2004年に加盟することが決定され，

北大西洋条約機構の東方拡大が続いている。 

 他方，1952 年の(4)ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)の設立を始点として組織の拡充と加盟国の増加を続け
てきた EC(欧州共同体)は，1986 年で加盟国が 12 カ国になったが，これらの国々は 1992 年に( オ )
を調印し，翌年にはこの条約が発効して EU(欧州連合)が発足した。1979年のEMS(欧州通貨制度)の創
設，1998年の欧州中央銀行の設置という準備段階を経て，1999年１月から統一通貨ユーロが導入された。

紙幣や硬貨は2002年１月から市中に流通するようになった。また，2000年12月にアムステルダム条約

を改正する( カ )が採択され，2004 年５月，かつての社会主義諸国など 10 カ国が加入し，EU は 25
カ国体制に移行した。こうして，NATO の東方拡大とあいまってヨーロッパにおける冷戦構造は一応と
いう限定付きながら解消したといえる。 

問１ ( ア )～( カ )のなかにあてはまる語句を書きなさい。 

問２ 下線部(1)の国際連合の安全保障理事会の構成はどのようになっているか答えなさい。 

問３ 下線部(2)の安全保障理事会の表決手続を説明しなさい。 

問４ 下線部(3)のNATO結成の大きな契機となった前年の事件の名称を書きなさい。 
 

問５ 下線部(4)のECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)結成の土台となった構想の名称を書きなさい。 
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【5】2005 中央大学 2/10,本学 文学部  

問１ (ｱ) 鉄のカーテン (ｲ) 東欧経済相互援助会議 [COMECON] (ｳ) ヘルシンキ宣言 
(ｴ) 冷戦の終結 (ｵ) マーストリヒト条約 (ｶ) ニース条約 

問２ 米英仏露中による常任理事国５カ国と任期２年の非常任理事国 10 カ国の計 15 カ国で構成される。

問３ 意思決定は９理事国の賛成票により，重要問題である実質事項については常任理事国は拒否権を有

し，５カ国のうち１国でも反対すれば決定できない。問４ ベルリン封鎖 問５ シューマン・プラン 

 
【6】2005 立命館大学 2/3,Ａ方式,本学･地方 

 第二次世界大戦後の東西冷戦は，東欧から東アジアにいたるソ連の勢力圏と，米・英・仏の勢力圏と

いう二つの陣営に世界を分割した。①この二つの世界を分かつ境界線は，東西対立の前線に位置した国や

民族をも引き裂くことになった。 

 1945 年５月に無条件降伏したドイツは，米・英・仏・ソの４カ国に分割占領され，ソ連側占領地区に

あったベルリンも東西に分割された。同年７月から８月にかけて開かれた米英ソ３国首脳による (a)

 会談によって，敗戦国ドイツの国力削減や非武装化が決められたものの，統一そのものは維持される

こととなった。しかし，冷戦の激化とともにドイツの戦後処理をめぐる対立もエスカレートし， Ａ 封

鎖をへた 1949 年５月にはドイツ Ｂ 共和国(西ドイツ)が，10 月にはドイツ Ｃ 共和国(東ドイツ)

がそれぞれ成立した。その後，ベルリンを経て西ドイツに逃れる東ドイツ住民が増加したため，19 Ｄ

 年，東側はこれをさえぎる壁を構築した。この②ベルリンの壁は東西冷戦の象徴となった。 

 一方，朝鮮半島では，この地を植民地支配した日本の降伏後，北緯 Ｅ 度線をはさんで北側にはソ

連軍が，南側には米軍がそれぞれ進駐した。米ソは，一定期間の イ を経た統一国家の実現に合意し

ていたが，その具体化をめぐる米ソの交渉は決裂する。1947 年，米国は朝鮮独立問題の処理を国際連合

に委ね，国連監視下の総選挙の実施が決定されるが，ソ連占領下の北側がこれを拒んだため，南側だけ

の単独選挙となった。③1948 年８月，この単独選挙に基づいて大韓民国が成立し，９月に独自の選挙が

実施された北朝鮮では朝鮮 Ｆ 人民共和国が成立した。厳しい対立の末に19 Ｇ 年６月，両国はつ

いに戦火を交えるに至り，南北分断は決定的となった。 

 さらにベトナムでは，第二次世界大戦中， Ｈ の支配を排除した日本軍がバオダイ帝を擁立してい

たが，日本軍の降伏とともにバオダイ政府はベトミン(ベトナム独立同盟会)によって倒され，1945 年９

月，独立が宣言された。 Ｈ はこの独立を認めず，ベトナムへの復帰をはかって侵攻したが，1954年，

ディエンビエンフーの戦いに敗れて，撤退を余儀なくされた。同年の (b) 協定によってベトナムは北

緯 Ｉ 度線を境に南北に分断され，三年後に統一選挙が実施されることになった。しかし，1955 年，

南ベトナムにアメリカの支持を受けて成立したゴ・ディン・ジェム政権が，ポーチ・ミン率いる北のベ

トナム民主共和国と敵対した。1960 年代のベトナム戦争で，アメリカは南ベトナム政府を支援して大規

模な軍事介入をはかるが，戦争は泥沼化した。莫大な戦費による財政危機や国際的な反戦運動にも押さ

れて，アメリカは，1973年， Ｊ 協定を締結して，撤兵を余儀なくされる。1975年には，南ベトナム

の首都 (c) が陥落し，翌年には南北統一選挙が実施されて，ベトナム Ｋ 共和国が樹立された。 

〔１〕  Ａ ～ Ｋ にあてはまるもっとも適切な語句，もしくは数字を記入せよ。 

〔２〕  (a) ～ (c) にあてはまる地名を次の中から選び，記号で答えよ。 

(あ) ヤルタ (い) ハノイ (う) モスクワ (え) ワルシャワ (お) ジュネーブ 

(か) ニューヨーク (き) サイゴン (く) ポツダム (け) プノンペン 

〔３〕 下線部①に関連して，この境界線を「鉄のカーテン」と比喩したイギリスの政治家の名を記せ。 
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〔４〕 下線部②に関連して，「ベルリンの壁」が崩されたのはいつか。もっとも適切なものを，次の中

から一つ選び，記号で答えよ。 

(あ) 1971年 (い) 1972年 (う) 1989年 (え) 1990年 

〔５〕  イ にあてはまるもっとも適切な語句を次の中から一つ選び，記号で答えよ。 

(あ) 信託統治 (い) 委任統治 (う) 植民地統治 (え) 保護統治 

〔６〕 下線部③に関連して，2000年６月，朝鮮半島の両国は分断以来はじめての首脳会談を実現したが，

この会談を行った南北両首脳の名を漢字で記せ。 

 

【6】2005 立命館大学 2/3,Ａ方式,本学･地方  

〔１〕 Ａ ベルリン Ｂ 連邦 Ｃ 民主 Ｄ 61 Ｅ 38 Ｆ 民主主義 Ｇ 50 Ｈ フランス 

Ｉ 17 Ｊ ベトナム和平 Ｋ 社会主義 〔２〕 (a) (く) (b) (お) (c) (き) 

〔３〕 チャーチル 〔４〕 (う) 〔５〕 (あ) 〔６〕 金大中，金正日 

 
 


