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目の　　 の後に、選
択した地域について
主題を軸にして追究
できる 　　　　 を 
設置しています。

概論

選択事例

　地理の学習で必要となる基礎的な技能が身につくようにしています。
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1 部 1 章
地図やGISの基本的
な使い方から、GISを
利用した地域分析ま
で段階的に学べるよ
うにしています。

1 部 2 章
現代世界の結びつき
を多様な地図から考
察できるようにしてい
ます。

2 部 1 章
世界各地の生活文化
の特色を学ぶことで、
国際理解を育めるよ
うにしています。

●「生活文化」単元において、地形や気候など地理学習の基礎とな
る系統地理的な学習項目や、世界各地の現在の生活文化が学べる
地域事例を引き続き充実させています。
●「地球的課題」単元や「防災」単元でも複数の具体事例を比較し
ながら、課題の解決策を多角的に考察できるようにしました。
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地理学習の基礎から発展まで 学べる構成
●令和4年度版教科書から全体のページ数を増減することなく、地理的な課題の解決に
向けて探究できる特設「アクティブ」を全7テーマ（14ページ）新設しました。� �
（➡本資料p.18-19、26-27、32-33）
●選択的に扱うことができる「アクティブ」や「選択事例」により、授業時間数に応じた進
度調整がしやすくなるように改善しました。

アクティブ 　社会のさまざまな課題に向き合い、解決に向けて協働的に取り組めるようにしています。

選
択
事
例

2 部 2 章
地球的課題について、
複数の具体事例を比
較しながら考察できる
ようにしています。

3 部 1 章
防災について、災害発
生のメカニズムから対
策まで学べるようにし
ています。

3 部 2 章
地域調査の手法を丁
寧に学べるようにして
います。
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世界の地形と人々の生活1節
地球上には、高く険しい山脈や広大な平原、深い谷などの多様な地形がある。人々はこうした地形とどのよう
に関わり合っているのだろうか。そして、世界各地ではどのような生活が営まれているのだろうか。

1 地
ち
殻
かく
変動　地球表面を覆

おお
う地殻に生じるさ

まざまな変化のこと。火山の噴
ふん
火
か
や地

じ
震
しん
などの

活動に加え、長期間にわたる広大な地域の陸地
の隆

りゅう
起
き
や沈

ちん
降
こう
、それに伴

ともな
う褶

しゅう
曲
きょく
や断層運動など

がある。

人々の生活と
深く関わる地形

　　人々の生活は、土地の高低や起
き

伏
ふく

といった地形と

関わり合いながら成立しており、それは、鉄道が

さまざまな地形に対応して敷
ふ

設
せつ

されていることからもわかる（写真1・2）。
　私たちの生活の舞

ぶ

台
たい

になっている陸地は、地球表面の 3割を占
し

めて

おり、残りの 7割は海である。陸地の大部分は高度 1000 m 以下であ

り（図3）、世界の人々のほとんどがそこに暮らしている。広大な平野は
一
いっ

般
ぱん

に大陸の内陸部に広がっており、巨
きょ

大
だい

な山脈は大陸の縁
えん

辺
ぺん

部
ぶ

に分布

する傾
けい

向
こう

がある。起伏の小さな平野は、開発する際に地形的な制約が少

ないため、大都市や農業地帯の多くが平野に立地している。

地形をつくる力
　　地球上の地形は、地球内部からの力である内的
営力と、太陽エネルギーを源にした外的営力とい

う二つの力が作用してつくられる。内的営力は地
ち

殻
かく

変動や地
じ

震
しん

、火山活

動によって地形を変化させる力であり、長い地質時代（表6）を通して大
陸や大平原、巨大な山脈など、広

こう

範
はん

囲
い

に及
およ

ぶ大地形をつくってきた。一

� p.51、187

1

2 p.184、

扌2  大平原を走る鉄道（オーストラリア、9月）扌1  高く険しいアルプス山脈を走る鉄道（スイス、2015年 8月）　
標高 4000 m以上の山々が連なるアルプス山脈には、美しい景
観を求めて多くの人が訪

おとず
れる。

生活の舞台となる地形1 多様な地形は、人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。

深
度
（－）

高
度
（＋）

8000
6000
4000
2000
0

2000
4000
6000
8000
10000

0 5 10 15 20 25％

m

海面

（最高点）エヴェレスト山 8848m

（最深点）マリアナ海溝 -10920m
かいこう

〔理科年表 2024、ほか〕

扌3  地球表面の高度分布

2 火山活動　地下のマグマや熱水、火山ガス
の地表への噴

ふん
出
しゅつ
などによって生じるさまざまな

現象のこと。噴火や溶
よう
岩
がん
の流出、火山性地

じ
震
しん
な

どがある。

学習課題

節の主題

見通し・振り返りシート世界の地形と人々の生活1節

写真1と写真2の地形に違
ちが

いがみられるのはなぜだろうか。Q

5

10

15

47世界の地形を表した地図で、巨
きょ

大
だい

な山脈や海
かい

溝
こう

、海
かい

嶺
れい

の位置や分布を調べよう。地図帳活用

方の外的営力は、気温の変化や雨、風、氷河、河
か

川
せん

などの作用によって

地形を変化させる力であり、気候地域ごとに多様である。外的営力は狭
せま

い範囲に作用して、比
ひ

較
かく

的
てき

規模の小さな小地形をつくる。

変動帯と
安定地域

　世界の大地形は、地震活動や地殻変動が活発で、巨大

な山脈や活断層、火山などが分布する変動帯と、それ以
外の地震・火山活動が不活発な安定地域で特徴が大きく異なる（図4）。
　地球の表面は厚さ 100 km 程度の固い岩石でできたプレートに覆

おお

わ

れている。変動帯はプレート境界に沿って広がり、プレートの運動と密

接に関連している。プレートは十数枚に分かれており、それぞれが海面

を覆いつくした流氷のようにゆっくりと滑
すべ

り動いている（図5）。地殻変
動や地震・火山活動と、それらによる大地形の発達は、プレートの動き

が原因で生じると考えられている。このようにさまざまな地学現象をプ

レートの運動に求める考えをプレートテクトニクスとよぶ。変動帯と安
定地域では、地形的な特徴や地震・火山活動に違

ちが

いがあるため、それぞ

れの場所に暮らしている人々の生活にも違いがみられる。

� p.50〜56

� p.48

� p.49

plate、� p.48

� p.48

plate tectonics

� p.198、199
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変動帯の
山地・平野

卓状地
楯状地

＊ハワイはどの区分に
もあてはまらない

地溝

大陸棚
海洋底

主な海溝
主な海嶺

安定地域の山地
安定地域の平野
（安定陸塊）

陸 地海 洋

扌4  変動帯と安定地域

扌5  大陸の移動と現在の大陸の分布　かつて存在した巨
きょ

大
だい

大陸パンゲアが、分
ぶん

裂
れつ

・移動して現在の大陸の分布に至ったと考えられている。
読み解き  現在の大陸は、それぞれどのように移動してきたのだろうか。

大陸および
プレートの動き

テティス海
　（地中海の
　　　前身）

パ
ン
ゲ
ア

ローラシア大陸古太平洋
古太平洋

ゴンドワナ大陸
プレート境界

1 中生代初期（約2億2500万年前） 2 中生代中期（約1億8000万年前） 3 新生代初期（約6500万年前） 4 現　在 〔De Grote Basatlas 2012、ほか〕

確認 巨
きょ

大
だい

な山脈や海
かい

溝
こう

、海
かい

嶺
れい

な
どの大地形が、どのような力で形成された
のか確認しよう。

説明 土地の起
き

伏
ふく

が人々の生活に
与
あた

える影
えい

響
きょう

について、身近な地域の例を挙
げて説明しよう。

微生物の誕生

酸素濃度上昇と
鉄鉱床の形成

陸上動植物の出現
石炭層の形成

大陸氷河の出現
人類の誕生
氷河時代
人類の進化と拡散

ほ乳類の多様化

恐竜の時代

先カンブリア時代
せん

古生代

中生代

古第三紀

新第三紀

第四紀

新生代

地質時代 事　項年 代
46億年前

5億
3900万年前

2億
5200万年前

6600万年前

2300万年前

260万年前

〔International Commission on Stratigraphy資料〕

扌 6  地質時代の区分

2
部
1
章

地

　
　形

1
章
1
節節の主題

節の見通しを立
てる問いを設け
ています。

Q

迫力ある導入資
料とその資料を
考察するための
問いを設けてい
ます。

学習課題
見開きの見通し
を立てる問いを
設けています。

5

10

46 変動帯　プレート中学校との関連

世界の地形と人々の生活1節
地球上には、高く険しい山脈や広大な平原、深い谷などの多様な地形がある。人々はこうした地形とどのよう
に関わり合っているのだろうか。そして、世界各地ではどのような生活が営まれているのだろうか。

1 地
ち
殻
かく
変動　地球表面を覆

おお
う地殻に生じるさ

まざまな変化のこと。火山の噴
ふん
火
か
や地

じ
震
しん
などの

活動に加え、長期間にわたる広大な地域の陸地
の隆

りゅう
起
き
や沈

ちん
降
こう
、それに伴

ともな
う褶

しゅう
曲
きょく
や断層運動など

がある。

人々の生活と
深く関わる地形

　　人々の生活は、土地の高低や起
き

伏
ふく

といった地形と

関わり合いながら成立しており、それは、鉄道が

さまざまな地形に対応して敷
ふ

設
せつ

されていることからもわかる（写真1・2）。
　私たちの生活の舞

ぶ

台
たい

になっている陸地は、地球表面の 3割を占
し

めて

おり、残りの 7割は海である。陸地の大部分は高度 1000 m 以下であ

り（図3）、世界の人々のほとんどがそこに暮らしている。広大な平野は
一
いっ

般
ぱん

に大陸の内陸部に広がっており、巨
きょ

大
だい

な山脈は大陸の縁
えん

辺
ぺん

部
ぶ

に分布

する傾
けい

向
こう

がある。起伏の小さな平野は、開発する際に地形的な制約が少

ないため、大都市や農業地帯の多くが平野に立地している。

地形をつくる力
　　地球上の地形は、地球内部からの力である内的
営力と、太陽エネルギーを源にした外的営力とい

う二つの力が作用してつくられる。内的営力は地
ち

殻
かく

変動や地
じ

震
しん

、火山活

動によって地形を変化させる力であり、長い地質時代（表6）を通して大
陸や大平原、巨大な山脈など、広

こう

範
はん

囲
い

に及
およ

ぶ大地形をつくってきた。一

� p.51、187

1

2 p.184、

扌2  大平原を走る鉄道（オーストラリア、9月）扌1  高く険しいアルプス山脈を走る鉄道（スイス、2015年 8月）　
標高 4000 m以上の山々が連なるアルプス山脈には、美しい景
観を求めて多くの人が訪

おとず
れる。

生活の舞台となる地形1 多様な地形は、人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。
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嶺
れい

