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【1】2011 青山学院大学 2/7,全学部日程  
 第二次世界大戦後の国際政治においては，米ソ二つの超大国が覇権を握ることとなり， 28 を掲げる西

側陣営(ブロック)と，共産主義を掲げる東側陣営との間に冷戦と呼ばれる対立が生じた。1947 年以降，アメ

リカ大統領 29 による 30 や，西ヨーロッパ諸国に対する大規模な経済援助 31 の開始，それに対す

るソ連による 32 の結成，経済相互援助会議(COMECON)の設立を経て，緊張は激化した。また，軍事的

には，アメリカを中心とした西側諸国は北大西洋条約機構(NATO)を結成し，ソ連を中心とした東側の 33
 と対立し，核兵器の開発競争を含む深刻な軍事的緊張を招いた。 
 このように，冷戦は，イデオロギー，軍事，経済などあらゆる分野での東西陣営間の対立を意味したが，地

理的にも，ヨーロッパのみならずアジアなど第三世界をも巻き込んでいった。内戦下にあった中国は，1949
年中華人民共和国と中華民国(台湾)に分裂した。また，ドイツ，朝鮮，ベトナムでも分裂国家が出現した。ま

た，アジアでは，冷戦は朝鮮戦争，インドシナ戦争，さらにはベトナム戦争という現実の戦争(「熱戦」)にま

で発展した。 
 しかしながら，1956 年に 34 ソ連共産党第一書記はスターリン批判を行い，西側陣営との 35 は可

能であるとした。また，東ドイツ政府によるベルリンの壁構築と 36 年のキューバ危機の二つの危機に際

する米ソ両国の譲歩がきっかけに，冷戦は緩和され，デタントの時代へと向かった。 
 また，1950 年代半ば以降，東西対立にはとらわれない多極化の動きが顕在化してきた。東側陣営では，19
50 年代末から中ソ対立が始まっており，東欧諸国の中では独自の社会主義を目指す動きが見られた。西側陣

営では，フランスが NATO の軍事機構から脱退した。一方，かつての欧米諸国の植民地から独立したアジア・

アフリカの新興諸国は，団結の動きを強め，1955 年，29 カ国の代表が参加する 37 がインドネシアで開

かれ， 38 が採択され，非同盟諸国の米ソ陣営への発言権を高めた。1961 年には， 39 で第一回非同

盟諸国首脳会議が開催された。 
問 1 本文中の空欄 28 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 28  
[1] 人民民主主義 [2] 自由主義 [3] 植民地主義 [4] 現実主義 [5] 平等主義 

問 2 本文中の空欄 29 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 29  
[1] ウィルソン [2] ローズベルト [3] トルーマン [4] ニクソン [5] ケネディー 

問 3 本文中の空欄 30 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 30  
[1] 多角主義政策 [2] 宥和政策 [3] 巻き返し政策 [4] 封じ込め政策 

[5] ニューフロンティア政策 

問 4 本文中の空欄 31 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 31  
[1] マンハッタン計画 [2] シューマン＝プラン [3] 第一次五ヵ年計画  

[4] 「偉大な社会」計画 [5] マーシャル＝プラン 

問 5 本文中の空欄 32 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 32  
[1] コミンテルン [2] ソ連共産党政治局 [3] ソ連国家保安委員会  

[4] 国際共産党情報局(コミンフォルム) [5] コルホーズ 

問 6 本文中の空欄 33 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 33  
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[1] モスクワ条約機構 [2] 上海協力機構 [3] 集団安全保障条約機構 [4] 中央条約機構 

[5] ワルシャワ条約機構 

問 7 本文中の空欄 34 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 34  
[1] フルシチョフ [2] レーニン [3] ブレジネフ [4] コスイギン [5] ゴルバチョフ 

問 8 本文中の空欄 35 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 35  
[1] 相互依存 [2] 平和共存 [3] 信頼醸成 [4] 紛争解決 [5] 安全保障 

問 9 本文中の空欄 36 に入る最も適切な数字を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマークし

なさい。 36  
[1] 1959 [2] 1960 [3] 1961 [4] 1962 [5] 1963 

問 10 本文中の空欄 37 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマーク

しなさい。 37  
[1] ジャカルタ会議 [2] コロンボ会議 [3] アブジャ会議 [4] バンドン会議 

[5] アルーシャ会議 

問 11 本文中の空欄 38 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマーク

しなさい。 38  
[1] 平和 10 原則 [2] 植民地独立付与宣言 [3] 人種差別撤廃宣言  

[4] 天然資源に対する恒久主権の権利宣言 [5] 新国際経済秩序樹立に関する宣言 

問 12 本文中の空欄 39 に入る最も適切な語句を選択肢[1]から[5]までの中から一つ選び，数字をマーク

しなさい。 39  
[1] カイロ [2] デリー [3] ベオグラード [4] プラハ [5] 北 京 

 

【2】2010 学習院大学 2/10 法  

 第二次世界大戦後，米国を中心とする西側陣営とソビエト連邦を中心とする東側陣営の間で半世紀近くにわ

たり続いた長く激しい対立を冷戦①と呼ぶ。冷戦の対立構造は，第二次世界大戦後にポーランドをはじめ多く

の東欧諸国でソビエト連邦の介入ないし干渉を受けて共産主義政権がつぎつぎと樹立されていったことによ

り明確に認識されるようになる。訪米中のチャーチル元イギリス首相は，1946 年 3 月にミズーリ州にて「バ

ルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまでヨーロッパ大陸を横切る A が降ろされた」と有

名な A 演説を行い，共産主義の脅威に対して警鐘を鳴らした。翌 1947 年には，トルーマン米国大統領は

議会にて「自由を欲する人々を助けるのは米国の責務である」と演説し，共産主義の封じ込めを宣言した。い

わゆる，トルーマン・ドクトリン②である。冷戦の対立構造は，ベルリン封鎖，朝鮮戦争を経て，さらに深ま

った。1962 年にはミサイル基地建設をめぐり B が発生し，世界は核戦争の恐怖にさらされた。 
  B 後は，米ソ間でホットラインが開設されるなど，偶発的な核戦争の発生を回避するための試みが模索

された。また，1960 年代末までには米ソともに大量の核兵器を保有し，潜水艦への核兵器の搭載が進んだこ

とから，先制攻撃を加えると生き残った核兵器により確実に報復を受ける状況が相互に成立した。いわゆる恐

怖の均衡③であり，この均衡が成立した結果，1970 年代に入ると米ソの緊張は大きく緩和し，デタント期に

入る。米ソのデタントは 1979 年にソビエト連邦がアフガニスタンに侵攻したことにより崩壊し，新冷戦と呼

ばれる対立状態に再び戻ることになる。この米ソの対立は，1985 年にソビエト連邦でゴルバチョフが書記長

に就任したことにより大きく緩和される。さらに，ゴルバチョフがとった種々の政策④は結果として東欧の自

由化・民主化を促すことになる。1989 年 11 月には冷戦の象徴的構造物であったベルリンの壁が崩壊し，翌 1
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2 月に C で開催された米ソ首脳会談にてついに冷戦の終結宣言⑤が出された。こうして冷戦が終結したこ

とにより，様々な分野で国際協力が進展する⑥ようになる。 
問 1 文中の空欄 A ～ C にあてはまる語句を解答欄に記入しなさい。なお， C は国名である。ま

た，同一記号には同一語句が入る。〔解答用紙記述〕 
問 2 下線部①の時期について説明した文章として適切でない内容のものを，以下の a～e から 1 つ選び，解

答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 
a 冷戦期において，西側陣営と東側陣営の間で激しいイデオロギー対立が発生した。 
b 冷戦期において，米国とソビエト連邦は激しく敵対するものの直接の交戦状態に陥ることはなかっ

た。 
c 冷戦期において，発展途上国を舞台に米ソ両陣営間の代理戦争が繰り広げられた。 
d 冷戦期において，共産主義体制をとる国の間では直接の武力衝突が発生することはなかった。 
e 冷戦期において，西側諸国間では貿易関係が大きく発展したが，東西間の貿易は厳しく制限されて

いた。 
問 3 下線部②に関連して，共産主義を封じ込めるために冷戦期に米国がとった政策として正しい記述はどれ

か。適切なものを以下の a～e から 1 つ選び，解答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 
a 第二次世界大戦後，共産主義勢力の伸長が著しいギリシャとトルコに米国は経済的・軍事的支援を

提供した。 
b 朝鮮戦争の際，米国は国連の安全保障理事会の承認をえないまま米軍を派遣し，韓国を支援した。 
c ハンガリー動乱の際，自由を求めるハンガリー市民を支援するために米国は軍事的支援を提供した。 
d チェコ事件の際，自由を求めるチェコスロバキア市民を支援するために米国は軍事的支援を提供し

た。 
e ベトナム戦争の際，米国は南ベトナムを反共産主義の拠点とするために軍事介入し，北ベトナムを

降伏させた。 
問 4 下線部③にある均衡を維持するために 1972 年に米ソ間で調印された軍備管理に関する条約を以下の a

～f から 2 つ選び，解答欄に記入しなさい。3 つ以上マークした場合は 0 点とする。〔解答用紙マーク〕 
a 部分的核実験禁止条約 b 第一次戦略兵器制限条約 

c 包括的核実験禁止条約 d 弾道弾迎撃ミサイル制限条約 

e 第一次戦略兵器削減条約 f クラスター爆弾禁止条約 

問 5 下線部④に関連した以下の文中の空欄 D ～ G にあてはまるもっとも適切な語句を， D はカ

タカナ 7 字， E はカタカナ 6 字， F と G はそれぞれアルファベット 3 字で，解答欄に記入しな

さい。ただし，同一記号には同一語句が入る。〔解答用紙記述〕 
 1970 年代に深刻な経済不振に陥ったソビエト連邦を立て直すためにゴルバチョフがとった一連の再建政

策のことを D と呼ぶ。ゴルバチョフは，停滞する経済を立て直すために，企業活動の大幅な自由化を進

めようとした。また， D に対する保守派の抵抗を押さえるために， E と呼ばれる情報公開政策を導

入したり，党内各レベルの選挙において複数立候補制と秘密投票制を採用したりするなどした。対外的には

対米協調路線を取り，米国と F 全廃条約を締結するなど，軍縮に力を入れた。しかしながら，保守派の

抵抗は根強く，1991 年にはゴルバチョフは軍事クーデターにより一時身柄を拘束された。このクーデター

は失敗に終わったものの，この事件を契機にゴルバチョフの指導力は大きく低下した。同年末にソビエト連

邦は崩壊し，連邦より緩やかな国家間連合体である G に移行した。 
問 6 下線部⑤の宣言が出された時点で既に解散されていた，冷戦期に設立された組織を以下の a～e から 1
つ選び，解答欄にマークしなさい。〔解答用紙マーク〕 
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a コミンフォルム b 経済相互援助会議 c ワルシャワ条約機構 d 欧州経済共同体 

e 欧州安全保障協力機構 

問 7 下線部⑥に関連して，冷戦終結後の国際協力として正しい記述はどれか。適切なものを以下の a～g か

ら 3 つ選び，解答欄にマークしなさい。4 つ以上マークした場合は 0 点とする。〔解答用紙マーク〕 
a 国連は，ソマリア，ユーゴスラビア，ルワンダなどで起きた内戦に国連軍を派遣した。 
b 国連環境計画は，国連環境開発会議で結ばれた協定に基づき，より強い権限を持った世界環境機構

へと改組された。 
c ASEAN 地域フォーラム，アフリカ連合などに見られるように地域レベルでの安全保障の取り組み

が活発化した。 
d ポーランド，ウクライナ，グルジアなど東方の国々が北大西洋条約機構に相次いで加盟した。 
e 主要国の首脳が集まって 1 年に 1 回開催されるサミットにロシアも参加するようになった。 
f 東南アジア，アフリカ，中央アジアなどで核兵器の製造，取得，配備を禁じる条約が締結された。 
g 国際司法裁判所に強制管轄権が認められたため，同裁判所で審理される紛争の件数が急増した。 
 

【3】2011 駒澤大学 2/5,Ｔ方式 経済 文 法－Ａ(昼主)  

 第 2 次世界大戦の終結は，冷戦とよばれる新たな対立構造を世界にもたらした。1947 年にアメリカ合衆国

大統領 1 は共産主義封じ込め政策を，また国務長官 2 はヨーロッパ復興援助計画を発表し，ソビエト

連邦率いる東側陣営との対決姿勢を強めた。ソ連第 4 代最高指導者 3 が 4 批判をおこない平和共存外

交を進めると一時緊張緩和の兆しがみえたが，1962 年にアメリカ大統領 5 との間でキューバ危機がおこ

り，冷戦は頂点に達した。アメリカはその後，ソ連が支援する南ベトナム解放民族戦線との間で本格化したベ

トナム戦争に苦しむが，1973 年 6 大統領のときに和平協定を締結し，ベトナムから手を引いた。1980 年

代になると(a)軍縮を望む声に押され米ソ両国の関係は協調の方向に転じ，1989 年マルタ会談で冷戦の終結が

宣言された。1991 年ロシア共和国(現ロシア)の初代大統領に 7 が選出され，ソ連は崩壊する。しかし，世

界の紛争の火種は絶えず，アメリカを中心とした多国籍軍対イラクの(b)湾岸戦争，民族対立のからんだコソボ

紛争，(c)クロアチア独立戦争，ボスニア・ヘルツェゴビナ戦争と凄惨な戦闘が繰り返された。そのような中ア

メリカは，2001 年 9 月 11 日の同時多発テロに際し 8 大統領が「テロとの戦い」を宣言し，対決姿勢を明

確にした。 
問 1 文中の 1 ～ 8 にあてはまる最も適切な人名を下記からそれぞれ 1 つ選び，その記号を解答欄に

マークしなさい。 
(ｱ) アイゼンハワー (ｲ) ブレジネフ (ｳ) ルーズベルト (ｴ) ケネディ (ｵ) プーチン 

(ｶ) トルーマン (ｷ) レーニン (ｸ) レーガン (ｹ) ニクソン (ｺ) エリツィン 

(ｻ) クリントン (ｼ) ゴルバチョフ (ｽ) ブッシュ (ｾ) マーシャル (ｿ) フルシチョフ 

(ﾀ) カーター (ﾁ) ジョンソン (ﾂ) スターリン 

問 2 文中の下線部(a)に関連して，世界各地域では核兵器の禁止をうたった条約が締結されているが，1995
年に調印された東南アジア非核兵器地帯条約の通称を下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしな

さい。 
(ｱ) シンガポール条約 (ｲ) バンコク条約 (ｳ) ジャカルタ条約 (ｴ) マニラ条約 

問 3 文中の下線部(b)に関して，湾岸戦争は 1990 年にイラクがある国に侵攻したことがきっかけにおこった

が，そのとき侵攻された国を下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
(ｱ) イラン (ｲ) ドバイ (ｳ) クウェート (ｴ) サウジアラビア 

問 4 文中の下線部(c)に関して，クロアチアは 1991 年 6 月 25 日に独立を宣言したが，同じ日に独立宣言を
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した旧ユーゴスラビアの国を下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
(ｱ) セルビア (ｲ) マケドニア (ｳ) アルバニア (ｴ) スロベニア 

 

【4】2011 駒澤大学 2/8,Ｓ・Ｔ方式 経営 文  

 20 世紀後半の国際政治を形作ってきた，といわれてきた冷戦体制は，自由主義と共産主義のイデオロギー

対立という側面を持っていたが，1989 年にはアメリカ合衆国の 1 大統領とソ連の 2 書記長の 3 会

談でその終結が宣言された。 
 さらに東欧諸国で本格化した民主化の流れは，数々の共産主義体制に終焉をもたらしたのみならず，いくつ

かの国家は合体・吸収や解体されていった。1989 年にはドイツ，ひいてはヨーロッパを分断していた，とい

われる 4 が崩壊し，1990 年には東西ドイツが統一され，さらに 1991 年にソ連は解体するに至った。 
 しかし冷戦体制の終焉は，必ずしも世界に平和をもたらさなかった。冷戦中のイデオロギー対立や，大国間

戦争の危険性に代わって，民族や宗教に強く関連する紛争が世界各地で注目を集めることになった。 
 例えば「ヨーロッパの火薬庫」といわれるバルカン半島の(a)(旧)ユーゴスラヴィア連邦人民共和国は複数の

共和国，民族，言語，宗教から構成される国家であったが，冷戦終結後に民族の分離・独立をめぐって内戦が

生じた。スロベニア，クロアチアなどの独立に続いて，独立を目指したボスニア・ヘルツェゴビナは，イスラ

ーム教徒のムスリム人，セルビア正教徒の多いセルビア人，カトリックの多い 5 で構成されており，民族

紛争の結果，1996 年の独立に至るまで，多くの人々が犠牲になった。また 2008 年にセルビアから分離・独

立した 6 はアルバニア人が人口の約 90 パーセントを占める国であるが，かつてはセルビア内部の自治州

とされており，分離・独立の過程で民族浄化や虐殺によって多大な犠牲者を出し，1999 年には 7 軍が(b)

空爆による軍事介入を行い，大量の難民が発生した。 
 このように時と場合によっては，国境を越えて他の国家や国連などの国際組織がある国家へと介入すること

が許されるのか，それとも内政不干渉の原則から許されないのか，今後の世界秩序の在り方をめぐって多くの

問題点が投げかけられている。 
 他方では少数民族の自治を認める国家や，少数民族のための学校や文化施設の建設や経済援助に積極的な国

家も多く，例えば先住民族と歴史的経緯から他言語の伝統が根強く残っているケベック州を抱える 8 では，

(c)「多文化主義」を宣言し，各々の民族文化を尊重する政策がすすめられている。民族や宗教，言語が異なっ

ても平和に共存する人々も多い中，なぜ民族や宗教の相違が，紛争や内戦と強く関連するのか，人類はまだこ

の早急に対応すべき問題に対して有効な処方箋を出すことに成功しているとは言い難い。 
問 1 文中の 1 ～ 8 にあてはまる最も適切な語句を，下記からそれぞれ 1 つ選び，その記号を解答欄

にマークしなさい。 
(ｱ) マルタ (ｲ) アゼルバイジャン人 (ｳ) アルメニア人 (ｴ) OSCE (ｵ) ベルリンの壁 

(ｶ) バスク (ｷ) 嘆きの壁 (ｸ) クロアチア人 (ｹ) インド (ｺ) カナダ (ｻ) バンドン 

(ｼ) ヤルタ (ｽ) ゴルバチョフ (ｾ) クリントン (ｿ) PKF (ﾀ) フランス (ﾁ) オスロ 

(ﾂ) エリツィン (ﾃ) ブッシュ (ﾄ) NATO (ﾅ) (旧)チェコスロヴァキア (ﾆ) タミル 

(ﾇ) 鉄のカーテン (ﾈ) コソボ 

問 2 文中の下線部(a)に関して，第 2 次世界大戦後，社会主義国家を建設しながらもソ連からは距離を取り，

後には非同盟諸国運動の指導者の一人となった(旧)ユーゴスラビア(1943－1992 年)の大統領の名をカタカ

ナで書きなさい。 
問 3 文中の下線部(b)に関する説明として，最も適切なものを下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマー

クしなさい。 
(ｱ) この介入は，人道的な観点から，虐殺などを防ぐために国際機関や他国が当該国の国内へ介入す
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る「人道的介入」である，とする意見もあったが，介入の基準などをめぐっては論争がある。 
(ｲ) この介入は，国際社会において平和を構築するために，平和な秩序を乱す勢力に対しては，国連

の命令によって軍事介入して良い，とする考えに基づくものであり，「平和執行」と呼ばれた。 
(ｳ) この介入は，自由民主主義体制を採用していない国が，当該国の国民の人権を抑圧し，自由民主

主義諸国に敵対的なテロ組織を支援する危険性もあるので，世界の大国の判断で先制攻撃をすること

が許される，とされる「予防戦争論」に基づくものである。 
(ｴ) この介入は，冷戦時代のイデオロギー対立に代わって，異なる文明間における対立が世界の対立

軸となり，文明間の衝突の事例にのみ許される介入である，とされる「文明の衝突」論に基づいて行

ったものである。 
問 4 文中の下線部(c)に関して，正しいものを下記から 1 つ選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 

(ｱ) オーストラリアにおいても，多文化主義が実践されており，先住民族とされるアボリジニや，ア

ジア系の移民などを念頭に教育面や文化的権利の維持など，様々な政策が実施されている。 
(ｲ) フランスにおいても，フランス革命の博愛の理念から多文化主義が導入されており，憲法に少数

民族の文化を維持する義務が定められている。 
(ｳ) インドにおいては，独立の経緯から非暴力主義が国是として徹底され，国内の多様な民族や宗教

の衝突を避けるために，建国時に「多文化主義による統治」が憲法で明文化された。 
(ｴ) アメリカでは対米同時多発テロ以降，イスラーム教徒に対しての差別感情が大きくなり，各民族

の共存をうたう多文化主義はアメリカの一体性に脅威になるとして，当時のブッシュ大統領の大統領

令で憲法の条文から削除され，現在に至っている。 
 

【5】2010 駒澤大学 2/7,Ｔ方式 経営 経済 文  

 1950 年 6 月 25 日， 1 が勃発した。 1 の戦況が切迫するなか，在日米軍も多数 1 に派兵される

事態となった。そこで，日本国内の治安維持を図るため，マッカーサーは，7 月 8 日，75,000 名の 2 の創

設および 8,000 名の海上保安力の増員を認めるとの書簡を吉田茂に送った。日本では，同年， 2 が創設さ

れた。 
 1951 年 9 月 8 日，日本と 48 か国との間で 3 が調印された。同日，日本と米国との二国間で A が調

印された。翌年 4 月 28 日に， 3 が発効した。 3 の発効により，日本は主権を回復し，独立国家とし

て国際社会に復帰した。しかし，自国の防衛については， A により， 4 の駐留を認め，米国に依存す

ることとした。主権回復後，独立した日本の防衛のしくみを整えるために，日本は 2 を 5 に改めた。 
 1953 年，米国が日本に対し相互安全保障に基づく経済・武器援助を考慮していることを明らかにした。し

かし，日米相互防衛援助協定(MSA 協定)を締結するにあたって，日本の自衛努力がその条件となっていたた

め， 5 の増強問題が日米間の交渉の焦点となった。この問題について，吉田茂と重光葵が会談し， 5 を

 6 に改める方針で合意した。こうして， 6 が誕生することとなった。 
 1960 年に， A が改定された。また， 7 が結ばれた。 7 とは， A の目的達成のために日本に

駐留する 4 との円滑な行動を確保するため， 4 の日本における施設・区域の使用と日本における 4
 の地位について規定したものである。 
 冷戦終焉後，東西陣営による対立が消滅すると，国際協調による平和維持の必要性が強調されるようになっ

た。日本では，国連平和維持活動への参加の是非が激しく議論され，「日本国憲法が前提とする国際協調主義」

の意義が問い直された。1992 年に国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法，いわ

ゆる PKO 法)が成立されると， 6 が海外へ派遣されることとなった。 
 日本は米国から一層の協力を求められ，安保の再定義を行った。1996 年に，日本の橋本龍太郎総理と米国
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のクリントン大統領による日米首脳会談後，両国は 8 を発表した。 8 では，日米がアジア太平洋地域

においてより安定した安全保障環境の構築のために協力していくことや，1978 年の 9 の見直しを開始す

ることなどが述べられた。その結果，翌年に新ガイドラインが定められ，1999 年に 10 が成立した。また，

2003 年には有事関連 3 法が，2004 年には 11 などの有事関連 7 法が成立した。 
問 1 文中の 1 ～ 11 にあてはまる最も適切な語句を下の語群から選び，その記号をマークせよ。 

〔語群〕  

(ｱ) 日中戦争 (ｲ) 冷戦 (ｳ) 朝鮮戦争 (ｴ) ヴェトナム戦争 (ｵ) 生活保護法  

(ｶ) 自衛隊 (ｷ) 防衛庁 (ｸ) イラク復興支援特別措置法 (ｹ) 警察予備隊 (ｺ) 保安隊 

(ｻ) 治安維持隊 (ｼ) 日米構造協議 (ｽ) 連合国軍最高司令官総司令部 (ｾ) 国連軍 

(ｿ) インドシナ戦争 (ﾀ) サンフランシスコ平和条約 (ﾁ) 周辺事態法 (ﾂ) 米軍 

(ﾃ) 海上保安庁 (ﾄ) 防衛省 (ﾅ) 国民保護法 (ﾆ) 日米安全保障共同宣言 

(ﾇ) 日米防衛協力のための指針 (ﾈ) 日米地位協定 (ﾉ) テロ対策特別措置法 

問 2 文中の A にあてはまる最も適切な条約名を漢字 8 文字で記せ。 
 
【6】2010 成蹊大学 2/13,Ａ方式(地歴公民型) 経済  

<P1> 前年に(1)日米相互協力及び安全保障条約(新日米安保条約)が自動延長された後，ベトナム戦争後のこの

地域における秩序を維持していくためには中国の役割の増大が不可欠であるとして，国家安全保障問題担当

補佐官のキッシンジャーを極秘に訪中させ，自らが翌年訪中することで米中間の合意が成立した，と大統領

が(2)テレビ演説で公表した。 
<P2> アメリカ・日本が中国に戦略的に接近していくなかで，劣勢に立たされたソ連は a への軍事侵攻

に踏み切り，ソ連に対する(3)デタントは破たんした。アメリカは，その翌年のモスクワ・オリンピックをボ

イコットし，日本と中国を含めた 50 カ国近くがアメリカに同調した。 
<P3> 「小さな政府」を基調とする新自由主義的な政策を掲げ，「強いアメリカ」というイメージを再び蘇