の位置や分布を調べよう。地図帳活用

方の外的営力は、気温の変化や雨、風、氷河、河
か

川
せん

などの作用によって

地形を変化させる力であり、気候地域ごとに多様である。外的営力は狭
せま

い範囲に作用して、比
ひ

較
かく

的
てき

規模の小さな小地形をつくる。

変動帯と
安定地域

　世界の大地形は、地震活動や地殻変動が活発で、巨大

な山脈や活断層、火山などが分布する変動帯と、それ以
外の地震・火山活動が不活発な安定地域で特徴が大きく異なる（図4）。
　地球の表面は厚さ 100 km 程度の固い岩石でできたプレートに覆

おお

わ

れている。変動帯はプレート境界に沿って広がり、プレートの運動と密

接に関連している。プレートは十数枚に分かれており、それぞれが海面

を覆いつくした流氷のようにゆっくりと滑
すべ

り動いている（図5）。地殻変
動や地震・火山活動と、それらによる大地形の発達は、プレートの動き

が原因で生じると考えられている。このようにさまざまな地学現象をプ

レートの運動に求める考えをプレートテクトニクスとよぶ。変動帯と安
定地域では、地形的な特徴や地震・火山活動に違

ちが

いがあるため、それぞ

れの場所に暮らしている人々の生活にも違いがみられる。
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世界の地形と人々の生活1節
地球上には、高く険しい山脈や広大な平原、深い谷などの多様な地形がある。人々はこうした地形とどのよう
に関わり合っているのだろうか。そして、世界各地ではどのような生活が営まれているのだろうか。
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に及
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� p.51、187

1

2 p.184、

扌2  大平原を走る鉄道（オーストラリア、9月）扌1  高く険しいアルプス山脈を走る鉄道（スイス、2015年 8月）　
標高 4000 m以上の山々が連なるアルプス山脈には、美しい景
観を求めて多くの人が訪

おとず
れる。

生活の舞台となる地形1 多様な地形は、人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。
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扌3  地球表面の高度分布
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できるQRコー
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す。

読み解き

資料の読み解き
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本文や図表から
基礎的な内容を
確認する振り返
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学習の見通し・振り返り ＊ 2 部 1 章の選択事例では、「事例の主題」と「事例の振り返り」

学びやすく、理解が深 まる見開き構成
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はば

広
ひろ

い分野でヨーロッパに大きな影
えい

響
きょう

をもたらしてきた。

　キリスト教には、図4のようにプロテスタント、カトリック、正教会
という三つの主な宗派がある。その分布は言語にも関係が深く、プロテ

スタントはゲルマン語派、カトリックはラテン語派、正教会はスラブ語

派の分布と重なる部分が多い（図5）。

ヨーロッパ統合 
への歩み

　　ヨーロッパ諸国はキリスト教の信仰などの共通

性をもつ一方で、言語や宗派などが異なることか

らさまざまな民族が形成され、独自の伝統や歴史を背景とした多様性を

もつことも特徴としている。そのため、価値観が同じではない国どうし

の協力は容易でなかった。しかし、過去に 2回の世界大戦の戦場とな

り国土が荒
こう

廃
はい

したことで、戦後は復興と発展を目指して国家間の協力関

係を強める動きが活発になった。また、人口規模が小さいヨーロッパの

国々は国内の市場に限りがあることも、国の枠
わく

を超
こ

えた協力を促
うなが

すこと

となった。

　1952 年に西ヨーロッパ 6か国による経済協力から始まった国家間の

結びつきは、ヨーロッパ経済共同体（EEC）やヨーロッパ共同体（EC）を

経て、1993 年にはヨーロッパ連合（EU）へと発展した。2004 年以降は、
かつての冷戦時代には対立関係にあった東ヨーロッパ諸国も加盟するよ

うになり、現在の EU加盟国は 27 か国となっている（表7）。多くの
国々で EUの単一通貨ユーロが流通しており、日常の消費生活において
使用されている。
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扌 6  教会前の広場で開かれるクリス
マスマーケット（ドイツ、ドレスデン、
2016 年 12 月）

扌 7  ヨーロッパ統合への歩み　シェンゲン協
定は、ヨーロッパにおいて、パスポートや身分
証の提示なしで国境を自由に往来できる取り決
めのこと。EU 加盟 23 か国に、EU 非加盟の
ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテン
シュタインを加えた 27 か国が協定を締

てい
結
けつ

して
いる（2023 年）。
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扌4  ヨーロッパのキリスト教の宗派の分布
読み解き  ヨーロッパの宗教や言語の分布を、図4・5と本文で確認しよう。

扌5  ヨーロッパの言語の分布

確認 ヨーロッパ諸国における宗
教と言語の分布の共通性を確認しよう。
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※各国・地域の長方
　形の大きさは人口
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世界には飢
き
餓
が
と飽食の地域格差がある。栄養不足

の人が多い地域はどのような地域だろうか、割合
や数を①・③図から読み取ろう。一方、肥満率が高い国
はどのような国だろうか、⑤図から読み取ろう。

読図読図
59

SDGsは、「誰ひとり取り残
さない」という理念の下、

世界中の人々が幸せに暮らすことを
目標にしている。⑰図の人間開発指
数（HDI）は、これを数値化したも
のである。HDI が低い国は、どの
ような課題があるだろうか、③～⑯
の世界図から課題を考えよう。
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167食料の主題図で、各国の穀物自給率や小麦の移動を確認しよう。地図帳活用

力が入れられてこなかった。これらの地域で、異常気象による干ばつや

洪
こう

水
ずい

が発生したり（写真5）、感
かん

染
せん

症
しょう

が流行したりすると、食料不足が深

刻化する。また、貧
ひん

困
こん

によって必要な食料を確保できず、栄養不足に

陥
おちい

っている人も多い。

先進国に
偏る食料

　　先進国では食生活が多様化しており、畜
ちく

産
さん

物
ぶつ

や野菜、

果物などを世界中から輸入している。先進国では特に肉

類の消費が多いが、家畜の肥育には とうもろこし などの穀物が大量に

使用されるため（図8）、肉類を摂
せっ

取
しゅ

すると間接的にその何倍もの穀物が

消費されることになる。肉類ではなく直接穀物を食べれば、はるかに少

ない穀物で人口を養えるため、肉類消費の拡大には批判も大きい。

　近年では、中国やブラジルなどの経済発展の著
いちじる

しい国々でも、家畜の

飼料用としての穀物需要が急増している（写真6）。また、アメリカ合衆国
で とうもろこし がバイオエタノールの原料として大量に利用されている
ことも、穀物供給を圧

あっ

迫
ぱく

している。こうしたなか、2000年代に入ってか

ら世界の穀物価格は上
じょう

昇
しょう

するとともに不安定化しており（図9）、穀物を
輸入に依

い

存
そん

する多くの発展途上国では、人々の生活がおびやかされている。

� p.42

� p.170

� p.152

確認 アフリカで栄養不足の人々
が多くなっている背景を確認しよう。

説明 先進国と発展途
と

上
じょう

国
こく

の食料
問題は、どのように関係し合っているのか
説明しよう。

扌 6  大量に輸入される大豆（中国、チヤンスー（江蘇）省、ナントン 
（南通）、2022年）　船の全長は 200 m以上ある。

扌 7  地域別の穀物生産量と人口　 読み解き  穀物生産量と推計人口
のグラフの長さの差に着目しよう。

穀物生産量（億t）

推計人口（億人）

穀物生産量（億t）

推計人口（億人）
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ラ テ ン
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（2021年）〔FAOSTAT、ほか〕

扌 8  世界の穀物の使われ方　 読み解き  アメリカ合衆国とバングラ
デシュの違

ちが
いに着目しよう。

食用57.8％

83.4

83.1

56.2

52.5

31.6

25.7

20.1

16.6

16.9

43.8

47.5

68.4

74.3

79.9

飼料用42.2世界計
23億4674万t
アメリカ合衆国
1億8712万t
ＥU27か国
2億1278万t
ブラジル
8331万t
日本
3170万t
中国

5億2410万t
バングラデシュ
5448万t

後発開発途上国＊
平均

＊国連総会により認定された特に開発の後れた国々（2020年）〔FAOSTAT〕

扌9  主な穀物価格の推移　 読み解き  近年の
穀物価格の推移と、1985 年～ 95年の価格の
推移の違

ちが
いに着目しよう。

ドル/t
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６００

４００
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０
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小麦

米

とうもろこし

大豆

〔world Bank資料〕

扌 5  干ばつによって作物が枯
か
れた耕地（ジンバブエ、ハラレ近

きん
郊
こう
、

2019年 3月）　降水量が足らず、とうもろこしが枯れている。

2
部
1
章

食 

料 

問 

題

2
章
4
節

◀  新詳高等地図 
p.153-154

地図帳活用

地理的な見方・考え方を働か せるよう改良した「Q」、「地図帳活用」

鳥瞰図で地形
の起伏や地域
の特徴的なイラ
ストを確認する
ことで、自然環
境や生活文化
など地域の特
色を大観するこ
とができます。

3

主題図から各国
の穀物自給率の
傾向を読み取る
ことができます。
さらに、同縮尺
で示されたほか
の主題図と比較
することで、分
布の特徴や事
象間の関連性を
考察できます。

4

●授業や自学自習の際に使いやすい�「地図帳活用」を56か所見開きの右下に設置しています。
●一般図、鳥瞰図、主題図、統計資料など豊富な資料が掲載されている地図帳との連携を図ることで、
位置や分布、他地域との結びつきなどを地図上でとらえ、深い学びにつながるようにしています。
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60 偏西風　雨季　乾季　季節風（モンスーン）中学校との関連

大気大循環と
恒常風

　　地球規模での大気の流れである大気大
だい

循
じゅん

環
かん

（図1）
があることで、低

てい

緯
い

度
ど

から高緯度へと熱が輸送され、

地球全体の気温差は小さくなる。

　多くの太陽エネルギーを受ける赤道付近では、熱帯収束帯（赤道低圧
帯）ができ、緯度 30度付近の亜

あ

熱
ねっ

帯
たい

高圧帯（中緯度高圧帯）から東寄り
の貿易風が吹

ふ

く。緯度 60度付近には亜寒帯低圧帯（高緯度低圧帯）がで
き、極高圧帯から東寄りの極

きょく

偏
へん

東
とう

風
ふう

が吹く。亜熱帯高圧帯と亜寒帯低圧

帯の間では、西から東へ偏
へん

西
せい

風
ふう

が吹き、この偏西風の蛇
だ

行
こう

によって、低

緯度から高緯度へ暖かい大気が運ばれる。偏西風や貿易風のように、一

年中ほぼ同じ方向に吹く風を恒
こう

常
じょう

風
ふう

とよび、人々の生活に利用されてき

た（写真2）。

降水量の地域差
と季節変化

　　降水量は上
じょう

昇
しょう

気流が発生しやすい低圧帯で多く

なる。特に大気中の水蒸気量が多い熱帯収束帯で

は降水量が多い。一方、下降気流が発生しやすい亜熱帯高圧帯や極高圧

帯では降水量が少ない。気圧帯は季節によって南北に移動するため、そ

� p.58

1

扌 2  偏
へん
西
せい
風
ふう
から動力を得る風車（オランダ）　北

ほく
緯
い
50 度付

近に位置するオランダでは、風車は西を向いている。

扌 3  風を利用して進む帆
はん
船
せん
（ケニア）　アラビア海やインド

洋では、古くから季節風を利用した航海が行われてきた。
扌1  大気大

だい
循
じゅん
環
かん
の模式図

対流圏の断面
（西半分は省略）

極高圧帯

極高圧帯

熱帯収束帯

亜寒帯低圧帯

亜寒帯低圧帯

亜熱帯高圧帯

亜熱帯高圧帯

貿易風

貿易風

偏西風

偏西風

極偏東風

極偏東風60°

60°

30°

30°

0°

大気大
だい
循
じゅん
環
かん
の動画コンテンツ

2 大気大循環と人々の生活
風は、人々の生活にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

　大気が暖められたり冷やされたりす
ると、大気の温度や密度が変化する。
冷たく重い空気は下降気流を、暖かく
軽い空気は上

じょう
昇
しょう
気流を引き起こす。周

囲より空気の密度が高い場所は高気圧
（高圧帯）、低い場所は低気圧（低圧帯）
となり、気圧差が生じる。地表付近で
は高気圧から低気圧に向かって風が吹
き、気圧差の大きいときに風が強まる。