らせるため，軍事力の増強を図った。日本に対しては，直接数字をあげて日本の防衛力の増強を求めること

はせず，(4)役割分担を具体的に決めるという形で防衛力の増強を求めた。 
<P4> 冷戦の終結を宣言した翌年，イラクがクウェートに侵攻したため，国連安保理決議のもと，「多国籍

軍」による「砂漠の嵐」作戦を開始した。圧倒的な兵力の差を見せつけられ，フセイン大統領は国連安保理

決議による停戦を合意せざるを得なかった。 
<P5> グローバリゼーションと不安定な日本・米国・中国関係，相次ぐ地域紛争，そして日米両国の国内情

勢に左右されるなか，(5)日米首脳会談において「日米安全保障共同宣言」(いわゆる(6)安保再定義)に署名し，

日米安保体制をそれまでの「極東」から「アジア・太平洋地域」の平和と安定のための関係へと発展させた。 
<E1> 自由貿易の建前と GATT の原則を堅持したいとする政権も，対日貿易赤字の膨張によって批判を受け

るようになった。そこで，(7)プラザ合意によって為替政策の転換を図るとともに，「市場分野別協議」いわ

ゆる MOSS 協議を通して輸出を促進し，日本市場を開放させようとした。 
<E2> 日米繊維交渉が紛糾するなか，輸入品に一律 10％の課徴金を課し，ドルと金の交換を一時停止する措

置を含む，一連の新経済政策を発表した。これによって，国際経済システムは大きく揺さぶられ，国際通貨

システムは，スミソニアン協定を経て，変動相場制へと移行することになった。 
<E3> (8)日米包括経済協議において，特定の産業に対する数値目標を要求し，経済摩擦問題解決のために結

果を重視するという立場をとった。さらに，スーパー301 条を復活させて報復措置に踏み切ったものの，高

圧的な外交姿勢に対して国際的な支持は得られず，日本の市場開放には有効な手段とはならなかった。 
<E4> 民主党が過半数を占める議会からの圧力があったにもかかわらず，スーパー301 条のような報復措置
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はとらず，GATT ウルグアイ－ラウンドにおける交渉を成功させ(実際に最終協定案が採択されたのは，次

期政権のときである)，日本経済の仕組みを変えることを目的とする(9)日米構造協議を進めた。 
<E5> 「ニクソン・ショック」以降，アメリカ経済は低迷し，日米間の経済摩擦は深刻化していたが，GAT

T 東京－ラウンド調印に向けて強い指導力を発揮し，その成功によって日米関係の悪化を防ぎ，国内の反対

勢力に対して民主党大統領の強固な姿勢を見せつけることができた。 
問 1 本文中の空欄 a にあてはまる国名としてもっとも適切なものを，次の①～④の中からひとつ選び，

その番号をマークせよ。 1  
① アフガニスタン ② チェコスロバキア ③ ユーゴスラビア ④ ボスニア・ヘルツェゴビナ 

問 2 下線部(1)に関連して，保守政権と革新勢力が対決姿勢を示すなか，新日米安保条約の批准後総辞職した

内閣を，次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 2  
① 吉田茂内閣 ② 鳩山一郎内閣 ③ 岸信介内閣 ④ 池田勇人内閣 

問 3 下線部(1)に関連して，新日米安保条約によって生じた変化に関する記述として適切でないものを，次の

①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 3  
① 在日米軍の配置や装備の重要な変更，日本からの戦闘行動のための基地使用などについては，日米

両政府で事前に協議をおこなうことにした。 
② 日本の施政下にある領域の日米いずれか一方に対する武力攻撃に対して，両国は共同防衛の義務を

負うものとした。 
③ 日本国憲法上の規定に従うことを条件に，日本は自衛力増強の義務を負った。 
④ 日本および極東有事における共同作戦の研究や共同演習がおこなわれるようになった。 

問 4 下線部(2)に関連して，このテレビ演説のあった年に日本で政権の座にあった内閣の時代に国内外でおこ

った出来事として適切でないものを，次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 4  
① 沖縄が日本へ復帰し，沖縄県が発足した。 ② 核兵器拡散防止条約(NPT)が調印された。 
③ 日中国交正常化が実現した。 ④ 衆議院で非核三原則を決議した。 

問 5 下線部(3)に関連して，デタントが進むなか，日本では日本の安全保障政策の見直しと日米安保関係の再

構築の試みが本格化していた。次の①～④のうち三つは，同じ内閣のもとでその軍事的な方針が示されたも

のである。その三つには属さない，別の内閣で示されたものを，①～④の中からひとつ選び，その番号をマ

ークせよ。 5  
① 「防衛計画の大綱」を閣議決定し，2 年後の「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」につな

げた。 
② アメリカの求めに応じて，在日米軍駐留経費の一部負担(いわゆる「思いやり予算」)を表明した。 
③ 防衛費を対 GNP 比 1％以内にとどめることを閣議決定した。 
④ 武器および武器技術の輸出を原則として全面禁止することにした。 

問 6 下線部(4)に関連して，アメリカの日本に対する防衛力の増強の圧力が増すにつれ，日本でも安全保障に

おいて積極的な役割を果たそうとする動きが出てきた。次の①～④のうち三つは，同じ内閣のもとでおこな

われたことである。その三つには属さない，別の内閣でおこなわれたものを，①～④の中からひとつ選び，

その番号をマークせよ。 6  
① 四海峡封鎖，シーレーンの確保・防衛など，シーレーン防衛の基本的な指針について発言した。 
② 防衛費の対 GNP 比 1％枠の撤廃を容認する閣議決定をおこなった。 
③ アメリカに対する武器技術の供与を武器輸出三原則の例外として認めた。 
④ ペルシア湾の機雷除去のため，自衛隊の掃海艇を派遣した。 

問 7 下線部(5)に関連して，このとき日本側で政権の座にあった内閣が成立させた法案としてもっとも適切な
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ものを，次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 7  
① 政党助成法 ② 財政構造改革法 ③ 地方分権一括法  

④ PKO 協力法(国連平和維持活動協力法) 

問 8 下線部(6)に関連して，冷戦終結から安保再定義に至るまでにおこった出来事として適切でないものを，

次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 8  
① 北朝鮮が NPT からの脱退を表明し，核開発疑惑が浮上した。 
② 中国が台湾沖で数度にわたってミサイル演習をおこなった。 
③ ニューヨークと首都ワシントンで，航空機によるテロ事件がおこった。 
④ 沖縄で米兵による少女暴行事件がおこった。 

問 9 下線部(6)に関連して，安保再定義を受けて「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」の改定作業

がおこなわれたが，新ガイドラインのもつ意味としてもっとも適切なものを，次の①～④の中からひとつ選

び，その番号をマークせよ。 9  
① 日米間で在日米軍駐留経費の負担割合を定めた。  
② 自衛隊の国連 PKO への参加が可能になった。 
③ 周辺事態における日米の防衛協力のあり方を具体的に定めた。 
④ 米軍普天間基地の返還および辺野古沖への移転を決めた。 

問 10 下線部(7)に関連して，プラザ合意前の数年間のアメリカ経済を記述する説明としてもっとも適切なも

のを，次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 10  
① 軍事力の強化を図るために大規模な増税をおこなったが，財政赤字を減らすことはできなかった。 
② 「小さな政府」を実現するために減税をおこなった結果，大規模な貿易黒字が生まれていた。 
③ 巨額の財政赤字を背景に高金利政策がとられ，それがドル高をもたらしていた。 
④ 製造業の国際競争力が強まったことから，大規模な貿易黒字が生まれていた。 

問 11 下線部(8)に関する記述として適切でないものを，次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマーク

せよ。 11  
① アメリカは，日本に対して，持続的な内需主導型の経済成長を促進して，3 年以内に経常収支黒字

の対 GDP 比を半減することなどを要求した。 
② アメリカは，日本市場における米国車のシェアを拡大し，日本自動車メーカーの米自動車部品の購

入を上積みするための数値目標を求めた。 
③ 自動車分野の決着で個別分野の交渉は終了したが，規制緩和や競争政策などについては交渉がまと

まらず，日米間での継続協議となった。 
④ 日本は，自動車・同部品での交渉において，アメリカの対日制裁に対して緊急の紛争処理手続きを

とり，GATT にアメリカを提訴した。 
問 12 下線部(9)に関連して，日米構造協議によって取り上げられなかった項目としてもっとも適切なものを，

次の①～④の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 12  
① 土地利用促進のための税制 ② 大規模小売店舗法の見直し 

③ 排他的取引慣行の改善 ④ 消費税導入による直間比率の見直し 

問 13 下図のように，<P1>～<P5>の文章は年代順に古いものから新しいものへと並んでいる。対応する空

欄 ア ～ オ には，<E1>～<E5>の文章のいずれかがあてはまる。このとき，下図の イ と エ 

にあてはまる文章を，次の①～⑤の中からそれぞれひとつずつ選び，その番号をマークせよ。 
 イ   13   エ   14  



私大 2009-2011 冷戦 10/27 

 
① <E1> ② <E2> ③ <E3> ④ <E4> ⑤ <E5> 

問 14 アメリカの二大政党は，リベラルで政府の市場への介入もあまりいとわない民主党と，保守的で伝統

的価値観を重んじ市場への介入はあまり好まない共和党である。<P1>～<P5>に記されたアメリカ大統領の

出身政党は民主党と共和党のいずれであるか。出身政党の組合せとしてもっとも適切なものを，次の①～⑧

の中からひとつ選び，その番号をマークせよ。 15  
 

 <P1> <P2> <P3> <P4> <P5> 
① 共和党 民主党 共和党 民主党 共和党 
② 共和党 民主党 共和党 共和党 民主党 
③ 民主党 共和党 共和党 共和党 民主党 
④ 民主党 共和党 共和党 民主党 共和党 
⑤ 民主党 共和党 民主党 共和党 民主党 
⑥ 民主党 民主党 民主党 民主党 共和党 
⑦ 共和党 民主党 民主党 民主党 共和党 
⑧ 共和党 民主党 民主党 共和党 民主党 

 
【7】2010 摂南大学 2/4,ＡＣ日程(前期センタープラス方式)・Ａ日程(前期) 外国語 経営 法 経済 

 叔父(摂雄)と姪(南美)による次の会話文を読み，あとの設問に答えよ。 
摂雄：  南美ちゃん，お誕生日おめでとう。いくつになったんだっけ。 
南美：  叔父さん，ありがとう。ちょうど①20 歳になりました。これからは大人としての自覚をしっかりも

っていきます！ 
摂雄：  そっか，②1989 年生まれだったんだね。時が経つのは早いなあ。ところで，南美ちゃんは，生ま

れた年にどんなことがあったか知ってる？ 
南美：  学校で学んだような…。詳しくは覚えていないんだけれど，それまでの世界の流れに大きな変化を

もたらすようなできごとがいろいろあったような… 
摂雄：  そう，第 2 次大戦後ずっと続いていた③米ソ間の冷たい戦争が終わったんだね。 
南美：  ずいぶん長い間戦争が続いていたんですね。 
摂雄：  戦争といっても，“冷たい”という形容詞がついているように，実際に直接的な武力衝突をともな

う戦争があったんじゃなくて，両国が④互いに陣営を築いて対立したために，国際社会全体に強い緊張

感が蔓延
まんえん

したんだよ。でも緊張のレベルにも時期ごとに強弱があって⑤何度かピークになったこともあ

ったし，逆に緊張が弱まった時期もあったんだ。 
南美：  『たいへん！ 核戦争で人類滅亡の危機に直面…』，なんて状況もあったの？ 
摂雄：  両陣営が⑥全面核戦争に突入して人類が滅びるんじゃないか，という危機感がとても高まった時期

もあったよ。でも，なんとかそんな危機を乗り越えてきたんだね。 
南美：  じゃあ，そんな大変な時代が終わったあとで生まれてきた私はラッキーなわけね。 
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摂雄：  そうともいえないよ。冷戦終結後も，国際社会ではさまざまな問題が新たに起きている。何よりも

⑦深刻な人類共通の課題が明らかになってきているから，私たち人類全体でそれらへの対応をきちんと

していかないといけないんだよ。 
南美：  大人としての自覚だけでは不十分ということなんですね。 
問 1 下線部①に関連して，わが国において 20 歳になってはじめて認められる法的権利とは何か，もっとも

適切なものを次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) アクセス権 (b) 環境権 (c) 選挙権 (d) 労働基本権 

問 2 下線部②に関連して，1989 年のできごとでないものを次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) APEC の発足 (b) 中国の天安門事件 

(c) 東西ドイツの統一 (d) マルタでの米ソ首脳会談 

問 3 下線部③に関連して，米ソ間では直接的な武力衝突が避けられ冷戦が継続する一方で，他の地域では両

者の代理戦争ともいえる“熱戦”が繰り広げられていたが，これに該当しないものを，次の(a)～(d)から一

つ選べ。 
(a) 中東戦争 (b) 朝鮮戦争 (c) ベトナム戦争 (d) 湾岸戦争 

問 4 下線部④に関連して，両陣営に属さず，中立の立場で平和維持を目指そうという非同盟主義をとる国々

がアジアやアフリカなどの地域の発展途上国から出現したが，その説明文として適当でないものを，次の(a)
～(d)から一つ選べ。 

(a) アジア＝アフリカ会議の第 1 回会合はインドネシアのバンドンで開催された。 
(b) アジア＝アフリカ会議の第 1 回会合には日本も出席した。 
(c) アジア＝アフリカ会議の第 1 回会合で平和五原則が採択された。 
(d) アジア＝アフリカ会議の精神は非同盟諸国首脳会議へと引き継がれた。 

問 5 下線部⑤に関連して，次の(1)～(4)に答えよ。 
(1) 1940 年代後半に米ソ間がもっとも緊張したできごととは何か，次の(a)～(d)から一つ選べ。 

(a) イスラエルの建国 (b) 中国の共産化 (c) 朝鮮戦争 (d) ベルリン封鎖 

(2) 1960 年代前半に米ソ間がもっとも緊張したできごととは何か，次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) キューバ危機 (b) 中東戦争 (c) ベトナム戦争 (d) ベルリン危機 

(3) 先の設問(2)のときの，米ソの政治指導者の組み合わせとしてもっとも適切なものを，次の(a)～(d)から一

つ選べ。 
(a) アメリカ側がケネディ，ソ連側がフルシチョフ (b) アメリカ側がニクソン，ソ連側がスターリン 
(c) アメリカ側がケネディ，ソ連側がスターリン (d) アメリカ側がニクソン，ソ連側がフルシチョフ 

(4) 1970 年代末に米ソ間がもっとも緊張したできごととは何か，次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) ソ連のアフガニスタン侵攻 (b) アメリカのキューバ侵攻 
(c) 西側諸国のモスクワ五輪ボイコット (d) 東側諸国のロサンゼルス五輪ボイコット 

問 6 下線部⑥に関連して，このような状況が一定の国際的安定をもたらしていることを特に何と表現するか，

もっとも適切なものを次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) 恐怖の均衡 (b) 力の均衡 (c) 負の均衡 (d) 利益の均衡 

問 7 下線部⑦に関連して，環境問題をテーマにした国際会議で冷戦時代に開催されたものを，次の(a)～(d)
から一つ選べ。 

(a) 開発と環境に関する国連会議 (b) 国連人間環境会議 

(c) 地球温暖化防止京都会議 (d) 持続可能な開発に関する世界首脳会議 
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【8】2011 拓殖大学 2/4,得意科目(Ａ方式) 外国語 工 国際 商 政経  

 20 世紀後半期の世界経済は，資本主義と社会主義の 2 つの経済システムが優位性を競い合った。1917 年の

ロシア革命で世界最初の社会主義国となったソ連は，資本主義を否定し，計画経済を原理に経済発展をはかっ

た。しかし，経済の計画化は企業や労働者の生産意欲を低下させ，生産の効率を損なうものであることが次第

に明らかになる。そのため 1980 年代後半に，(21)ソ連共産党のゴルバチョフ書記長はグラスノスチ(情報公開)
と，もう一つの政策を打ち出し，社会主義の政治的，経済的な自由化へ向けた一歩を踏み出した。この大胆な

政策転換にもかかわらず，1991 年にソ連は解体して独立国家共同体(CIS)が成立し，資本主義体制へと転換し

た。ソ連崩壊の 10 年ほど前には，(22)中国も共産党の一党独裁体制を維持しながら市場経済化を推し進めるこ

とで経済発展を達成する方式へと転換した。中国のこの新たな経済システム原理は 23 と呼ばれる。 
 他方，資本主義に依拠して開発を進めたアジア，アフリカ，中東，ラテンアメリカ諸国のうち，最初に工業

化に成功したのが，(24)アジアとラテンアメリカの NIES と呼ばれる国々であった。そして近年は，BRICs と

呼ばれるブラジル，ロシア， 25 ，中国など人口大国の経済成長が著しい。 
 現在は世界の国々が経済発展するうえで，(26)自由貿易が重要な役割を果たしている。社会主義国が資本主

義的開発へと転換し，世界の国々の貿易が緊密化して以降，(27)国境が薄れ，国家間の差異がなくなり，地球

的規模で政治や経済や文化などの一様性が強まっている。しかし他面では，そこから新たな問題が発生するよ

うになった。(28)貿易不均衡などを原因にした貿易・経済摩擦問題はその一つである。また，貿易の緊密化が

進むかたわら，国際的な資金移動も急速に拡大し，(29)ヘッジファンドの行動に象徴されるように，これが世

界経済の不安定化の一因ともなった。世界の国々の経済緊密化が深まっているにもかかわらず，依然として豊

かな先進工業国と貧しい発展途上国との経済格差の 30 が残っている。 
21 下線部(21)に関して，もう一つの政策として最も適切なものを選びなさい。 

① ペレストロイカ ② ガバナンス ③ ドイモイ ④ コンプライアンス 

22 下線部(22)に関して，最も適切でないものを選びなさい。 
① 計画経済に替えて，新たに改革開放政策を採用した。 
② 経済特区を拠点に，外資導入を進めた。 ③ 国営企業の民営化を行った。 
④ 農業の集団化(人民公社)をさらに進めた。 

23 空欄 23 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 
① 社会主義資本経済 ② 共産主義資本経済 ③ 社会主義市場経済 ④ 共産主義市場経済 

24 下線部(24)に関して，NIES の日本語の表記として最も適切なものを選びなさい。 
① 新進工業経済国 ② 新国際経済秩序 ③ 経済成長国 ④ 新興工業経済地域 

25 空欄 25 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 
① イラン ② インド ③ イラク ④ インドネシア 

26 下線部(26)に関して，最も適切でないものを選びなさい。 
① 北米自由貿易協定は，アメリカ，カナダ，メキシコの 3 カ国で締結された。 
② 二国間や地域間で締結される貿易協定の一つが，FTA(自由貿易協定)である。 
③ 日本は，世界のどの国とも FTA(自由貿易協定)を締結していない。 
④ 関税など貿易制限を撤廃し，モノ，サービス，資金，ヒトの移動などを自由にすることを目指すの

が，経済における地域統合である。 
27 下線部(27)に関して，これは何と呼ばれるか。 

① アメリカ化 ② グローバル化 ③ ブロック化 ④ デタント化 

28 下線部(28)に関して，最も適切でないものを選びなさい。 
① 貿易収支とは，輸出と輸入の差額である。 ② 輸出が輸入よりも多い場合，貿易は黒字である。 
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③ 輸入が輸出よりも多い場合，貿易は赤字である。 
④ 日本とアメリカの間に，貿易摩擦が発生したことはない。 

29 下線部(29)に関して，最も適切でないものを選びなさい。 
① ヘッジファンドは，巨額の投資資金を瞬時に移動させることができる。 
② ヘッジファンドは，リスクが低いものに高収益を期待して投資する。 
③ ヘッジファンドは，為替レートを乱高下させることがある。 
④ ヘッジファンドは，一国の経済に深刻な影響を与えるだけの力がある。 

30 空欄 30 に入れるのに最も適切なものを選びなさい。 
① 東西問題 ② 発展途上国問題 ③ 南北問題 ④ 貧困問題 

 

【9】2011 中京大学 2/1,一般(前期日程(Ｍ２・Ｍ３方式(文系型)))  

 難民とは，人種，宗教，国籍，政治的意見，特定の社会的集団の構成員という理由で，迫害を受けるおそれ

や恐怖があるため，国籍国の外にいる人で，国籍国の保護を受けられない人，またはその保護を望まない人と

定義される。迫害などで土地を離れたものの，自国に留まっている国内避難民も広義の難民として捉えられて

いる。1951 年に国連で採択された「難民の地位に関する条約(難民条約)」では，こうした人々を迫害される

恐れのある国に追放・送還してはならないと規定されている。 
 第二次世界大戦後の東西冷戦の時期は，米ソ二極体制の下で，第三世界の地域は，国内における様々な矛盾

よりもどちらの陣営につくべきかが先決する問題であり，途上国側もそれなりに秩序が保たれていた。しかし，

冷戦後，国民は改めて国内の身近な問題に目を向けだし，少数派の民族が権利を主張し始めた。この代表例が，

旧ソ連の分裂による( A )独立運動である。また，冷戦時代の自由主義対社会主義という対立の図式が消え，

国民の関心が文化や経済となり，多民族国家で 6 つの共和国からなる連邦国家であった旧ユーゴスラビアで

は，民族的・宗教的対立による内戦で多くの難民が発生し，共和国の自治州である( B )自治州では多くの( 
C )系難民が続出した。 
 2007 年末の近年の主な難民発生国は，( D )とイラクの二国が突出している。( D )は，多民族からな

るイスラーム国家で，歴史的にイギリス・ロシア・近隣諸国の影響を受けてきた。2001 年の米国同時多発テ

ロに関係していたとして英米の攻撃をうけ，イスラーム原理主義勢力( E )政権が崩壊し，その後( F )
政権が発足したが，国内の混乱は未だ続いているといえよう。 
問 1 空欄( A )～( F )にあてはまる適切な語句を下記の選択肢から一つ選び，記号をマークせよ。 

ア ハマス イ ダルフール ウ セルビア エ チェチェン オ カルザイ カ コソボ 

キ クルド ク ルーマニア ケ クロアチア コ アフガニスタン サ タリバン  

シ アルバニア ス ルワンダ セ マンデラ ソ ビンラディン 

問 2 日本が「難民の地位に関する条約(難民条約)」に批准したのは何年か。下記の選択肢から一つ選び，記

号をマークせよ。 
ア 1951 年 イ 1956 年 ウ 1966 年 エ 1981 年 オ 1996 年 カ 2001 年 キ 未批准 

問 3 国連難民高等弁務官事務所に関して，①設立年 ②本部のある都市 ③最も関係の深い人物 ④欧文略

語 を下記の各選択肢の中から一つ選び，記号をマークせよ。 
① ア 1946 年 イ 1948 年 ウ 1951 年 エ 1966 年 オ 1985 年 

② ア ハーグ イ ワシントン ウ パリ エ ジュネーブ オ ニューヨーク 

③ ア 小田滋 イ 緒方貞子 ウ 松浦晃一郎 エ 黒柳徹子 オ 田中耕太郎 

④ ア UNDOF イ UNRWA ウ UNITAR エ UNHCR オ UNTSO 

問 4 ( a )年に民族の悲願が実現して( b )人国家イスラエルが建国されたことで，パレスチナの地に住
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む( c )人が難民化した。民族・宗教の違いや歴史的対立により( d )戦争の原因ともなった。 
 空欄( a )～( d )にあてはまる適切な語句を下記の中から一つ選びマークせよ。 

ア アラブ イ ロマ ウ 湾岸 エ イラク オ ユダヤ カ エルサレム キ エジプト 

ク 中東 ケ スラブ コ ハマス サ 1946 シ 1948 ス 1951 セ 1955 

 

【10】2011 東洋大学 2/8,Ａ・Ｃ・Ｄ方式  

 第二次世界大戦後の国際社会は，米ソの対立を軸に展開していった。アメリカを中心に自由主義を掲げて資

本主義体制をとる西側諸国と，ソ連を中心にして社会主義体制をとる東側諸国との間で生じた(a)冷たい戦争

(冷戦)の時代である。1946 年の( ア )による「鉄のカーテン」演説以来，アメリカは，1947 年に共産主義

封じ込め政策である( イ )・ドクトリンや，ヨーロッパ復興をめざす( ウ )・プランを打ち出した。1949
年には西側諸国の軍事的結束を強めるため，北大西洋条約機構( A )が結成された。一方，東側諸国では，