コラム 風が吹
ふ

くしくみ

風

下降気流
上昇気流

高気圧 低気圧

扌4  風が吹
ふ
くしくみ

学習課題

貿易風や偏
へん

西
せい

風
ふう

は、地球のどの辺りでどの向きに吹
ふ

くのだろうか。Q

5

10

61気候の主題図で、1 月と 7 月の気圧帯や季節風と、降水量との関連を調べよう。地図帳活用

　太平洋の熱帯地域は、平常時は東風である貿易風の影響で、ペルー沖などの太
平洋東部の海水は冷たく、インドネシア沖などの太平洋西部の海水は温かい。と
ころが風の力が弱くなると、温かい海水が太平洋東部に広がり、それが数か月か
ら 1 年程度続く場合がある。これをエルニーニョ現象とよぶ。エルニーニョ現
象が起こると各地で異常気象が発生する。異常気象は、干ばつによる農作物の不
作や、大雨による洪

こう
水
ずい

などの災害の原因になる。遠く離
はな

れた日本でも、梅
つ

雨
ゆ

の期
間が長引いて夏に気温が上がらず、野菜や米がうまく育たなくなることや、逆に
冬に気温が下がらず、スキー場などが雪不足に悩

なや
まされることがある。一方、太

平洋東部で海面水温が低くなる現象はラニーニャ現象とよばれ、ラニーニャ現象
が発生すると日本では夏がより暑く、冬がより寒くなる。

El Niño

La Niña

コラム 貿易風の影
えい

響
きょう

で発生するエルニーニョ現象

➡5  エルニーニョ現象の模式図

温かい
海水

温かい海水

太平洋
冷たい
海水

東風（貿易風）
平年

ペ
ル
ーインド

ネシア

弱い東風
エルニーニョ現象

太平洋
冷たい
海水

ペ
ル
ーインド

ネシア
①貿易風が平常時よりも弱く、温かい水が東方へ広がる。
②冷たい水の上昇が弱まり、太平洋中・東部の水温が
高まる。 〔気象庁資料〕

3 二期作　同じ耕地で同じ作物を年 2 回栽
さい

培
ばい

・
収穫すること。年 3 回栽培・収穫することを三
期作という。

確認 雨季と乾
かん

季
き

が生じる要因を
確認しよう。

説明 季節風は、人々の生活にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのか説明しよう。

の影
えい

響
きょう

を受ける地域では雨季や乾
かん

季
き

が生じる（写真6・7）。1年を通し
て低圧帯の下にある地域では年中安定した降水があり、1年を通して高

圧帯の下にある地域では年中降水量が少ない。

季節風
（モンスーン）

　　大陸は温まりやすく冷めやすい。一方、海洋は温

まりにくく冷めにくい。この大陸と海洋の温度の違
ちが

いなどにより、冬には冷やされた大陸上に高気圧が生じて陸から海に向

かって乾
かん

燥
そう

した風が吹き、夏には温められた大陸上に低気圧が生じて海

から陸に向かって湿
しめ

った風が吹く。こうして、季節によって風向きが変

わる季節風（モンスーン）が現れる。夏の海からの季節風は、特に東アジ
アから南アジアにかけて大量の降水をもたらす。この地域の稲

いな

作
さく

地帯は、

季節風がもたらす夏の豊富な降水に支えられており、米の二期作や三期

作が行われている場所もある。一方で季節風がもたらす大雨は、毎年の

ように世界各地で洪
こう

水
ずい

や地すべりなどの災害を引き起こしている。

� p.59

monsoon 2

� p.76、188

3

� p.66、78

� p.202

扌6  雨季のサバナ（ケニア、アンボセリ国立公園、2020 年 3 月）
読み解き  雨季（写真6）と乾

かん
季
き
（写真7）でどのような景観の違

ちが
いがみられるのだろうか。

キリマンジャロ山

扌7  乾
かん
季
き
のサバナ（ケニア、アンボセリ国立公園、2018 年 8 月）

キリマンジャロ山

1 偏
へん
西
せい
風
ふう

　一年中決まった方向に吹
ふ

く恒
こう

常
じょう

風
ふう

の一つで、南北両半球の中
ちゅう

緯
い

度
ど

地帯の上空を西
から東へ吹く風のこと。これにより、中緯度地
帯では天気も西から東へ変わる。

2 季節風（モンスーン）　季節によって風向き
が変わる風のこと。大陸と海洋の温度差が原因
で生じ、冬には陸から海へ、夏には海から陸へ
向かって吹

ふ
く。
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▼ p.60-61

系統地理と地域事例で構成した 「生活文化」
充実した系統地理により、基礎学習から大学 入試まで対応

特色
①

●地形や気候、言語・宗教、歴史的背景、産業といった系統地理的な学習項目が充実しており、
地理学習の基礎となる知識を着実に習得することができます。
●豊富な資料の読み取りを通して、地理的な見方・考え方を働かせられるようにしています。

大気大循環を示す図 1や、風が吹くしくみを示す図 4のように、模式図を掲載しています。また、大気
大循環については、動画を新しく用意し、気候のメカニズムが視覚的に理解できるようにしました。

1

全
体
構
成
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61気候の主題図で、1 月と 7 月の気圧帯や季節風と、降水量との関連を調べよう。地図帳活用

　太平洋の熱帯地域は、平常時は東風である貿易風の影響で、ペルー沖などの太
平洋東部の海水は冷たく、インドネシア沖などの太平洋西部の海水は温かい。と
ころが風の力が弱くなると、温かい海水が太平洋東部に広がり、それが数か月か
ら 1 年程度続く場合がある。これをエルニーニョ現象とよぶ。エルニーニョ現
象が起こると各地で異常気象が発生する。異常気象は、干ばつによる農作物の不
作や、大雨による洪

こう
水
ずい

などの災害の原因になる。遠く離
はな

れた日本でも、梅
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雨
ゆ

の期
間が長引いて夏に気温が上がらず、野菜や米がうまく育たなくなることや、逆に
冬に気温が下がらず、スキー場などが雪不足に悩

なや
まされることがある。一方、太

平洋東部で海面水温が低くなる現象はラニーニャ現象とよばれ、ラニーニャ現象
が発生すると日本では夏がより暑く、冬がより寒くなる。

El Niño

La Niña

コラム 貿易風の影
えい

響
きょう

で発生するエルニーニョ現象

➡5  エルニーニョ現象の模式図
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①貿易風が平常時よりも弱く、温かい水が東方へ広がる。
②冷たい水の上昇が弱まり、太平洋中・東部の水温が
高まる。 〔気象庁資料〕

3 二期作　同じ耕地で同じ作物を年 2 回栽
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培
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・
収穫すること。年 3 回栽培・収穫することを三
期作という。
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が生じる要因を
確認しよう。
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を与
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を受ける地域では雨季や乾
かん

季
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が生じる（写真6・7）。1年を通し
て低圧帯の下にある地域では年中安定した降水があり、1年を通して高

圧帯の下にある地域では年中降水量が少ない。

季節風
（モンスーン）

　　大陸は温まりやすく冷めやすい。一方、海洋は温

まりにくく冷めにくい。この大陸と海洋の温度の違
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いなどにより、冬には冷やされた大陸上に高気圧が生じて陸から海に向

かって乾
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燥
そう

した風が吹き、夏には温められた大陸上に低気圧が生じて海

から陸に向かって湿
しめ

った風が吹く。こうして、季節によって風向きが変

わる季節風（モンスーン）が現れる。夏の海からの季節風は、特に東アジ
アから南アジアにかけて大量の降水をもたらす。この地域の稲

いな

作
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地帯は、

季節風がもたらす夏の豊富な降水に支えられており、米の二期作や三期

作が行われている場所もある。一方で季節風がもたらす大雨は、毎年の

ように世界各地で洪
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や地すべりなどの災害を引き起こしている。
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扌6  雨季のサバナ（ケニア、アンボセリ国立公園、2020 年 3 月）
読み解き  雨季（写真6）と乾

かん
季
き
（写真7）でどのような景観の違

ちが
いがみられるのだろうか。
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季
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のサバナ（ケニア、アンボセリ国立公園、2018 年 8 月）
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地帯の上空を西
から東へ吹く風のこと。これにより、中緯度地
帯では天気も西から東へ変わる。

2 季節風（モンスーン）　季節によって風向き
が変わる風のこと。大陸と海洋の温度差が原因
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 SKILL 9  空中写真の利用 � 57

2 節　世界の気候と人々の生活  58
　1　気温・降水量と人々の生活 � 58
　2　大気大循環と人々の生活 � 60
　3　世界の植生と気候分布 � 62
 SKILL 10  雨温図・ハイサーグラフの見方  64
 SKILL 11  写真の読み取り方－気候－  65

　4　熱帯の生活  66
　5　乾燥帯の生活  68
　6　温帯の生活  70
　7　亜寒帯・寒帯の生活  72
 SKILL 12  写真の読み取り方－生活文化－ � 74

3 節　世界の言語・宗教と人々の生活  84
　1　世界の言語と人々の生活文化  84
　2　世界の宗教と人々の生活文化  86
4 節　歴史的背景と人々の生活  96
　1　歴史的背景が人々の生活に与える影響 � 96
5 節　世界の産業と人々の生活  110
　1　人々の生活を支える農業の発展  110
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 112
　3　産業のグローバル化と人々の生活 � 114

系統地理と地域事例で構成した 「生活文化」
充実した系統地理により、基礎学習から大学 入試まで対応

大学入試でも出題されやすいエル
ニーニョ現象といった発展的な内容
をコラムで取り上げることで、大学
入試や地理探究を見据えた学習が
できるようにしています。

2
同じ場所でも撮影された時期が異なったり、同じ時期で
あっても場所が異なったりする写真を随所に掲載していま
す。複数の写真の比較から、さまざまな疑問がうまれ、生徒
が興味・関心をもって、地域の特徴や景観の変化を考察で
きるようにしています。