1947 年の国際共産党情報局(コミンフォルム)，1949 年の経済相互援助会議(コメコン)の設置に続き，1955 年

には軍事同盟として， B 条約機構が結成された。 
 核戦争の脅威を前に，1950 年代後半には緊張緩和(デタント)の動きもみられ，米ソの緊張が緩むなか，(b)

核兵器の撤廃と軍縮を求める運動が展開し始めた。1963 年にはアメリカ・ソ連・ C の間で部分的核実験

禁止条約(PTBT)が締結された。さらに 1970 年になると国連の努力もあり，核保有国以外への核兵器の拡散

を防止する核不拡散条約(核拡散防止条約・NPT)が発効した。 
 また 1960 年代には，西側では D が北大西洋条約機構から離脱し，東側では中ソの対立が表面化するな

ど，米ソの二極体制から多極化へと向かう動きがみられた。一方，アジアやアフリカにおいては，植民地支配

から脱した新興独立国が増加するのにともない，東西陣営に属さない第三勢力の台頭が起こった。1955 年に

は E のバンドンでアジア・アフリカ会議が開催されたが，その会議で，前年にインドの( エ )と中国の

( オ )が発表した主権や領土保全の尊重などをうたった F 5 原則をもとにした F 10 原則が採択され

たことは，象徴的なできごとであった。 
 1985 年のソ連における( カ )書記長就任という指導体制の変更により，東西冷戦は終結に向かい，東欧

諸国の民主化が進んだ。その結果， G に東西ドイツは統一し， H にソ連が解体・消滅した。冷戦終結

後の世界では，(c)各地で多くの民族・地域紛争が発生し，その過程で難民が生み出された。現在，これらの難

民を保護するとともに，難民を生み出す状況を解消することが重要な課題となっている。 
問 1 空欄 A ～ H に入る最も適切な語を，以下の中から一つずつ選べ。 
空欄 A の解答群  1  

① ASEAN ② ICJ ③ EFTA ④ NATO 

空欄 B の解答群  2  
① モスクワ ② ワルシャワ ③ ウィーン ④ ベルリン 

空欄 C の解答群  3  
① ドイツ ② フランス ③ イギリス ④ 中国 

空欄 D の解答群  4  
① ドイツ ② フランス ③ イギリス ④ イタリア 

空欄 E の解答群  5  
① エジプト ② シンガポール ③ マレーシア ④ インドネシア 

空欄 F の解答群  6  
① 平和 ② 民族 ③ 主権 ④ 平等 

空欄 G の解答群  7  
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① 1989 年 ② 1990 年 ③ 1991 年 ④ 1993 年 

空欄 H の解答群  8  
① 1989 年 ② 1990 年 ③ 1991 年 ④ 1993 年 

問 2 空欄( ア )～( カ )に入る最も適切な人名を，以下の中から一つずつ選べ。 
空欄( ア )＝ 9  空欄( イ )＝ 10  

空欄( ウ )＝ 11  空欄( エ )＝ 12  

空欄( オ )＝ 13  空欄( カ )＝ 14  

① マーシャル ② チャーチル ③ ネルー ④ フルシチョフ ⑤ ゴルバチョフ  

⑥ トルーマン ⑦ 周恩来 ⑧ 毛沢東 ⑨ ガンディー ⑩ ルーズベルト(ローズベルト) 

問 3 下線部(a)に関連して，冷戦の推移について述べた文として誤っているものを，以下の中から一つ選べ。 
① 東西の対立のなかで，1949 年にドイツは東西に分断された。 
② 東西対立の安定化をめざす動きもあり，キューバ危機の後，1963 年に米ソ間のホットライン協定

が結ばれた。 
③ 1980 年代後半には，ソ連による西側との協調政策によって，米ソは和解し，1989 年に両国首脳は

ジュネーブ会談で冷戦の終結を確認した。 
④ 冷戦の終結により，1991 年に南北朝鮮は国連に同時加盟した。 

問 4 下線部(b)に関連して，核兵器の撤廃について述べた文として誤っているものを，以下の中から一つ選べ。 
① 米ソ間の戦略兵器制限交渉(SALT)は保有する核兵器の廃棄もしくは削減を取り決めたものではな

く，戦略攻撃兵器や戦略核兵器運搬手段の保有に上限を設定したものであった。 
② 1987 年に，史上初の核軍縮条約である中距離核戦力(INF)全廃条約が米ソ間で締結された。 
③ 冷戦終結とともに，化学兵器禁止条約(1993 年)や対人地雷全面禁止条約(1997 年)など，核以外の

兵器の軍縮も進んだ。 
④ 1995 年に，核不拡散条約は無期限に延長されることになった。 
⑤ 1996 年に採択された包括的核実験禁止条約は，44 カ国の批准により 2009 年にようやく発効した。 

問 5 下線部(c)に関連して，地域紛争と難民について述べた文として誤っているものを，以下の中から選べ。 
① 難民の保護のために，1951 年に国連で難民の地位に関する条約(難民条約)が採択され，日本は 19

81 年に批准している。 
② 国連難民高等弁務官事務所や国際赤十字委員会が難民に対する人道的支援活動を行っている。 
③ ルワンダでは，独立後に部族間の対立が激しくなり，多くの難民が発生した。ルワンダ難民の保護

のため，日本は，いわゆる周辺事態法にもとづき，自衛隊を派遣した。 
④ 多民族国家であったユーゴスラビアが解体し，ボスニア・ヘルツェゴビナの民族紛争や，コソボ自

治州のセルビアからの独立をめぐる武力抗争が起きている。 
⑤ ロシアからの独立をめざして，イスラム教徒であるチェチェン人とロシア軍との間で武力対立が続

いている。 
 

【11】2011 法政大学 2/16,Ａ方式・Ａ方式(Ⅱ日程) キャリアデザイン 国際文化 法  

 第二次世界大戦の終結は，多くの人びとに平和への希望をもたらした。枢軸国との闘いをリードしたアメリ

カ合衆国とソビエト連邦の両政府は，戦時中の協力関係の継続を，(1)ヤルタ会談などで試みた。一方，19 世

紀以来，国際政治をリードしてきた西ヨーロッパ諸国は，イギリスやフランスのような戦勝国であれ，ドイツ

のような敗戦国であれ，戦争により疲弊し，国際社会におけるその発言力を低下させた。 
 西ヨーロッパ諸国の相対的な弱体化は，多くの人びとの希望とは逆に，米ソによる(2)覇権争いを引き起こし
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た。西側陣営の雄であるアメリカは，いわゆる(3)科学的社会主義の思想に依拠するソ連など東側諸国の影響力

を ① 政策として，トルーマン＝ドクトリンをかかげた。ヨーロッパ諸国への援助計画であった ② が

発表されたのも同じ時期である。 
 一方，西ヨーロッパ諸国の相対的な弱体化は，従来植民地かそれに近い状態に置かれていた，アジアやアフ

リカの国々の独立を可能にした。そして，独立を達成したアジアやアフリカの国々の多くは，東西両陣営のい

ずれにも属さない立場を求めて，(4)非同盟主義を唱えた。 
 第二次世界大戦で疲弊し，植民地を喪失しつつあった西ヨーロッパ諸国は，地域統合に活路を求めた。フラ

ンスの外務大臣 ③ の構想にもとづき，ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体が設立された。1950 年代に(5)6 か国で

結成されたヨーロッパ石炭鉄鋼共同体は，ヨーロッパ原子力共同体，ヨーロッパ経済共同体などとともに，の

ちのヨーロッパ共同体，さらには(6)ヨーロッパ連合(EU)の結成へとつながっていった。 
問 1 下線部(1)に関連して，次のア～オの中から正しいものを一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 

ア ヤルタ会談に参加したローズベルト，ドゴール，チャーチル，スターリンの連合国首脳は，ドイツ

を中心とするヨーロッパの戦後処理，ならびにソ連の対日参戦を決定した。 
イ ヤルタ会談に対抗して，ヒトラー，東条，ムッソリーニの枢軸国首脳は，大西洋憲章を発し，ソ連

支配下にある東ヨーロッパと，イギリス支配下にあるインドの解放を訴えた。 
ウ クリミア半島南部の都市ヤルタで開催されたこの会談では，のちに発足する国際連合の投票方式を

めぐって，5 大国がそれぞれ拒否権をもつ方式を採ることが合意された。 
エ バルト海中部，ラトビアの保養都市ヤルタで行われたこの会談において，国際連合が，武力による

威嚇や武力の行使を，紛争解決の手段として放棄することが了承された。 
オ 枢軸国側による反植民地主義の主張に対し，アジアでは一定の支持があったために，ソ連が提出し

た樺太や千島列島に関する領土要求は，ヤルタ会談でしりぞけられた。 
問 2 下線部(2)に関連して，次のア～オの中から正しいものを一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 

ア 米ソ間の対立が激化すると，イギリスのアトリー首相は，ポルトガルの首都リスボンからポーラン

ドの首都ワルシャワにいたる境界線によってヨーロッパ大陸が二つに分断されたと演説した。 
イ 戦後における東西ドイツの対立は，近代化の過程におけるドイツ語圏各領邦国家の経済発展の程度

や文化・習慣の違いを反映したものであり，米ソ間の覇権争いとは直接の関係がない。 
ウ 革命を成し遂げたキューバに対し，アメリカが軍事介入を計画しているとソ連が警告し，キューバ

危機が発生したが，アメリカのレーガン大統領が介入を断念することにより危機は回避された。 
エ 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の軍隊が，大韓民国(韓国)に侵攻したことで起きた朝鮮戦争にお

いて，中華人民共和国は，軍隊を送らず民生面の充実に専念することで，経済的実力を蓄えた。 
オ 1960 年代以降も，南ベトナムへの支援を続けたアメリカは，東側諸国に支援された北ベトナムを

爆撃するなど大規模な介入を行ったが，国際的な平和世論の圧力もあり，南ベトナムから撤兵した。 
問 3 下線部(3)に関連して，次のア～オの中から正しいものを一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 

ア フランスの社会改革思想家であるサン＝シモンは，紡績工場支配人として労働者のために人道的な

施策を講じるとともに，理想的な協同社会の建設をアメリカ合衆国のインディアナ州で目指した。 
イ スペインの社会改革思想家であるフーリエは，「すべては産業によって，すべては産業のために」

という標語によって資本主義社会における労働者の搾取
さくしゅ

を批判し，ユートピア的な世界を構想した。 
ウ イギリスの社会改革思想家であるロバート＝オーエンは，資本主義の必然的崩壊と階級闘争による

権力の奪取，プロレタリア独裁を経て無階級社会へと向かう人類全体の進歩の過程を描きだした。 
エ 科学的社会主義の創設者の一人とされるエンゲルスは，友人マルクスの『資本論』執筆を物心両面

で助け，マルクスの死後には『資本論』の第二巻と第三巻を，遺稿をもとにして編集した。 
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オ 第二次世界大戦後，メキシコ共産党を率いたレーニンは，帝国主義の分析でも独自の貢献を行って

おり，なかでも友人マイケル・ハートとの共著『帝国』で，マルチテュード(群衆)の重要性を指摘し

た。 
問 4 文中の空欄 ① と ② のそれぞれにあてはまる最も適切な語句を次のア～コの中から一つずつ選

び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア 取り込む イ 西側が壁を建設することで抑止する ウ 商品化する  

エ アジアやアフリカに限定する オ 封じ込める カ エラスムス＝ムンドゥス 

キ ガリオア資金計画 ク ルーブル合意 ケ マーシャル＝プラン コ エロア資金計画 

問 5 下線部(4)について，次のア～オの中から最も適切な説明を一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア 非同盟主義とは，インドのネルーが唱えた意味では，異なる社会体制の平和共存，世界各地の民族

独立運動への支持，いかなる軍事同盟にも不参加という 3 つの条件を備えた立場として特徴づけら

れる。 
イ 非同盟主義とは，ユーゴスラビアのチトーが唱えた意味では，中東欧や南欧の多民族国家をまとめ

あげるモスクワの指導者たちの手腕は認めながらも，西側陣営とも軍事同盟を自由に締結する立場を

いう。 
ウ 非同盟主義とは，キリスト教の理念に基づき，発展途上国と先進国とのあいだの経済格差をできる

限りなくし，飢餓や内戦，暴力を地球上から除去しようとするヨーロッパ諸国の運動を指す。 
エ 非同盟主義とは，自由主義とも社会主義とも異なる，単一の宗教法によって統治される国際秩序を

実力に訴えても樹立しようとする考え方であり，近年のイスラム原理主義運動はその一種といえる。 
オ 非同盟主義とは，肌の色や性別を超えて人権を保障する目的で，宗教や民族ナショナリズムを批判

しつつ，非政府組織(NGO)や民間非営利団体(NPO)を国際関係の主軸にすえよと説く考え方である。 
問 6 文中の空欄 ③ に当てはまる最も適切な人名を次の選択肢ア～カの中から一つ選び，その記号を解答

欄にマークせよ。 
ア モ ネ イ ミッテラン ウ ドビルパン エ ハルシュタイン オ ドロール  

カ シューマン 

問 7 下線部(5)にいう「6 か国」に入らない国を，次のア～カの中から一つ選び，その記号を解答欄にマーク

せよ。 
ア イギリス イ 西ドイツ ウ イタリア エ オランダ オ ベルギー カ ルクセンブルク 

問 8 下線部(6)に関連して，次のア～カの中から正しい説明を一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
ア アムステルダム条約発効直後に，EU 加盟各国の議会は閉鎖された。そして，EU 加盟各国の国会

議員は原則として全員，次の選挙までオランダのハーグにある欧州議会に議席を与えられた。 
イ 経済統合の深化に加え，政治統合をも目指すマーストリヒト条約が発効したことによって，EU 加

盟国国民は基本的に EU 市民権を有し，域内における移動や居住の自由を享受することになった。 
ウ 共通通貨ユーロは，為替相場などで理論上の計算単位としては用いられているが，EU 加盟国の市

民が日常生活で用いるユーロの紙幣や硬貨は，2002 年以降も存在したことはなく，流通もしていな

い。 
エ EU 加盟各国は，共通外交・安全保障政策を推進する立場から，アメリカ主導の北大西洋条約機構

(NATO)を 1990 年代に脱退し，EU の軍事部門に，加盟各国の軍隊の指揮系統をすべて一元化した。 
オ 経済相互援助会議(COMECON)は，1991 年以降，EU の下部組織となり，国際主義の原則に基づ

き，東ヨーロッパ各国における EU 法(アキ・コミュノテール)への対応を支援・監督する役割を演じ

た。 
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カ 全欧安全保障協力機構(OSCE)は，かつてのワルシャワ条約機構の後継組織であり，1991 年，冷戦

の終結を背景として解体し，全欧安全保障協力会議(CSCE)という不定期開催の協議へと縮小された。 
 

【12】2010 法政大学 2/12,Ａ方式・Ａ方式(Ⅱ日程) スポーツ健康 経済 社会  

 2009 年 4 月，(1)朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が打ち上げたロケットが，「人工衛星」なのか，それとも

「ミサイル」なのかが話題になったことは記憶に新しい。しかし，歴史を遡るならば，そもそも宇宙開発自体

が兵器開発ときわめて近しい関係にあったことを忘れるわけにはいかない。 
 1957 年 10 月，旧ソヴィエト連邦は世界初となる人工衛星スプートニク 1 号の打ち上げに成功する。さら

に，1962 年 4 月にはユーリ＝ガガーリンによる有人宇宙飛行を成功させ，旧ソ連は宇宙開発の領域において

米国に先行していることを世界中にアピールすることになった。 
 これらの出来事は，宇宙開発を先導する立場にあるという米国の自負を大きく傷つけたのみならず，(2)米国

の安全保障にとって重大な脅威が出現したことを意味していた。人工衛星を打ち上げる技術は核弾頭の発射に

も転用できるため，旧ソ連での宇宙開発の進展は米国が宇宙から核攻撃を受ける可能性を示していたからであ

る。事実，スプートニク 1 号を打ち上げたロケットは，もともとは弾道ミサイル用に開発されたものであっ

た。そこで米国は，旧ソ連に対抗すべく宇宙開発を加速させ，1969 年の月面着陸成功へと結実することにな

ったのである。 
 こうした宇宙開発競争の背景となったのは，言うまでもなく東西冷戦である。第二次世界大戦終結後，勢力

を拡大していく旧ソ連に対し，米国は 1 と呼ばれる共産主義封じ込め政策を発表し，旧ソ連に対抗する意

思を明確にする。さらに，ヨーロッパの復興を支援するべく，米国は 2 を実施し，食料援助や工業生産部

門の支援を行った。もっとも， 2 には当初，旧ソ連と東欧諸国の参加も呼びかけられていたが，旧ソ連が

自らの勢力圏を守るべく東欧諸国に参加しないように圧力をかけたという経緯もあった。そして，1949 年に

は米国，英国，フランスなど 12 か国による(3)北大西洋条約機構(NATO)が発足し，西ヨーロッパにおいて集

団的な安全保障体制が確立していくことになる。 
 そのような米国の動きに対し，旧ソ連も 3 と呼ばれるヨーロッパの共産党の連絡組織や，東欧諸国の経

済協力の促進を目的とした東欧経済相互援助会議(COMECON)を設立し，安全保障面でもワルシャワ条約機

構(WTO)を結成して米国に対抗した。 
 そして，こうした東西冷戦は 1960 年代になると世界規模での核戦争の恐怖を生じさせた。その恐怖が極点

に達したのがキューバ危機であった。1962 年 10 月，米国は 4 が革命政府の議長を務めるキューバに旧ソ

連のミサイル基地が建設され，核ミサイルが配備されていることを発見する。米国は旧ソ連船舶のキューバへ

の入港を阻止するため海上封鎖を実施し，両国間の緊張は一気に高まっていった。最終的には，(4)旧ソ連側が

キューバからのミサイル撤去に同意したことで核戦争は回避された。このキューバ危機をきっかけとして，米

ソの首脳間に直通の電話回線が敷かれ，その後の緊張緩和(デタント)への道が開かれることになった。1975
年にはほとんどの欧州諸国と米国・カナダが参加して 5 が行われ，(5)欧州地域の緊張緩和と安全保障の検

討が行われている。 
 しかし，緊張緩和が進んだとはいえ，その後も東西冷戦は国際政治に影を落とし続けた。米国は共産主義の

拡大を阻止するという名目のもとベトナムでの戦争の泥沼にはまりこんでいくことになる。他方で，旧ソ連は

動揺を見せ始めた東側諸国の結束を守るべく，1968 年には自由化の方向を打ち出したチェコスロバキアにワ

ルシャワ条約機構軍を侵攻させ，自由化の動きを阻止している。さらには，1970 年代後半に旧ソ連が東欧に

はじめて 6 を配備し，1979 年には 7 に侵攻すると，米ソ関係は再び悪化し，(6)新冷戦と呼ばれる時代

が到来することになる。 
 これらの国際政治の動向を背景として，米国のアポロ計画は実行に移された。月着陸船から月面へと降り立
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ったニール＝アームストロングらにより月面には星条旗が打ち立てられ，宇宙開発競争において米国が優位に

あることが全世界に向けて示された。 
 もっとも，月面着陸を東西冷戦という人間同士の対立の文脈でのみ語ることはできないのかもしれない。ア

ームストロングらは星条旗だけではなく，旧ソ連のある宇宙飛行士の遺品であるメダルをも月面に残していっ

たからだ。その宇宙飛行士は，月に行くことを希望しつつも，1968 年に訓練中の事故によって亡くなってい

た。アームストロングらは，人類で初めて宇宙を飛んだ旧ソ連の英雄，ユーリ＝ガガーリンの遺志をも月に届

けたのである。 
 そして，月着陸船に装着されていたプレートには次のように刻まれていたのだという。「西暦 1969年 7月，

我等惑星地球より初めて月に到達せり。全人類を代表し，平和のうちに来たれり。」 
問 1 空欄 1 ～ 7 に入る適切な語句を，下記の語群のなかからそれぞれ一つ選び，その記号を解答欄

にマークせよ。 
あ 第二インターナショナル い アチソン＝プラン う 全欧安全保障協力会議  

え バーンズ＝プラン お 大陸間弾道ミサイル か イラン き チェ＝ゲバラ  

く トルーマン＝ドクトリン け アフガニスタン こ ミサイル防衛システム 

さ フルヘンシオ＝バティスタ し 戦略爆撃機 す ハンガリー せ マーシャル＝プラン 

そ コミンテルン(COMINTERN) た アイゼンハワー＝ドクトリン ち バンドン会議  

つ 鉄のカーテン政策 て フィデル＝カストロ と コミンフォルム(COMINFORM) 

な ジュネーブ4巨頭会談 に マッカーサー＝プラン ぬ トロツキスト ね ウゴ＝チャベス 

の パグウォッシュ会議 は 中距離核戦力 ひ ルーズヴェルト＝ドクトリン ふ グルジア 

問 2 下線部(1)に関して，下記の説明のうち正しいものを一つ選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
a 北朝鮮のロケット打ち上げが国際的な非難を招いた背景には，国連での核拡散防止条約の採択が目

指されているにもかかわらず，核兵器の保有を発表したことがある。 
b ロケット打ち上げ後の国際的な非難に対し，北朝鮮は米国を議長国とする 6 カ国協議からの離脱を

表明した。 
c 北朝鮮のロケット打ち上げを非難する議長声明を全会一致で採択した国連の安全保障理事会は，常

任理事国である 5 カ国(米国，英国，ロシア，フランス，中国)と非常任理事国である 8 カ国から構成

されている。 
d ロケットの打ち上げに際して北朝鮮が新たに加盟した宇宙条約は，宇宙空間の軍事利用を禁止する

べく 1967 年に発効した。 
問 3 下線部(2)に関して，下記の説明のうち間違っているものを全て選び，その記号を解答欄にマークせよ。 

a 第二次世界大戦後も米国では核兵器の開発や実験が続けられ，ビキニ環礁で行われた水爆実験では

日本の第五福竜丸が被爆するという事件が発生した。 
b 米国および旧ソ連の安全保障にとっての基本的な考え方は，より多くの核兵器を保有し，先制攻撃

によって相手側の報復を完全に不可能にすることを目指すという核先制攻撃論であった。 
c 極東アジアにおける米国の戦略的拠点が日本であり，1960 年には日米両国の共同防衛，事前協議な

どを新しい内容とする新日米安全保障条約が締結された。 
d 米国と旧ソ連は直接に戦火を交えることはなかったものの，朝鮮戦争，ベトナム戦争，イラン・イ

ラク戦争など両国の代理戦争が世界各地で戦われた。 
問 4 下線部(3)に関して，2009 年 4 月時点で NATO に加盟していない国を下記のうちから全て選び，その

記号を解答欄にマークせよ。 
a ポーランド b スイス c スペイン d ウクライナ 
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問 5 下線部(4)に関して，旧ソ連がこの決定を行った当時の指導者の名前を下記のうちから一つ選び，その記

号を解答欄にマークせよ。 
a ヨシフ＝スターリン b ニキータ＝フルシチョフ c レオニード＝ブレジネフ  

d ユーリ＝アンドロポフ 

問 6 下線部(5)に関して，この検討の結果として採択された宣言の名称を下記のうちから一つ選び，その記号

を解答欄にマークせよ。 
a ヘルシンキ宣言 b ジュネーブ宣言 c オスロ宣言 d ストックホルム宣言 

問 7 下線部(6)に関して，下記の説明のうち間違っているものを全て選び，その記号を解答欄にマークせよ。 
a 1970 年代後半以降，米ソ関係の悪化を招いた政策を主導したミハイル＝ゴルバチョフ書記長は，1

980 年代半ばには西側との協調を求めて「新思考外交」を展開した。 
b 新冷戦期の軍拡競争において，旧ソ連は米国に先駆けて戦略防衛構想の実現を提唱したが，これに

よる国家財政の悪化が旧ソ連の崩壊を促す一因となった。 
c 米国では共和党のレーガン政権のもとで軍備拡張が進められたが，その支出によって財政赤字が拡

大し，共和党内での批判が高まった結果，1989 年にはジョージ＝ブッシュ大統領への交代が行われ

た。 
d 新冷戦後には米ソは再び歩み寄りを見せ，1987 年には中距離核戦力(INF)全廃条約が締結され，さ

らには 1989 年のマルタ会談で冷戦の終結が確認された。 
 

【13】2010 立正大学 2/21,２月試験(後期) 経済 社会福祉 心理 地球環境科 仏教 文 法  

 第 2 次世界大戦後の国際政治においては，アメリカとソ連の 2 つの超大国が覇権を握ることになった。 
 アメリカは，1947 年，独自の西欧支援策である ア を打ち出すと，ソ連は，これに対抗し，コミンフォ