3

●「生活文化」単元に設けた系統地理的な学習項目

●比較ができる写真　掲載ページの例

ページ テーマ
p.7 5 北極圏に位置する街の夏と冬の様子
p.58 1  2 熱い地域と寒い地域の市場
p.61 6  7 雨季と乾季のサバナ
p.76 1  2 雨季と乾季のトンレサップ湖
p.122 1 シェンチェン（深圳）の変化
p.140 1 アマゾン川流域の熱帯林の伐採
p.142 1 後退する氷河
p.176 1 ドックランズの再開発の様子
p.204 1  2 土石流とその後被災地に建設された砂防ダム
p.213 6 東日本大震災の津波で被災した田老地区の復興の様子
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88 イスラーム中学校との関連

ムスリム
の生活

　　中央アジアから北アフリカにかけての地域には、乾
かん

燥
そう

帯
たい

の地域が多いという自然環境の共通性とともに、ムス
リムが多く、さまざまな国でイスラームの考え方や慣習が生活文化や社
会に影

えい

響
きょう

を与
あた

えているという共通性がある。イスラームは 7世紀にア

ラビア半島でおこり、乾燥地域のオアシス都市を結んでいた交易路に

沿って、西アジアや北アフリカ、そして中央アジアなどに広がった。

　イスラームの教えが記された聖典コーラン（クルアーン）は、アラビア
語で書かれている。このことから、イスラームではアラビア語が重視さ

れており、人々は幼少のころからコーランを通して、アラビア語の読み

方などを学ぶ。コーランには、1日 5回、聖地メッカの方向に礼拝する

こと（写真2）、イスラーム暦
れき

の断
だん

食
じき

月
づき

（ラマダーン）には日中の飲食をし

ないこと（写真4）、生
しょう

涯
がい

に一度はメッカに巡
じゅん

礼
れい

すること（写真1）など、
ムスリムが守るべき宗教儀

ぎ

礼
れい

が記されている。また、豚
ぶた

肉
にく

や酒を飲食せ

� p.68

1 � p.86

Koran

イスラームと人々の生活　─中央アジア・西アジア・北アフリカ─
中央アジアから北アフリカにかけての地域では、イスラームを信

しん

仰
こう

する人々が多い。この地
域の生活文化は、宗教からどのような影

えい

響
きょう

を受けているのだろうか。

1 イスラームを中心とした生活文化
イスラームは、人々の生活にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

扌 4  イスラームのカレンダー　イスラーム暦
れき

は1年を 354日とする太
たい
陰
いん
暦
れき
を採用している

ため、毎年11日ずつ西暦（太陽暦）からずれて
いく。このため、断

だん
食
じき
月
づき
（9月）や巡

じゅん
礼
れい
月
づき
（12月）

も、年によって夏になったり冬になったりする。

➡ 1  カーバ神
しん
殿
でん
に集まった巡

じゅん
礼
れい
者
しゃ
（サウジアラビア、

メッカ、2022 年 7月）　中央に位置する黒い立方
体の建造物が、カーバ神殿。

➡3  ムスリムの割合とイスラームの伝
でん
播
ぱ

➡ 2  メッカの方向を確認
することができるスマー
トフォンのアプリケー
ション　現在地の日の出・
日の入りの時刻など、礼
拝の時間を確認できる。

モロッコ

アルジェリア

チュニジア

リビア エジプト

イスラエル
レバノン

トルコ

シリア
ヨルダン

アゼルバイジャン

クウェート

トルクメ
ニスタン

ウズベキスタン
キルギス

タジキスタン
アフガニスタン

カザフスタン

アラブ首長国連邦

オマーンサウジアラビア

イエメン

イランイラク

メッカ
メディナ

ムスリムの割合（主に2015年）

イスラーム
の伝播

80％以上
50～80
50％未満
資料なし

0 1000km

〔CIA資料、ほか〕

断
食
月（
ラ
マ
ダ
ー
ン
）

イ
ス
ラ
ー
ム
暦

西
暦

1 ムスリム　イスラームを信
しん
仰
こう
する人々のこ

と。イスラームの聖典コーラン（クルアーン）な
どに記された日常生活のきまりを守って暮らし
ている。

イスラームと人々の生活　─中央アジア・西アジア・北アフリカ─
宗教❶
選 択 事 例

事例の
主題

学習課題

ムスリムの人々は、なぜメッカの方向を
確認する必要があるのだろうか。
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89西アジアの地図で、あなたが暮らす町と最も緯
い

度
ど

が近い都市を調べよう。地図帳活用

確認 コーランに記されているム
スリムの日常生活の きまり について確認
しよう。

説明 女性の服装を例に、ムスリ
ムの生活文化の地域差について説明しよう。

ず、宗教的に認められた方法で調理された食品（ハラールフード）を食べ
ること、女性は外出の際に肌

はだ

や頭部を見せないようにすることなど、日

常生活に関する きまり も記されている。

地域によって異なる
言語と生活習慣

　　中央アジアから北アフリカにかけての地域

には、大きく分けてトルコ語、ペルシア語、

アラビア語などの言語を話す人々が住んでいる（図8）。また、民族や地
域などによってコーランの解

かい

釈
しゃく

に多少の差異がある。例えば女性の服装

をみると、サウジアラビアなどアラビア語を話す地域では、規律がより

厳格であることが多く、アバヤとよばれる目と手足の先以外をすべて覆
おお

う黒色の長い衣服を着て外出することが義務づけられている（写真5）。
ペルシア語が公用語のイランでは、サウジアラビアほど厳格な規律はな

く、チャドルとよばれる半円形の黒い布をかぶって外出するのが一
いっ

般
ぱん

的
てき

である（写真6）。トルコ語を話すトルコや、ウズベキスタンなどの中央
アジア諸国などでは、ヒジャブとよばれるスカーフで頭部だけを覆うこ

とが多く、スカーフや服は色とりどりである（写真7）。このような差異
はあっても、ムスリムはアラビア語で記されているコーランを学ぶこと

で言語や規律を共有し、ムスリムとしての まとまり をつくっている。

ただし、西アジアはキリスト教やユダヤ教が生まれた地域でもあるため、

イスラエルやレバノンなど、ユダヤ教徒やキリスト教徒が多い国もある。

� p.86

➡8  中央アジア・西アジア・北アフリカの言語分布
読み解き  三つの言語集団の分布には、どのよう
な特徴があるのだろうか。

扌 5  アバヤをまとった女性（サウジアラビア、
2019年 8月）　体全体を覆

おお
うように着用する。

扌 6  チャドルをかぶった女性（イラン、
2018年7月）　1枚の布で髪

かみ
と全身を覆

おお
う。

扌 7  ヒジャブを巻いた女性（ウズベキスタン、
2022年8月）　スカーフで、頭と首を覆

おお
っている。

イスラエル
レバノン

トルコ
ウズベキスタン

カザフスタン

サウジアラビア

イラン

言語集団の分布
アフリカ・アジア語族
（アラビア語など）
インド・イラン語派
（ペルシア語など）
アルタイ諸語
（トルコ語など）

その他の言語

無居住地域
アラビア語を
公用語とする国

0 1000km

〔国立民族学博物館資料〕

　パレスチナとその周辺の地域は、ユ
ダヤ教、キリスト教、イスラームが成
立した地で、長い間ユダヤ人とアラブ
人が共存してきた。しかし、ヨーロッ
パで迫

はく
害
がい
を受けたユダヤ人の入植が第

一次世界大戦後に増加すると、パレス
チナのアラブ人やアラブ諸国とユダヤ
人との間でたびたび衝

しょう
突
とつ
や戦争が繰

く
り

返されるようになった。イスラエルが
占
せん
領
りょう
したパレスチナ自治区のヨルダン

川西岸地区やガザ地区では、領土をめ
ぐる民族間の対立が続いている。
　そうしたなか、2023 年 10 月、パ
レスチナ武装勢力がガザ地区からイス
ラエルに向けて大規模に攻

こう
撃
げき
した。イ

スラエルは報復攻撃を開始し、分断と
対立がいっそう深まっている。

コラム パレスチナ問題

2
部
1
章

宗
教

　事例
❶ 

中
央
ア
ジ
ア
・

西
ア
ジ
ア
・
北
ア
フ
リ
カ
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90 砂漠　オアシス　外国人労働者　石油輸出国機構（OPEC）中学校との関連

石油収入がもたらした 
生活の変化

　　砂
さ

漠
ばく

やステップが広く分布する中央アジ
アから西アジア、北アフリカにかけての地

域では、人々は水が得られるオアシスの周辺に都市をつくり、交易や遊
牧で生計を立ててきた。そのような生活に大きな変化をもたらしたのが、

石油収入（オイルマネー）である。特に西アジアの産油国は、石油から得
られる利益を石油産業の育成や農業開発、インフラ整備などに使った。

アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

やカタール、バーレーンでは多くの近代的な巨
きょ

大
だい

建造

物が建てられ、リゾート開発や金
きん

融
ゆう

センターの育成など、新しい産業の

振
しん

興
こう

も進められている（写真1）。このような地域では、人々は自宅やモ
スク、商業施

し

設
せつ

などに冷
れい

房
ぼう

を完備して快適な生活を過ごしている（写真

5）。水も、豊かな資金とエネルギーを利用して海水を淡
たん

水
すい

化
か

し、飲み

水だけでなく、モスクの周りの植
しょく

栽
さい

や噴
ふん

水
すい

などに使っている。

　これらの生活や街の変化を支えているのが、外国人労働者である。自
国民が好まない建設現場などの屋外の作業などは、南アジアから出

で

稼
かせ

ぎ

に来た男性の外国人労働者が多くを担
にな

っている（図2、写真3）。そのた
め、人口の大半が外国人となり、その構成もいびつになっている（図4）。

� p.69

� p.68

扌1  人工島 パーム・ジュメイラ（アラブ首長国連
れん
邦
ぽう
、ドバイ、2019年

1月）　高級ホテルや別
べっ
荘
そう
が立ち並んだリゾートとして知られている。

扌2  ペルシア湾
わん
岸
がん
の産油国で働く外国人労働者の送金先

2 変化するムスリムの生活
国の経済が発展するなかで、ムスリムの生活はどのように変化しているのだろうか。

扌 5  ショッピングモール内のアイススケート
場（アラブ首長国連

れん
邦
ぽう
、ドバイ）　外は灼

しゃく
熱
ねつ
の暑

さでも、施
し
設
せつ
内
ない
は冷

れい
房
ぼう
が効いている。このアイ

ススケート場は、国民にはもちろん外国人観光
客からも人気の施設となっている。

➡ 3  建設現場で働く外国人労働者（アラブ首長国連
れん
邦
ぽう
、ドバイ、2015 年 2月）　

インドやパキスタンから出
で
稼
かせ
ぎに来た人が多い。

洋洋ドドンンイイ

カタール
アラブ首長国
連邦

パキスタン

サウジアラビア

オマーン

クウェート

スリランカ

イ ン ド
バングラ
デシュ

外国人労働者
の送金額＊

送金国・受取国

50億ドル以上
20億～50億ドル

送金のほうが多い国
受取のほうが多い国
資料なし

＊矢印は外国で
働く労働者が、
自国の家族など
に送金する動き
を表す
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（2021年）〔World Bank資料〕

➡ 4  アラブ首長国連
れん
邦
ぽう
の人口ピラ

ミッド
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（2022年）〔World Population Prospects 2022〕