ルムを結成し，緊張が激化した。 
 この東西両陣営の対立は，「自由主義」対「共産主義」のイデオロギー対立にとどまらず，アメリカを中心

とした a北大西洋条約機構と，ソ連を中心としたワルシャワ条約機構という 2 つの軍事同盟の対立へと発展し

た。こうして東西の冷戦対立ははっきりと目に見える形で現れていったのである。 
 1962 年には bキューバ危機が生じたが，その後， イ が設置され，アメリカ，ソ連の両国首脳が直接話

し合う機会がもたれるようになり，冷戦は緩和された。これを ウ という。 
 このようななか，国際社会は，従来の東西対立の軸にとらわれない多極化の動きが進行していった。また，

アジア，アフリカの発展途上国は団結し，1955 年には， エ を開くなど発言権を強化していった。この会

議では，主権と領土保全の尊重，諸国民の平等，内政不干渉などの平和 10 原則を採択し，アメリカ，ソ連の

軍事ブロックに反対して，非同盟中立の立場に立つ c第三世界が形成された。 
 ところで，1979 年に，d ソ連がアフガニスタンに侵攻したことによって， ウ は停滞した。しかし，ソ

連では，経済改革と社会主義の建て直しを願うゴルバチョフの台頭によって，アフガニスタン侵攻は止まり，

軍事費を経済改革に回すなどの変化がおきていた。 
 ヨーロッパでは，統合の動きは加速していた。東欧でもポーランドやハンガリーなどで社会主義体制から脱

却する動きが見え始めていたし，ゴルバチョフの eペレストロイカは，それを禁止するどころか，むしろそれ

らを促した。そして東西冷戦の象徴であった オ が崩壊するなど，f東欧諸国でも自由化・民主化が進行し

ていったのである。この動きは，1991 年のソ連解体へとつながり，g東西冷戦はこうして終焉を迎えた。 
問 1 文中の空欄 ア ～ オ に入る最も適切なものを下記の語群からそれぞれ一つ選び，マークしなさ

い。解答番号は ア が 1 ， イ が 2 ， ウ が 3 ， エ が 4 ， オ が 5  
① コロンボプラン ② ラインネット ③ 北京会議 ④ ホットライン  
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⑤ アパルトヘイト ⑥ バンコク会議 ⑦ デタント ⑧ ジェノサイド  

⑨ プラチナライン ⑩ ディレギュレーション ⑪ 38 度線 ⑫ プラハの春  

⑬ インターネット ⑭ マーシャル＝プラン ⑮ PKO ⑯ ベルリンの壁 ⑰ モンロー主義

 ⑱ ジュネーヴ会議 ⑲ サイゴン ⑳ バンドン会議 

問 2 文中の下線部 a の北大西洋条約機構を英字で略称したものとして適切なものを下記から一つ選び，マー

クしなさい。解答番号は 6  
① NAFTA ② NATO ③ NIES ④ NIRA ⑤ NPT 

問 3 文中の下線部 b のキューバ危機に関する記述として適切でないものを下記から一つ選び，マークしなさ

い。解答番号は 7  
① 1962 年，ソ連がキューバにミサイル基地を建設しようとしたことを理由に，アメリカは，キュー

バ海域の封鎖を行った。 
② キューバ危機当時のアメリカ大統領は，ニクソンだった。 
③ キューバ危機当時のソ連の首相は，フルシチョフだった。 
④ 結局，ソ連は，キューバのミサイルを撤去した。 
⑤ 結局，アメリカは，キューバに対して武力侵攻しないことを約束した。 

問 4 文中の下線部 c の第三世界に関する記述として適切でないものを下記から一つ選び，マークしなさい。

解答番号は 8  
① 第三世界とは，主にアジア，アフリカ，ラテンアメリカなどの発展途上国を表すものである。 
② ヨーロッパでは，アメリカ，ソ連に中立的なユーゴスラビアが第三世界の国といわれたこともある。 
③ 永世中立国であるスイスやオーストリアも，第三世界の一員である。 
④ 第三世界に対し，第一世界とは資本主義陣営としての西側諸国を指し，西ヨーロッパ，アメリカ，

日本，オーストラリアなどが含まれる。 
⑤ 第三世界に対し，第二世界とは共産主義陣営としての東側諸国を指し，東ヨーロッパ，ソ連などが

含まれる。 
問5 文中の下線部dのソ連のアフガニスタン侵攻とこれに関連する記述として適切でないものを下記から一

つ選び，マークしなさい。解答番号は 9  
① ソ連は，当時のアフガニスタン共産主義政権に対抗する武装勢力を掃討するため，軍事介入した。 
② ソ連軍の完全撤退は 1989 年のことであり，約 10 年の月日を要した。 
③ ソ連のアフガニスタン侵攻から完全撤退までの期間を指して，新熱戦時代という。 
④ ソ連のアフガニスタン侵攻を背景に，アメリカは，ヨーロッパに INF(中距離核戦力)を配備した。 
⑤ INF(中距離核戦力)開発の目的は，限定核戦争を可能にするためだった。 

問 6 文中の下線部 e のペレストロイカに関係する政策として適切でないものを下記から一つ選び，マークし

なさい。解答番号は 10  
① 言論の自由化 ② 情報公開 ③ 一党独裁制の強化 ④ 軍縮 ⑤ 市場経済への移行 

問 7 文中の下線部 f の東欧諸国の自由化・民主化に関する記述(年月ではない)として適切でないものを下記

から一つ選び，マークしなさい。解答番号は 11  
① ハンガリーでは，社会主義労働者党(共産党)政権の下，1989 年 2 月に複数政党制が正式に導入さ

れ，5 月にハンガリーとオーストリア間の国境を開放した。 
② 1989 年 6 月，ポーランドでは自由選挙が実施され，「連帯」への穏健的な政権移譲が行われた。 
③ 1989 年 8 月，ハンガリー国民のために開放されていたハンガリー・オーストリア国境を 1,000 人

ほどの西ドイツ市民が集団越境し，オーストリア経由で東ドイツに亡命した。 
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④ チェコスロバキアでは，1989 年 11 月頃から民主化勢力を中心にしたデモやストライキが度重な

り，共産党による一党独裁体制の放棄と複数政党制の導入が決定された。 
⑤ ルーマニアでは，1989 年 12 月，治安維持部隊と市民の間で衝突が起こり，多数が犠牲となった

上，指導者であったチャウシェスクが処刑された。 
問 8 文中の下線部 g の東西冷戦の終焉に関連し，日本の軍事・外交政策の変化に関する記述として適切でな

いものを下記から一つ選び，マークしなさい。解答番号は 12  
① 1996 年，日本とアメリカは，日米安保共同宣言を発表し，両国の緊密な軍事協力関係を緩和した。 
② 1997 年，日本とアメリカは，新たな「日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン)を定めた。 
③ 1999 年，日本は，ガイドライン関連法として，周辺事態法などを成立させた。 
④ 2003 年，日本は，武力攻撃事態対処法など有事関連 3 法を成立させた。 
⑤ 2004 年，日本は，国民保護法など有事関連 7 法を成立させた。 
 

【14】2010 早稲田大学 2/22,一般 社会科  

 「戦争と革命の世紀」と呼ばれた 20 世紀は，同時に，国内外の紛争とその解決を模索する主体・制度・方

法が変容した時代でもあった。米ソ対立を軸とするいわゆる冷戦については，第 2 次世界大戦終結後の 1946
年にはすでに，英元首相チャーチルが，( a )海から( b )海まで大陸を横切って東西両陣営を分断する「鉄

のカーテン」が降ろされている，と演説していた。その後十数年に及ぶ(A)冷戦成立期とそれに続くデタント期

には，核抑止論や地域的集団安全保障の考えにもとづいて，国家間や地域間の機構や条約が成立し，軍拡の動

きと(B)軍縮の動きが交差していった。米ソ二極化にとどまらない多極化や「第三世界」形成の動きも冷戦中か

ら見られたが，20 世紀後半から 21 世紀にかけては(C)民族紛争が多発し，経済体制論やイデオロギー対立より

も文化をめぐる政治的摩擦に注目が集まり，(D)ナショナリズムと民族文化との関係がクローズアップされるよ

うになった。ナショナリズムは，国民主義・国家主義・民族主義などと訳され，文化的単位と政治的単位とを

一致させようとする運動として，歴史的・地域的特性などとも呼応しつつ，主権的国民国家形成・排他的な民

族国家主義・民族独立運動などの諸局面で大きな政治的影響力を保持してきている。国家・民族・国民の三重

構造をめぐっては，一つの国家または社会の中に複数の人種・民族・言語・文化の共存を認め促進しようとす

る(E)多文化主義(multiculturalism)の動きも注目されている。 
問 1 空欄( a )と( b )に入る語の組み合わせとして最も適切なものを，ア～オから 1 つ選び，マーク解

答用紙のその記号をマークせよ。 
ア ( a ) エーゲ ( b ) バルト  イ ( a ) バルト ( b ) アドリア 

ウ ( a ) バルト ( b ) 黒    エ ( a ) 北 ( b ) エーゲ 

オ ( a ) 北 ( b ) アドリア 

問 2 下線部(A)に関し，下記①～⑥の出来事を年代順に正しく並べてあるものを，ア～オから 1 つ選び，マ

ーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
① マーシャル＝プラン発表 ② 朝鮮戦争勃発 ③ キューバ危機  

④ 北大西洋条約機構結成 ⑤ 「ベルリンの壁」建設 ⑥ ワルシャワ条約機構結成 

ア ①→②→④→⑥→③→⑤ イ ④→⑥→①→②→⑤→③ 

ウ ①→③→②→④→⑥→⑤ エ ④→②→①→⑤→⑥→③ オ ①→④→②→⑥→⑤→③ 

問 3 下線部(B)に関し，下記①～⑤の条約名とその説明(い)～(ほ)の組み合わせとして最も適切なものを，ア

～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
① 中距離核戦力(INF)全廃条約 ② 核拡散防止条約(NPT) 

③ 部分的核実験禁止条約(PTBT) ④ 第 2 次戦略兵器削減条約(STARTⅡ) 
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⑤ 包括的核実験禁止条約(CTBT) 

(い) 1987 年に調印された地上発射ミサイルの廃棄に関する条約であるが，空中・海中発射のミサイルに

ついては触れられていない。 
(ろ) 米ロ両国の戦略核弾頭数の削減を決めて 1993 年に調印されたが，批准されず，発効しなかった。 
(は) 1996 年に採択されたが，米中が批准せず，インド・パキスタン・北朝鮮も署名していないため，発

効の見通しは立っていない。 
(に) 国連総会で採択された条約であり，この条約に加盟する非核保有国は，国際原子力機関による核査察

を受ける義務を負う。 
(ほ) 米英ソ間で締結された条約であるが，フランスと中国が反対し，中ソ論争の一因ともなった。 

ア ①－(い)， ②－(に)， ③－(ほ)， ④－(ろ)， ⑤－(は) 

イ ①－(は)， ②－(に)， ③－(い)， ④－(ほ)， ⑤－(ろ) 

ウ ①－(ほ)， ②－(い)， ③－(に)， ④－(は)， ⑤－(ろ) 

エ ①－(ろ)， ②－(は)， ③－(に)， ④－(い)， ⑤－(ほ) 

オ ①－(い)， ②－(ほ)， ③－(は)， ④－(ろ)， ⑤－(に) 

問 4 下線部(B)に関し，2002 年に調印された米ロ戦略攻撃力削減条約(モスクワ条約)について最も不適切な

記述を，ア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア 2012 年までに，米ロ両国の戦略核弾頭配備数を各 1700～2200 発以内に削減する条約である。 
イ 核弾頭の構成は米ロ各々の決定に任されている。 
ウ 核弾頭そのものの廃棄は定められていない。  
エ 運搬手段については破棄の規定が定められている。 
オ 条約履行のため，両国間の履行委員会の開催が定められている。 

問 5 2008 年度の日本の防衛関係費は，一般会計予算の何％程度であるか。最も近い数値をア～オから 1 つ

選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア 1％ イ 3％ ウ 6％ エ 12％ オ 18％ 

問 6 下線部(C)に関し，アフリカにおける紛争とその解決の模索について最も不適切な記述を，ア～オから 1
つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 