学習課題

アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

の人口ピ
ラミッドの男女比がいびつ
になっているのはなぜだろ
うか。

Q

系統地理と地域事例で構成した 「生活文化」
地域事例は、主題を軸に掘り下げる展開に 改善

特色
①

●自然環境、言語・宗教、歴史的背景、産業などの視点
から生活文化の学習を深められる地域事例を世界
の主要な10の国と地域で構成し、選択的に学べるよ
うにしています。
●地域事例は、生活文化に関する主題を軸に、地域の
伝統的な生活とその変化の実態を把握できる展開
になるよう改善しました。

伝統的なイスラームを中心とした生活文化が、石
油収入による経済発展や国際化への対応により、
変化している様子を描いています。

1
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89西アジアの地図で、あなたが暮らす町と最も緯
い

度
ど

が近い都市を調べよう。地図帳活用

確認 コーランに記されているム
スリムの日常生活の きまり について確認
しよう。

説明 女性の服装を例に、ムスリ
ムの生活文化の地域差について説明しよう。

ず、宗教的に認められた方法で調理された食品（ハラールフード）を食べ
ること、女性は外出の際に肌

はだ

や頭部を見せないようにすることなど、日

常生活に関する きまり も記されている。

地域によって異なる
言語と生活習慣

　　中央アジアから北アフリカにかけての地域

には、大きく分けてトルコ語、ペルシア語、

アラビア語などの言語を話す人々が住んでいる（図8）。また、民族や地
域などによってコーランの解

かい

釈
しゃく

に多少の差異がある。例えば女性の服装

をみると、サウジアラビアなどアラビア語を話す地域では、規律がより

厳格であることが多く、アバヤとよばれる目と手足の先以外をすべて覆
おお

う黒色の長い衣服を着て外出することが義務づけられている（写真5）。
ペルシア語が公用語のイランでは、サウジアラビアほど厳格な規律はな

く、チャドルとよばれる半円形の黒い布をかぶって外出するのが一
いっ

般
ぱん

的
てき

である（写真6）。トルコ語を話すトルコや、ウズベキスタンなどの中央
アジア諸国などでは、ヒジャブとよばれるスカーフで頭部だけを覆うこ

とが多く、スカーフや服は色とりどりである（写真7）。このような差異
はあっても、ムスリムはアラビア語で記されているコーランを学ぶこと

で言語や規律を共有し、ムスリムとしての まとまり をつくっている。

ただし、西アジアはキリスト教やユダヤ教が生まれた地域でもあるため、

イスラエルやレバノンなど、ユダヤ教徒やキリスト教徒が多い国もある。
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➡8  中央アジア・西アジア・北アフリカの言語分布
読み解き  三つの言語集団の分布には、どのよう
な特徴があるのだろうか。

扌 5  アバヤをまとった女性（サウジアラビア、
2019年 8月）　体全体を覆

おお
うように着用する。

扌 6  チャドルをかぶった女性（イラン、
2018年7月）　1枚の布で髪

かみ
と全身を覆

おお
う。

扌 7  ヒジャブを巻いた女性（ウズベキスタン、
2022年8月）　スカーフで、頭と首を覆

おお
っている。
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　パレスチナとその周辺の地域は、ユ
ダヤ教、キリスト教、イスラームが成
立した地で、長い間ユダヤ人とアラブ
人が共存してきた。しかし、ヨーロッ
パで迫

はく
害
がい
を受けたユダヤ人の入植が第

一次世界大戦後に増加すると、パレス
チナのアラブ人やアラブ諸国とユダヤ
人との間でたびたび衝

しょう
突
とつ
や戦争が繰

く
り

返されるようになった。イスラエルが
占
せん
領
りょう
したパレスチナ自治区のヨルダン

川西岸地区やガザ地区では、領土をめ
ぐる民族間の対立が続いている。
　そうしたなか、2023 年 10 月、パ
レスチナ武装勢力がガザ地区からイス
ラエルに向けて大規模に攻

こう
撃
げき
した。イ

スラエルは報復攻撃を開始し、分断と
対立がいっそう深まっている。

コラム パレスチナ問題
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90 砂漠　オアシス　外国人労働者　石油輸出国機構（OPEC）中学校との関連

石油収入がもたらした 
生活の変化

　　砂
さ

漠
ばく

やステップが広く分布する中央アジ
アから西アジア、北アフリカにかけての地

域では、人々は水が得られるオアシスの周辺に都市をつくり、交易や遊
牧で生計を立ててきた。そのような生活に大きな変化をもたらしたのが、

石油収入（オイルマネー）である。特に西アジアの産油国は、石油から得
られる利益を石油産業の育成や農業開発、インフラ整備などに使った。

アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

やカタール、バーレーンでは多くの近代的な巨
きょ

大
だい

建造

物が建てられ、リゾート開発や金
きん

融
ゆう

センターの育成など、新しい産業の

振
しん

興
こう

も進められている（写真1）。このような地域では、人々は自宅やモ
スク、商業施

し

設
せつ

などに冷
れい

房
ぼう

を完備して快適な生活を過ごしている（写真

5）。水も、豊かな資金とエネルギーを利用して海水を淡
たん

水
すい

化
か

し、飲み

水だけでなく、モスクの周りの植
しょく

栽
さい

や噴
ふん

水
すい

などに使っている。

　これらの生活や街の変化を支えているのが、外国人労働者である。自
国民が好まない建設現場などの屋外の作業などは、南アジアから出

で

稼
かせ

ぎ

に来た男性の外国人労働者が多くを担
にな

っている（図2、写真3）。そのた
め、人口の大半が外国人となり、その構成もいびつになっている（図4）。

� p.69

� p.68

扌1  人工島 パーム・ジュメイラ（アラブ首長国連
れん
邦
ぽう
、ドバイ、2019年

1月）　高級ホテルや別
べっ
荘
そう
が立ち並んだリゾートとして知られている。

扌2  ペルシア湾
わん
岸
がん
の産油国で働く外国人労働者の送金先

2 変化するムスリムの生活
国の経済が発展するなかで、ムスリムの生活はどのように変化しているのだろうか。

扌 5  ショッピングモール内のアイススケート
場（アラブ首長国連

れん
邦
ぽう
、ドバイ）　外は灼

しゃく
熱
ねつ
の暑

さでも、施
し
設
せつ
内
ない
は冷

れい
房
ぼう
が効いている。このアイ

ススケート場は、国民にはもちろん外国人観光
客からも人気の施設となっている。

➡ 3  建設現場で働く外国人労働者（アラブ首長国連
れん
邦
ぽう
、ドバイ、2015 年 2月）　

インドやパキスタンから出
で
稼
かせ
ぎに来た人が多い。

洋洋ドドンンイイ

カタール
アラブ首長国
連邦

パキスタン

サウジアラビア

オマーン

クウェート

スリランカ

イ ン ド
バングラ
デシュ

外国人労働者
の送金額＊

送金国・受取国

50億ドル以上
20億～50億ドル

送金のほうが多い国
受取のほうが多い国
資料なし

＊矢印は外国で
働く労働者が、
自国の家族など
に送金する動き
を表す

0 1000km

（2021年）〔World Bank資料〕

➡ 4  アラブ首長国連
れん
邦
ぽう
の人口ピラ

ミッド

6 4 2 0 2 4 6 8 10 1281012

男 女

老年人口
（65歳以上）

生産年齢人口
（15～64歳）

年少人口（0～14歳）15.2％ 

83.0％ 

1.8％ 

20

40

60

80
歳

％
0

（2022年）〔World Population Prospects 2022〕

学習課題

アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

の人口ピ
ラミッドの男女比がいびつ
になっているのはなぜだろ
うか。
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91イスラームは、中央アジアから北アフリカにかけての地域の人々の生活にどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

確認 経済の発展がムスリムの生
活に与

あた

えた変化を確認しよう。

説明 中央アジア・西アジア・北ア
フリカにおいて、石油資源の開発によって
生じている問題について説明しよう。

イスラームの教えと 
国際化への対応

　　西アジアにはイスラームの教えを守ってい

る国が多いが、石油収入がもたらした経済の

発展により、宗教の教えに基
もと

づいた伝統的な人々の生活は変化している。

サウジアラビアはイスラームの教えに厳格で、ほかの地域からみると女

性への制限が厳しく感じられる国である。しかし 2018 年に、これまで

禁じられていた女性への運転免
めん

許
きょ

証
しょう

交付を認めるなど、女性の社会進出

が進みつつある（写真8）。アラブ首長国連邦では、外国からの観光客や
投資を呼び込むため、2020 年に法律改正を行い、イスラームの教えに

基づき制限されていた飲酒などの規制の緩
かん

和
わ

も進めている。

地域が抱える 
課題

　　このように産油国では、石油収入を利用して自国

民の生活改善を進めている。しかし、建設現場など

で働く外国人労働者は自国民と区別され、厳しい条件で労働している場

合も多く、各国から待
たい

遇
ぐう

改善を求める声もあがっている。

　さらに、産油国と非産油国との間の経済格差が拡大している。また、

欧
おう

米
べい

文化が浸
しん

透
とう

してきたことに対して、イスラームの文化を守ろうとす

る機運が高まるとともに、貧
ひん

困
こん

に苦しむ人々の間ではイスラームに基づ

く国家を築こうとする運動もあり、政情不安をもたらしている。

扌8  自動車運転の講習を受ける女性（サウジア
ラビア、ジッダ、2018 年）　石油に頼

たよ
らない

「脱
だつ

石
せき

油
ゆ

」の経済改革や、女性の社会進出を推進
する政策のなかで、女性による運転も解禁され
た。

地域を大きく変化させた石油資源

扌6  中央アジア・西アジア・北アフリカの油田の分布と 1人あたりのGNI

➡7  原油の生産国と輸出国
読み解き  原油の生産量と 1 人あ

たりの GNI には、どのような関連
があるのだろうか。

1人あたりのGNI
（主に2022年）

2万ドル以上
5000～2万
1000～5000
1000ドル未満
資料なし

主な油田

＊日本は4万2440ドル

ドバイ

アラビア半島

カ

ペル
シ
ア湾

ス
ピ

海

オマーン

アルジェリア

チュニジア

リビア エジプト

アゼルバイジャン

レバノン
シリア

イラク
クウェート

サウジアラビア

イエメン

カザフスタン

イラン

バーレーン
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ウズベキスタン キルギス
タジキスタントルクメニスタン

アフガニスタン

トルコ

0 1000km

〔World Bank資料、ほか〕

OPEC加盟国 35.9% その他
20.8

ブラジル 4.0

カナダ 5.2

中国
5.4

ロシア
13.5

アメリカ
合衆国
15.2

その他
14.4
アラブ首長国連邦 3.7

イラク 5.4
サウジアラビア

12.4%
その他
25.8

アメリカ合衆国

カナダ

ロシア
11.6その他

13.4
クウェート 4.6

アラブ首長国連邦 5.7

イラク
8.4

サウジアラビア

OPEC加盟国 47.5% 
7.37.815.4% 

世界計36.6億t 世界計20.1億t

（2021年）〔IEA資料、ほか〕

生産国 輸出国

　中央アジアのカスピ海沿岸か
らペルシア湾

わん
岸
がん

、アラビア半島
を経て北アフリカに至る地域に
は、大規模な油田が集中してい
る。石油資源の開発が始まった
当初は、国際石油資本（石油メ
ジャー）（→ p.150）とよばれる
欧
おう