ア スーダンでは，イスラム化政策を推し進める政府と反発する南部非イスラム教徒との紛争などによ

り，多数の国内避難民や国外流出する難民が発生した。 
イ ルワンダでは，少数派民族のフツ族に対して，多数派民族のツチ族が抵抗して内戦となり，虐殺さ

れたフツ族が 80～100 万人に達したとされている。 
ウ ソマリアでは 1991 年以降の内戦を受けて国連の部隊も投入されたが，治安の回復は難しく，武装

勢力の乱立による無政府状態が続くこととなった。 
エ 南アフリカの真実和解委員会は，アパルトヘイトをめぐる人権侵害事実の調査・確定とともに，事

実を告白した加害者の免責を掲げ，応報的正義にとどまらない「赦しと和解による正義」の導入を志

した。 
オ 米ソ代理戦争ともなったアンゴラ内戦では，アンゴラ政府軍とアンゴラ全面独立民族同盟(UNIT

A)との間で 2002 年に停戦協定が交わされた。 
問 7 下線部(C)に関し，アジア地域の紛争について最も不適切な記述を，ア～オから 1 つ選び，マーク解答

用紙のその記号をマークせよ。 
ア 新疆ウイグルでは，文化大革命など中国政府による圧迫を背景に，ウイグル人による中国からの独

立を目指す運動が起きた。 
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イ カシミール紛争は，カシミール地方の領有をめぐるインドとアフガニスタンとの軍事衝突である。 
ウ スリランカでは，多数派のシンハラ人と少数派のタミル人との抗争が起きている。 
エ 北朝鮮の核開発問題をめぐって，米中ロ日韓に北朝鮮を加えた 6 ヶ国協議がもたれてきた。 
オ インドネシアからの独立を目指すアチェに対して，2005 年の和平協定で幅広い自治権が認められ

た。 
問 8 下線部(D)に関し，最も不適切な記述を，ア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせ

よ。 
ア ヒトラーのナチスは，ナショナリズムとファシズムやレイシズム(人種主義)とを結合した政策を主

張した。 
イ フランスのルナンは，ネーションの結合の基礎をなすのは，人種や言語の統一性ではなく人民の合

意であるとした。 
ウ 思想家フィヒテは，言語とそれにもとづく文化の同一性によってドイツ人というネーションを定義

できると主張した。 
エ E.ゲルナーや B.アンダーソンは，近代における産業化の進展や印刷技術の発達が，大規模な国民

意識の統合を要請すると同時に国民意識の形成に大きな役割を果たしたと指摘した。 
オ H.コーンは，先進国で自発的に醸成された「東のナショナリズム」と，後発性からくるコンプレ

ックスゆえに抑圧的になった「西のナショナリズム」とを対比した。 
問 9 下線部(E)に関し，最も不適切な記述を，ア～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせ

よ。 
ア カナダでは，多数派の英語系社会に対して仏語系のケベック州や先住民の反発が増大したため，多

文化主義が政府の公式政策として採用され，カナダ多文化主義法も成立した。 
イ 一国内での言語の多様性を維持するために複数の言語を公用語として採用することを多言語主義

という。 
ウ 多文化主義は，文化的少数者集団(マイノリティ)を利益集団のひとつとみなして，差別されている

文化集団が選挙で多数票を獲得することによって，多文化政策が推進されることを奨励する。 
エ 文化的少数者集団に自治権や特別代表権を認めることも，多文化主義政策のひとつである。 
オ アメリカでは，各民族に固有の文化に配慮して，大学のカリキュラムや教科書を修正していこうと

する動きもある。 
問 10 下線部(E)に関し，政治と文化と人権の関係においては，「国家の統一的運営」「文化的少数者集団の

尊重」「個人の権利の尊重」の間で衝突が起こることがあるが，そうした例として最も不適切なものを，ア

～オから 1 つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。 
ア フランスの公立学校内でのイスラム教徒のスカーフ着用の是非。 
イ イスラム諸国家によるイスラム法を理由とした女性差別撤廃条約への留保。 
ウ 中国返還後の香港における一国二制度の導入。 
エ ドイツにおける良心的兵役拒否と選択的徴兵制をめぐる議論。 
オ カナダにおける少数派言語を母語とする両親のもとに生まれた子どもの言語教育。 

 

【15】2009 早稲田大学 2/20 政治経済  

 第二次世界大戦末期の 1945 年 2 月，米英ソ 3 国の首脳が一堂に会し，戦後国際政治秩序のあり方について

協議した。その会議では，Aドイツの戦後処理，ソ連の対日参戦，ドイツから解放された後の東ヨーロッパ諸

国の取り扱いなどについて，合意が形成され協定が結ばれた。しかしその後，東ヨーロッパにおけるソ連の行
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動を協定違反であるとする見方が，アメリカ政府の中では支配的になり，戦中は同盟国であった米ソ両国は，

対立へと向かっていった。 
 戦後，米ソ両超大国が B イデオロギー対立と軍事的対立を展開する， 1 と呼ばれる国際政治が現れた。

米ソ以外の諸国の多くは，米ソどちらかを盟主とする 2 と呼ばれる同盟体制の中に組み込まれ，東西にわ

かれて対立していった。 
 1950 年代中ごろまでには，米ソ両国はともに水素爆弾を保有し，核兵器によって相手を脅しあう関係に入

った。そこでは，核兵器による先制攻撃を行えば，相手から核兵器による報復が必ず行われると予測されるの

で，互いに先制核攻撃は行わないという 3 と呼ばれる状況が形成された。 
 1962 年 10 月，米ソ両国政府は，C核戦争の一歩手前まで近づいたといえる危機に直面した。これをきっか

けとして米ソ両国は，互いの意図の読み違いやコミュニケーションの錯誤による 4 を引き起こすことを避

けるために，D両国首脳間のコミュニケーションを円滑にする仕組みを，この危機の直後につくり上げた。ま

た，核兵器の拡散を防止するために，1963 年には部分的核実験禁止条約が，1968 年には 5 が結ばれた。

さらに，1960 年代末から 70 年代初頭には，米ソ両国は戦略核兵器制限条約を結び，互いの持つ核兵器の種

類や量の制限を図る， 6 の体制をつくり上げていく。しかし，米ソ両国は核軍拡競争をやめることはなか

った。 
 当時，米ソの間には，E自国の安全を軍事的な措置によって確立しようとすればするほど，かえって安全で

はなくなるという状況が存在していた。安全保障を確実にするために防衛的な意図に基づいて行われた軍事的

措置が，相手には攻撃的な意図に基づくものととらえられ，対抗的な軍事的措置を招く。その結果，両者の間

には緊張が高まり，核戦争の可能性の高い危険な状況に陥ったのである。このような危険な状況から抜け出す

ためには，米ソ両国政府は，対立関係そのものから脱却するという決定を下さなければならなくなった。そし

て，1989 年にはマルタ島で，Fこの対立を終結させる宣言を発表することになるのである。 
問１ 下線部分 A の協定を何というか。最も適合する用語を解答欄に記入せよ。 
問２ 文中の 1 ～ 6 に最も適合する用語を下記の選択肢から選び，その記号を解答欄に記入せよ。 

ア 偶発核戦争 イ NPT ウ 勢力均衡 エ 冷戦 オ ワシントン軍縮条約  

カ 相互核抑止体制 キ 緊張緩和 ク 核軍縮 ケ 人間の安全保障 コ 同盟体制 

サ START シ ヘルシンキ宣言 ス 柔軟反応 セ 核軍備管理 ソ 限定核戦争  

タ ジュネーブ協定 チ 陣営 ツ 核兵器不使用 テ 大量報復 ト スターウォーズ戦略 

問３ 下線部分 B に関連して，1947 年にアメリカ政府が打ち出した，ヨーロッパへの大規模な経済援助政策

を，何というか。最も適合する用語を解答欄に記入せよ。 
問４ 下線部分 C の危機は何と呼ばれているか。最も適合する用語を解答欄に記入せよ。 
問５ 下線部分 D は何と呼ばれているか。最も適合する用語を解答欄に記入せよ。 
問６ 下線部分 E のような状況を何と呼ぶか。最も適合する用語を解答欄に記入せよ。 
問７ 下線部分 F の宣言を行ったソ連の首脳は誰か。その名前を解答欄に記入せよ。 
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【1】2011 青山学院大学 2/7,全学部日程  

問 1 [2] 問 2 [3] 問 3 [4] 問 4 [5] 問 5 [4] 問 6 [5] 問 7 [1] 問 8 [2] 

問 9 [4] 問 10 [4] 問 11 [1] 問 12 [3] 

【2】2010 学習院大学 2/10 法  

問 1 A 鉄のカーテン B キューバ危機 C マルタ 問 2 d 問 3 a 問 4 b，d 

問 5 D ペレストロイカ E グラスノスチ F INF G CIS 問 6 a 問 7 c，e，f 

【3】2011 駒澤大学 2/5,Ｔ方式 経済 文 法－Ａ(昼主)  

問 1 1 (ｶ) 2 (ｾ) 3 (ｿ) 4 (ﾂ) 5 (ｴ) 6 (ｹ) 7 (ｺ) 8 (ｽ) 

問 2 (ｲ) 問 3 (ｳ) 問 4 (ｴ) 

【4】2011 駒澤大学 2/8,Ｓ・Ｔ方式 経営 文  

問 1 1 (ﾃ) 2 (ｽ) 3 (ｱ) 4 (ｵ) 5 (ｸ) 6 (ﾈ) 7 (ﾄ) 8 (ｺ) 

問 2 チトー 問 3 (ｱ) 問 4 (ｱ) 

【5】2010 駒澤大学 2/7,Ｔ方式 経営 経済 文  

問 1 1 (ｳ) 2 (ｹ) 3 (ﾀ) 4 (ﾂ) 5 (ｺ) 6 (ｶ) 7 (ﾈ) 8 (ﾆ) 

 9 (ﾇ) 10 (ﾁ) 11 (ﾅ) 問 2 日米安全保障条約 

【6】2010 成蹊大学 2/13,Ａ方式(地歴公民型) 経済  

問 1 ① 問 2 ③ 問 3 ④ 問 4 ③ 問 5 ② 問 6 ④ 問 7 ② 問 8 ③ 

問 9 ③ 問 10 ③ 問 11 ④ 問 12 ④ 問 13 イ ⑤ エ ④ 問 14 ② 

【7】2010 摂南大学 2/4,ＡＣ日程(前期センタープラス方式)・Ａ日程(前期) 外国語 経営 法 経済 

問 1 (c) 問 2 (c) 問 3 (d) 問 4 (c) 問 5 (1) (d) (2) (a) (3) (a) (4) (a) 

問 6 (a) 問 7 (b) 

【8】2011 拓殖大学 2/4,得意科目(Ａ方式) 外国語 工 国際 商 政経  

21 ① 22 ④ 23 ③ 24 ④ 25 ② 26 ③ 27 ② 28 ④ 29 ② 30 ③ 

【9】2011 中京大学 2/1,一般(前期日程(Ｍ２・Ｍ３方式(文系型)))  

問 1 A エ B カ C シ D コ E サ F オ 問 2 エ 問 3 ① ウ ② エ ③ イ 

④ エ 問 4 a シ b オ c ア d ク 

【10】2011 東洋大学 2/8,Ａ・Ｃ・Ｄ方式  

問 1 A ④ B ② C ③ D ② E ④ F ① G ② H ③ 

問 2 ア ② イ ⑥ ウ ① エ ③ オ ⑦ カ ⑤ 問 3 ③ 問 4 ⑤ 問 5 ③ 

【11】2011 法政大学 2/16,Ａ方式・Ａ方式(Ⅱ日程) キャリアデザイン 国際文化 法  

問 1 ウ 問 2 オ 問 3 エ 問 4 ① オ ② ケ 問 5 ア 問 6 カ 問 7 ア 問 8 イ 

【12】2010 法政大学 2/12,Ａ方式・Ａ方式(Ⅱ日程) スポーツ健康 経済 社会  

問 1 1 く 2 せ 3 と 4 て 5 う 6 は 7 け 問 2 d 問 3 b，c，d  

問 4 b，d 問 5 b 問 6 a 問 7 a，b，c 

【13】2010 立正大学 2/21,２月試験(後期) 経済 社会福祉 心理 地球環境科 仏教 文 法  

問 1 ア ⑭ イ ④ ウ ⑦ エ ⑳ オ ⑯ 問 2 ② 問 3 ② 問 4 ③ 問 5 ③ 

問 6 ③ 問 7 ③ 問 8 ① 

【14】2010 早稲田大学 2/22,一般 社会科  

問 1 イ 問 2 オ 問 3 ア 問 4 エ 問 5 ウ 問 6 イ 問 7 イ 問 8 オ 

問 9 ウ 問 10 ウ 
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【15】2009 早稲田大学 2/20 政治経済  

問１ ヤルタ協定 問２ 1 エ 2 チ 3 カ 4 ア 5 イ 6 セ 問３ マーシャルプラン

問４ キューバ危機 問５ ホットライン 問６ 囚人のジレンマ 問７ ゴルバチョフ 

 