米
べい

企
き

業
ぎょう

が、石油の採
さい

掘
くつ

から精
製、販

はん
売
ばい

までを独
どく

占
せん

していたた
め、産油国が潤

うるお
うことはなかった。

　そこで産油国政府は 1960 年
に石油輸出国機構（O

オ ペ ッ ク
PEC）（→ 

p.151）を結成した。2 回の石油
危機を利用して価格や産出量を
決定する主導権を握

にぎ
ると、1970

年代半ば以降、石油収入（オイル
マネー）が飛

ひ
躍
やく

的
てき

に増大した。

コラム

事例の振り返り
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系統地理と地域事例で構成した 「生活文化」
地域事例は、主題を軸に掘り下げる展開に 改善

「Q」は、人口ピラミッ
ドや写真、地図など
から多角的な考察を
促しています。

2

主題（イスラーム）と
直接的には結びつき
にくい地域の重要事
項（石油資源や灌漑
農業など）はコラムや
他ページに移し、地域
事例の分量を削減し
ました。

3

●「生活文化」単元で事例を取り上げた国・地域と主題（全 10地域）

ページ 国・地域 主題

p.76-79 東南アジア モンスーンの影響を受ける地域での生活

p.80-83 オセアニア 多様な気候から影響を受ける人々の生活

p.88-91 中央アジア・西アジア・北アフリカ イスラームと人々の生活

p.92-95 インド ヒンドゥー教と人々の生活

p.98-101 ラテンアメリカ 結びつきの歴史と人々の生活

p.102-105 サハラ以南アフリカ 植民地支配の歴史と人々の生活

p.106-109 ロシア 国家体制の変化と人々の生活

p.116-121 アメリカ合衆国 人々の生活を支える産業とグローバルな結びつき

p.122-127 東アジア 経済成長による人々の生活の変化

p.128-133 ヨーロッパ 環境に配慮した産業と人々の生活
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70 温帯　地中海性気候　西岸海洋性気候　偏西風　温暖湿潤気候　季節風中学校との関連

四季のある
温帯の生活

　　温帯は、樹林がみられる温和な気候で、四季の変化
が明

めい

瞭
りょう

である。古くから農業が盛
さか

んに行われ、多くの

人が生活してきた。日本の大半も温帯に属する。

　地中海に面するイタリアでは、夏は強い日ざしにより暑く乾
かん

燥
そう

するが、

冬はやや寒くなる。このため、夏は半
はん

袖
そで

、冬はコートを着用する（写真2）。
食事はピザやパスタなど、小麦やオリーブが使われる料理が多い（写真

3）。伝統的な住居は、断熱性が高く夏の日光を反射しやすい しっくい
で壁

かべ

が白く塗
ぬ

られたり、よろい戸がつけられたりしている（写真4）。
（1）地中海性気候（Cs）　地中海性気候は、主に中

ちゅう

緯
い

度
ど

の大陸西岸に分布

する。年降水量は比
ひ

較
かく

的
てき

少なく、夏は暑くて乾燥し、冬に降水が集中す

る。耐
たい

乾
かん

性
せい

が強いオリーブやコルクがし などの硬
こう

葉
よう

樹
じゅ

、ぶどう や かん

きつ類などの樹木作物の栽
さい

培
ばい

が盛んである（写真1・5）。地中海沿岸には、
温暖な気候を求めて観光客が集まるリゾートになっている場所もある。

� p.7

� 巻末 � p.130

� p.40

6 温帯の生活
温帯の気候と植生は、人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。

扌 2  コートやダウンジャケットを着用する
人 （々イタリア、ナポリ、2022年 12月）

よろい戸

➡ 1  丘
きゅう
陵
りょう
につくられた

ぶどう畑とオリーブ畑
（イタリア、プーリア州、
2019 年 6 月）　ぶどう
は生で食べられること
は少なく、主にワイン
に加工される。

扌 3  オリーブを使ったピザやパスタを食べ
る様子（イタリア、ローマ、8月）

扌4  窓によろい戸のある住居（イタリア）　よろ
い戸で日ざしをさえぎり、風通しをよくしている。

衣 住食

オリーブ畑

ぶどう畑

扌 5  コルクの収
しゅう
穫
かく
（スペイン、コルドバ、6

月）　コルクがし は地中海沿岸が原産とされ、
樹皮からワインの瓶

びん
の栓

せん
などに使う厚いコルク

層を採取する。約 9年で樹皮が再生する。

学習課題

イタリアで写真
1～4のような
景観や衣食住が
みられるのはな
ぜだろうか。
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71世界の気候区分図で、地中海性気候が分布している代表的な国や都市を確認しよう。地図帳活用

（2）西岸海洋性気候（Cfb）　西岸海洋性気候は、主に大陸西岸にみられ、
温帯のなかでは最も高緯度に分布する。年降水量はあまり多くないが、

季節に関わらず降水がみられる。大西洋北東部では、暖流である北大西

洋海流上を偏
へん

西
せい

風
ふう

が吹
ふ

くため、冬は緯度のわりに温和である。また、混

合農業や酪
らく

農
のう

（写真7）が盛んで、牛や羊の放牧が行われる地域もある。
（3）温暖冬季少雨気候（Cw）　温暖冬季少雨気候は、サバナ気候の高緯
度側と、大陸東岸の一部に分布する。夏には熱帯並みの暑さとなり降水

量も多いが、冬の降水量は少ない。アジアでは米の二期作や茶の栽培

（写真9）が盛んに行われている。
（4）温暖湿

しつ

潤
じゅん

気候（Cfa）　温暖湿潤気候は、主に中緯度の大陸東岸に分
布する。季節風の影

えい

響
きょう

が強く、気温の年
ねん

較
かく

差
さ

が大きい。年降水量は多く、

夏から秋にかけては前線や熱帯低気圧によって大雨になることがある。
森林には常緑広葉樹・落葉広葉樹・針葉樹が混在している。東アジアでは、

豊富な降水を利用して稲
いな

作
さく

が行われてきた（写真10）。アメリカ合衆国の

中央平原や、南アメリカ南東部の湿潤パンパでは、小麦や とうもろこ

し の栽培と牛や豚
ぶた

の飼育を組み合わせた混合農業が盛んである。

�p.61、65

1 � p.130

� p.61、78 � 巻末

� p.61

2 、p.184、206

3 � 巻末

� p.110、130

3 パンパ　アルゼンチンのラプラタ川流域、
ブエノスアイレスを中心に広がる大草原のこと。
東側の年降水量が比

ひ
較
かく

的
てき

多い地域は、湿
しつ

潤
じゅん

パン
パとよばれ、混合農業が盛

さか
んである。一方、西

側の年降水量の比較的少ない地域は乾
かん

燥
そう

パンパ
とよばれ、ステップで牧羊が行われている。

2 熱帯低気圧　熱帯付近の海洋上で発生する
前線を伴

ともな
わない低気圧のこと。強風や大雨、高

潮を伴い、各地に甚
じん

大
だい

な災害をもたらすことが
ある。風の強いものは、東アジアでは台風、北
アメリカではハリケーン、インド洋や南太平洋
ではサイクロンとよばれる。

1 混合農業　食用の麦類、根菜類、飼料作物
の栽

さい
培
ばい

と、家
か

畜
ちく

の飼育を組み合わせた農業のこ
と。

確認 温帯の各気候の分布や気
温・降水量の特徴を確認しよう。

説明 温帯の気候と植生は、衣食
住や産業とどのように関わっているのか説
明しよう。

扌8  温帯の気温と降水量
扌 9  茶の収

しゅう
穫
かく
（インド、ダージリン、

2016 年 10 月）

ロンドン ローマ

シドニー

イスラマバード

ブエノスアイレス

北回帰線

南回帰線

赤道

地中海性気候Cs
温暖冬季少雨気候Cw

温暖湿潤気候Cfa
西岸海洋性気候Cfb

14
5

2

3
7

9

10

＊数字は写真番号を示す 〔ケッペン原図、ガイガーほか修正、ほか〕

扌6  温帯の分布　 読み解き  各気候の位置や範
はん

囲
い

に着目しよう。

ロンドン Cfb
（イギリス）

年平均気温 11.8℃
年降水量 633.4ｍｍ

シドニー Cfa
（オーストラリア）
年平均気温 18.6℃
年降水量 973.0ｍｍ

イスラマバード Cw
（パキスタン）

年平均気温 22.0℃
年降水量 1271.0ｍｍ

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃

ローマ Cs

１ ４ ７ １０月 １ ４ ７ １０月１ ４ ７ １０月

３００

２５０

２００

１５０

１００

５０

０

mm

１ ４ ７ １０月

（イタリア）
年平均気温　 １５.６℃
年降水量 ７１６.９ｍｍ

〔理科年表 2024、ほか〕

扌7  牧場で放牧される乳牛（イギリス、プレストン、2023 年 9 月）　

扌10 米の収
しゅう
穫
かく
（中国、チヤン

シー（江西）省、2023 年 7 月）

2
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章

気

　
　候

1
章
2
節

系統地理と地域事例で構成した 「生活文化」
臨場感ある写真と因果関係がわかる本文記 述

特色
①

●人々の暮らしが見える臨場感ある写真を厳選して、掲載しています。
●地理的事象の因果関係や背景がわかる本文記述によって、地理的な見方・考え方を働かせ
た学習ができるようにしています。

導入資料は、景
観と衣食住のよ
うに、写真の役
割を明確にする
ことで、気候と生
活文化の関係性
を読み解きやす
くしています。

1

イタリアの気候
と人々の生活の
因果関係がわか
る本文記述にし
ています。

2

写真と本文を連
動させることで、
人々の生活がイ
メージできるよ
うにしています。

3

▼ p.70-71

全
体
構
成

特
色
①

特
色
③

特
色
②

特
色
④

コ
ン
テ
ン
ツ

関
連
教
材

見
開
き
構
成

14 15

5

10

70 温帯　地中海性気候　西岸海洋性気候　偏西風　温暖湿潤気候　季節風中学校との関連

四季のある
温帯の生活

　　温帯は、樹林がみられる温和な気候で、四季の変化
が明

めい

瞭
りょう

である。古くから農業が盛
さか

んに行われ、多くの

人が生活してきた。日本の大半も温帯に属する。

　地中海に面するイタリアでは、夏は強い日ざしにより暑く乾
かん

燥
そう

するが、

冬はやや寒くなる。このため、夏は半
はん

袖
そで

、冬はコートを着用する（写真2）。
食事はピザやパスタなど、小麦やオリーブが使われる料理が多い（写真

3）。伝統的な住居は、断熱性が高く夏の日光を反射しやすい しっくい
で壁

かべ

が白く塗
ぬ

られたり、よろい戸がつけられたりしている（写真4）。
（1）地中海性気候（Cs）　地中海性気候は、主に中

ちゅう

緯
い

度
ど

の大陸西岸に分布

する。年降水量は比
ひ

較
かく

的
てき

少なく、夏は暑くて乾燥し、冬に降水が集中す

る。耐
たい

乾
かん

性
せい

が強いオリーブやコルクがし などの硬
こう

葉
よう

樹
じゅ

、ぶどう や かん

きつ類などの樹木作物の栽
さい

培
ばい

が盛んである（写真1・5）。地中海沿岸には、
温暖な気候を求めて観光客が集まるリゾートになっている場所もある。

� p.7

� 巻末 � p.130

� p.40

6 温帯の生活
温帯の気候と植生は、人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。

扌 2  コートやダウンジャケットを着用する
人 （々イタリア、ナポリ、2022年 12月）

よろい戸

➡ 1  丘
きゅう
陵
りょう
につくられた

ぶどう畑とオリーブ畑
（イタリア、プーリア州、
2019 年 6 月）　ぶどう
は生で食べられること
は少なく、主にワイン
に加工される。

扌 3  オリーブを使ったピザやパスタを食べ
る様子（イタリア、ローマ、8月）

扌4  窓によろい戸のある住居（イタリア）　よろ
い戸で日ざしをさえぎり、風通しをよくしている。

衣 住食

オリーブ畑

ぶどう畑

扌 5  コルクの収
しゅう
穫
かく
（スペイン、コルドバ、6

月）　コルクがし は地中海沿岸が原産とされ、
樹皮からワインの瓶

びん
の栓

せん
などに使う厚いコルク

層を採取する。約 9年で樹皮が再生する。

学習課題

イタリアで写真
1～4のような
景観や衣食住が
みられるのはな
ぜだろうか。

Q

5
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71世界の気候区分図で、地中海性気候が分布している代表的な国や都市を確認しよう。地図帳活用

（2）西岸海洋性気候（Cfb）　西岸海洋性気候は、主に大陸西岸にみられ、
温帯のなかでは最も高緯度に分布する。年降水量はあまり多くないが、

季節に関わらず降水がみられる。大西洋北東部では、暖流である北大西

洋海流上を偏
へん

西
せい

風
ふう

が吹
ふ

くため、冬は緯度のわりに温和である。また、混

合農業や酪
らく

農
のう

（写真7）が盛んで、牛や羊の放牧が行われる地域もある。
（3）温暖冬季少雨気候（Cw）　温暖冬季少雨気候は、サバナ気候の高緯
度側と、大陸東岸の一部に分布する。夏には熱帯並みの暑さとなり降水

量も多いが、冬の降水量は少ない。アジアでは米の二期作や茶の栽培

（写真9）が盛んに行われている。
（4）温暖湿

しつ

潤
じゅん

気候（Cfa）　温暖湿潤気候は、主に中緯度の大陸東岸に分
布する。季節風の影

えい

響
きょう

が強く、気温の年
ねん

較
かく

差
さ

が大きい。年降水量は多く、

夏から秋にかけては前線や熱帯低気圧によって大雨になることがある。
森林には常緑広葉樹・落葉広葉樹・針葉樹が混在している。東アジアでは、

豊富な降水を利用して稲
いな

作
さく

が行われてきた（写真10）。アメリカ合衆国の

中央平原や、南アメリカ南東部の湿潤パンパでは、小麦や とうもろこ

し の栽培と牛や豚
ぶた

の飼育を組み合わせた混合農業が盛んである。

�p.61、65

1 � p.130

� p.61、78 � 巻末

� p.61

2 、p.184、206

3 � 巻末

� p.110、130

3 パンパ　アルゼンチンのラプラタ川流域、
ブエノスアイレスを中心に広がる大草原のこと。
東側の年降水量が比

ひ
較
かく

的
てき

多い地域は、湿
しつ

潤
じゅん

パン
パとよばれ、混合農業が盛

さか
んである。一方、西

側の年降水量の比較的少ない地域は乾
かん

燥
そう

パンパ
とよばれ、ステップで牧羊が行われている。

2 熱帯低気圧　熱帯付近の海洋上で発生する
前線を伴

ともな
わない低気圧のこと。強風や大雨、高

潮を伴い、各地に甚
じん

大
だい

な災害をもたらすことが
ある。風の強いものは、東アジアでは台風、北
アメリカではハリケーン、インド洋や南太平洋
ではサイクロンとよばれる。

1 混合農業　食用の麦類、根菜類、飼料作物
の栽

さい
培
ばい

と、家
か

畜
ちく

の飼育を組み合わせた農業のこ
と。

確認 温帯の各気候の分布や気
温・降水量の特徴を確認しよう。

説明 温帯の気候と植生は、衣食
住や産業とどのように関わっているのか説
明しよう。

扌8  温帯の気温と降水量
扌 9  茶の収

しゅう
穫
かく
（インド、ダージリン、

2016 年 10 月）

ロンドン ローマ

シドニー

イスラマバード

ブエノスアイレス

北回帰線

南回帰線

赤道

地中海性気候Cs
温暖冬季少雨気候Cw

温暖湿潤気候Cfa
西岸海洋性気候Cfb

14
5

2

3
7

9

10

＊数字は写真番号を示す 〔ケッペン原図、ガイガーほか修正、ほか〕

扌6  温帯の分布　 読み解き  各気候の位置や範
はん

囲
い

に着目しよう。

ロンドン Cfb
（イギリス）

年平均気温 11.8℃
年降水量 633.4ｍｍ

シドニー Cfa
（オーストラリア）
年平均気温 18.6℃
年降水量 973.0ｍｍ

イスラマバード Cw
（パキスタン）

年平均気温 22.0℃
年降水量 1271.0ｍｍ
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ローマ Cs
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１００

５０

０

mm

１ ４ ７ １０月

（イタリア）
年平均気温　 １５.６℃
年降水量 ７１６.９ｍｍ

〔理科年表 2024、ほか〕

扌7  牧場で放牧される乳牛（イギリス、プレストン、2023 年 9 月）　

扌10 米の収
しゅう
穫
かく
（中国、チヤン

シー（江西）省、2023 年 7 月）
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68 乾燥帯　オアシス　砂漠気候　遊牧　ステップ気候　サヘル　砂漠化中学校との関連

1 オアシス　乾
かん
燥
そう
地域において、わき水や井

戸、河
か
川
せん
などから淡

たん
水
すい
が得られる場所のこと。

オアシスの水によって動植物が生育でき、農業
が可能。交易のための集落ができることもある。

2 外来河
か
川
せん
　湿

しつ
潤
じゅん
地域に源流があり、乾

かん
燥
そう
地

域を流れても水流のなくならない河川のこと。

水の少ない
乾燥帯の生活

　　乾
かん

燥
そう

帯
たい

は乾燥のために背の高い樹木が育ちにくい

気候で、陸地全体の 4分の 1以上を占
し

める。1年

を平均すると、降水量よりも蒸発量のほうが多い。水が得られる場所が

限られており、人々はオアシスの周辺に暮らすことが多い（写真1）。そ
こでは、地下水路などを利用した灌

かん

漑
がい

の しくみ が発達した（図5）。
　エジプトの人々は、日中の強い日ざしや砂ぼこりから身を守るために、

長
なが

袖
そで

で丈
たけ

の長い衣服を着る（写真2）。乾燥させた豆を香
こう

辛
しん

料
りょう

と煮
に

込
こ

んだ

料理と小麦を使った薄
うす

焼
や

きパンを朝食として食べることが多い（写真3）。
森林が少なく木材を得にくいため、伝統的な住居には、土をこねてつく

られる日干しれんが が利用されている（写真4）。
（1）砂

さ

漠
ばく

気候（BW）　砂漠気候は、北・南回帰線周辺や中
ちゅう

緯
い

度
ど

の大陸内

陸部などに分布し、年降水量は 250 mm未満の地域がほとんどである。

一面に岩石や砂が広がっており、河
か

川
せん

のほとんどが外来河川である。昼

oasis 1

� p.110、117

� 巻末

2

5 乾燥帯の生活
乾
かん

燥
そう

帯
たい

の気候と植生は、人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。

扌 2  長
なが
袖
そで
で丈

たけ
の長い伝統的な衣服を着た

人 （々エジプト、カイロ、2022年 2月）

➡ 1  広大な砂
さ
漠
ばく
とナイ

ル川沿いに広がるオア
シス（エジプト、ルクソ
ル、2022 年 9 月）　ナ
イル川流域のオアシス
では、小麦や野菜、な
つめやし、綿花などを
栽
さい
培
ばい
する灌

かん
漑
がい
農業が行

われている。

扌 3  薄
うす
焼
や
きパンに乾

かん
燥
そう
させた豆の煮

に
込
こ
みを

添
そ
えて食べる様子（エジプト、カイロ、4月）

扌4  日干しれんがでつくられた住居（エジプト、
ルクソル近郊、9月）　窓は小さいことが多い。

衣 住食

ナ イ ル 川

帯水層
水を通しにくい基盤岩

集落
砂礫層
さ れきそう

耕地

水路

地下水路 管理用の穴

扌 5  地下水路のしくみ　水路を地下につくる
のは、水の蒸発を防ぐための工

く
夫
ふう
である。北ア

フリカではフォガラ、イランではカナート、ア
フガニスタンではカレーズとよばれる。

学習課題

エジプトで写真
1～4のような
景観や衣食住が
みられるのはな
ぜだろうか。

Q
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69北回帰線や南回帰線が通る砂
さ
漠
ばく
の名

めい
称
しょう
や広がりを確認しよう。地図帳活用

には日射によって地表が直接温められて気温が上がる一方で、夜になる

と放射冷
れい

却
きゃく

によって冷え込むため、気温の日
にち

較
かく

差
さ

が大きい。オアシスの

周辺では なつめやし（写真9） や小麦のような乾燥に強い作物が栽
さい

培
ばい

さ

れる。また、羊や らくだ、やぎ などの乾燥した気候に適応できる家
か

畜
ちく

を飼う遊牧も行われてきた。まれに大雨が降ると、ふだんは水が流れて
いないワジとよばれる かれ川に流水が集中し、洪

こう

水
ずい

が起こることもある。

（2）ステップ気候（BS）　ステップ気候は砂漠気候よりもやや降水の多い
地域に分布し、ステップとよばれる草原が一面に広がる。比

ひ

較
かく

的
てき

降水量

の多い地域では草の量が多く、ウクライナからロシア南西部に広がる

チェルノーゼムのように肥
ひ

沃
よく

な黒土が形成され、世界有数の穀倉地帯に

なっている場所もある（写真10）。一方、降水量の少ない地域はまばらな

草原となっており、羊や やぎ、馬などの放牧が行われる。モンゴルで

は水や牧草を求めて家畜とともに住居を移動する遊牧を続ける人々もみ

られる（写真7）。アフリカのサヘルのように、降水量の減少や人口の増
加などによって、過放牧や過耕作となり、砂漠化が進行している地域も
多い。また、過

か

剰
じょう

な灌漑により塩害が起こる地域もみられる。

3 p.58

� 巻末

4

� p.55

steppe 5

� 巻末

sahel 6

� p.138 � p.155

5 ステップ　乾
かん
燥
そう
地
ち
に広がる草

くさ
丈
たけ
の短い草原

のこと。草だけでなく、低木がみられることも
ある。

6 サヘル　サハラ砂
さ
漠
ばく
の南

なん
縁
えん
に沿って東西に

延びる帯状の地域のこと。もともとは草原地帯
だったが砂漠化が進んでいる。

4 遊牧　草や水を求めて、季節に応じて移動
しながら羊や らくだ、やぎなどの家

か
畜
ちく
を飼育

すること。

3 放射冷
れい
却
きゃく
　地表面の熱が放出されて、気温

が低下すること。特によく晴れた夜は、雲によっ
て放射がさえぎられることがないため、冷え込
みやすい。

確認 乾
かん

燥
そう

帯
たい

の各気候の分布や気
温・降水量の特徴を確認しよう。

説明 乾燥帯の気候と植生は、衣
食住や産業とどのように関わっているのか
説明しよう。

扌8  乾
かん
燥
そう
帯
たい
の気温と降水量

扌 9  なつめやしの実（デーツ）の収
しゅう
穫
かく
（パレスチナ

自治区、ガザ、2016年 9月）

ウランバートル

カイロ北回帰線

南回帰線

赤道

ステップ気候BS
砂漠気候BW

123 4

7

＊数字は写真番号を示す

10

9

〔ケッペン原図、ガイガーほか修正、ほか〕

扌6  乾
かん
燥
そう
帯
たい
の分布　 読み解き  各気候の位置や範

はん
囲
い
に着目しよう。

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃ mm

１ ４ ７ １０月１ ４ ７ １０月

３００

２５０

２００

１５０

１００

５０

０

カイロ BW ウランバートル BS
（エジプト） （モンゴル）

年平均気温 21.7℃
年降水量 34.6ｍｍ

年平均気温 0.3℃
年降水量 277.7ｍｍ

〔理科年表 2024、ほか〕

扌 7  草原で放牧されるやぎや羊、馬と移動式住居ゲル（モンゴル、
2016年 7月）

扌10 チェルノーゼムに広がる小麦畑（ウクライ
ナ、6月）
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▲ p.68-69

景観写真

衣食住の写真

分布図

雨温図

系統地理と地域事例で構成した 「生活文化」
臨場感ある写真と因果関係がわかる本文記 述

p.66-73の各気候帯のレイアウトは、
写真や分布図、雨温図といった資料
の配置を固定しています。比較しや
すいレイアウトにより、気候・植生と
人々の生活との関わりや、各気候帯
の違いを考察しやすくしています。

4

各気候の説明を
（1）～（4）と区
分けし、生徒が
理解しやすい本
文の構成にして
います。

5

各気候の本文の
構成を、分布→
気温と降水量→
農業の順に統一
することで、特徴
を整理しやすく
しています。
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モンスーンの影響を
受ける人々の生活

　　カンボジアのトンレサップ湖周辺で暮らす

人々は、高い杭
くい

の上に住居を構えている（写

真4）。このような住居がみられるのは、季節風（モンスーン）の影
えい

響
きょう

で

雨季になると湖の水量が増えるためである（写真1）。
　東南アジアは、マレー半島および列状に連なる島々からなる島

とう

嶼
しょ

部
ぶ

と、

インドシナ半島を中心とした大陸部に分けられる。島嶼部が位置する赤

道付近は、1年を通して雨が多く、熱帯雨林気候になっている。一方、

インドシナ半島は、夏は雨季、冬は乾
かん

季
き

をむかえるサバナ気候になって

いる（図3・5）。熱帯に属するこの地域では、気温と湿
しつ

度
ど

が高いため、

通気性のよい衣服が好んで着用されている（写真8）。
　人々は自然環境に応じた暮らしを営んできたが、地域によっては環境

を改変して新たな生活文化を築くこともあった。例えば、メコン川など

の河口付近に形成されている広大な三
さん

角
かく

州
す

（デルタ）では、雨季には水
すい

没
ぼつ
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東南アジアは、季節風（モンスーン）の影
えい

響
きょう

を強く受けてきた地域である。このような気候を
生かして、東南アジアではどのような生活文化が育まれてきたのだろうか。

1 モンスーンの影響と人々の生活
季節風（モンスーン）は、東南アジアの人々の生活にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

扌5  主な都市の気温と降水量

扌4  トンレサップ湖の高
たか
床
ゆか
住居（カンボジア）

扌1  雨季のトンレサップ湖（カンボジア、2018年 10月）

扌2  乾
かん
季
き
のトンレサップ湖（カンボジア、2019年 3月） 扌3  季節による風向と降水量の変化
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事例の
主題

学習課題

トンレサップ湖周辺で、高
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床
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住
居がみられるのはなぜだろうか。
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77東南アジアの地図で、大きな河
か

川
せん

とその流域の都市を調べよう。地図帳活用

確認 東南アジアの大陸部の気候
の特徴と季節風の関係を確認しよう。

説明 東南アジアの国々が多民族
国家となった背景を自然環境と歴史の両面
から説明しよう。

する場所が多く、居住や農業には不向きであった。しかし、近代以降に

運河や用水路がつくられ、土地の改良も行われたことで人々が移り住み、

農業・商業ともに活発になった。

モンスーンを利用した
交易の歴史

　　東南アジアでは、古代から季節風を活用

した海上交易が行われてきた（図6）。特に
島嶼部は海上交通の拠

きょ

点
てん

となった。東南アジアの各地には、西アジアの

ムスリム商人をはじめ、中国やインドなどから多くの人々が渡
と

来
らい

し、言

語や宗教といったさまざまな文化がもたらされた（図7）。宗教を例にと
ると、ムスリム商人がもたらしたイスラーム（イスラム教）は、交易の拡
大とともにマレー半島や周辺の島々に広がった。現在、インドネシアは

世界最大のムスリム人口をもつ国として知られている。大陸を通って伝

えられた仏教は、タイやカンボジアなどで現在でも人々の生活に大きな
影響を与

あた

えている。

さまざまな民族が
共に暮らす社会

　　交易や植民地化の歴史を通して、東南アジア

の国々は多くの民族が混在する多民族国家と
なった。例えばマレーシアでは、マレー系住民が人口の7割を占

し

める一

方で、華
か

僑
きょう

や華人とよばれる中国系住民や、インド系住民も多い。マレー
系住民はマレー語、中国系住民は中国語、インド系住民はタミル語を日

常語として用いるが、他民族間で会話をする際には英語も用いられる。

マレーシアでは、都市部に多く経済面で優位にたつ中国系住民と、農村

部に多いマレー系住民との間に対立が生じた。そのためマレーシア政府

は、マレー系住民を教育や就労の面で優
ゆう

遇
ぐう

して農業以外の分野にも進出

できるように配
はい

慮
りょ

するブミプトラ政策を導入し、民族の共生を進めている。

� p.86

� p.86
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� p.29、96

（2022年）
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➡ 7  東南アジアの言語と宗教　 読み解き  各国の宗教や言語の違
ちが

い
に着目しよう。
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1．モンスーンの影響と人々の生活

授業　
展開例「生活文化」単元

導入資料の写真 1、2は、雨
季と乾季のトンレサップ湖の
同じ場所の写真を掲載し、湖
の水位の変化など比較して
考察できるようにしています。

1

帝国書院の社員が取材し撮
影した、人々の暮らしや地
域の様子の写真を掲載して
います。

3

　
導入
導入の「Q」の問い「トンレサップ湖周辺で、高床住
居がみられるのはなぜだろうか。」について考えさ
せる。その際、写真 1と2を比較しながら、自身の
考えをまとめさせ、グループで意見交換をさせる。
学習課題を確認し、季節風（モンスーン）が東南ア
ジアの人々の生活に与えている影響について学ぶ
ことを予告する。

min
10 展開1

「東南アジアで雨季と乾季の降水量の違いが
大きいのは、どういった地域だろうか。」と問
いかけ、図 3の地図や図 5の雨温図をもと
に地図上で特徴的な地域を見つけさせる。
季節風（モンスーン）が人々の生活に与える
影響を考えさせて、生徒の意見を黒板にまと
める。

自社撮影
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高床住居がみられる要因や
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が養えるようにしています。
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受ける人々の生活

　　カンボジアのトンレサップ湖周辺で暮らす

人々は、高い杭
くい

の上に住居を構えている（写

真4）。このような住居がみられるのは、季節風（モンスーン）の影
えい
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で

雨季になると湖の水量が増えるためである（写真1）。
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をむかえるサバナ気候になって

いる（図3・5）。熱帯に属するこの地域では、気温と湿
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通気性のよい衣服が好んで着用されている（写真8）。
　人々は自然環境に応じた暮らしを営んできたが、地域によっては環境

を改変して新たな生活文化を築くこともあった。例えば、メコン川など

の河口付近に形成されている広大な三
さん

角
かく

州
す

（デルタ）では、雨季には水
すい

没
ぼつ

� p.61

� p.66

� p.67

� p.51

赤道

北回帰
線

0°

60°

赤道

北回帰
線

0 2000km

トンレサップ湖

イロイロ

イロイロ

トンレサップ湖

月降水量（mm）
（1961～90年）

風向
（季節風など）

400
300
200
100
50
25
0

1月

7月 〔CRU資料、ほか〕

0°

東南アジアは、季節風（モンスーン）の影
えい

響
きょう

を強く受けてきた地域である。このような気候を
生かして、東南アジアではどのような生活文化が育まれてきたのだろうか。
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季節風（モンスーン）は、東南アジアの人々の生活にどのような影
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確認 東南アジアの大陸部の気候
の特徴と季節風の関係を確認しよう。

説明 東南アジアの国々が多民族
国家となった背景を自然環境と歴史の両面
から説明しよう。

する場所が多く、居住や農業には不向きであった。しかし、近代以降に

運河や用水路がつくられ、土地の改良も行われたことで人々が移り住み、

農業・商業ともに活発になった。
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　　東南アジアでは、古代から季節風を活用

した海上交易が行われてきた（図6）。特に
島嶼部は海上交通の拠

きょ
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となった。東南アジアの各地には、西アジアの

ムスリム商人をはじめ、中国やインドなどから多くの人々が渡
と

来
らい

し、言

語や宗教といったさまざまな文化がもたらされた（図7）。宗教を例にと
ると、ムスリム商人がもたらしたイスラーム（イスラム教）は、交易の拡
大とともにマレー半島や周辺の島々に広がった。現在、インドネシアは

世界最大のムスリム人口をもつ国として知られている。大陸を通って伝

えられた仏教は、タイやカンボジアなどで現在でも人々の生活に大きな
影響を与

あた

えている。

さまざまな民族が
共に暮らす社会

　　交易や植民地化の歴史を通して、東南アジア

の国々は多くの民族が混在する多民族国家と
なった。例えばマレーシアでは、マレー系住民が人口の7割を占
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方で、華
か

僑
きょう
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は、マレー系住民を教育や就労の面で優
ゆう

遇
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して農業以外の分野にも進出
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マカオ

フエ マニラ

ゴア

コジコーデ

コーチ
プドゥチェリー

バンダアチェ

シンガポール

バンジャルマシン

アユタヤ

ムラカ

南
シ
ナ
海

ベンガル湾

イ
ン
ド
洋

太
平
洋

赤道

北回帰線

主な交易ルート
（第一次世界大戦まで）
主 な交易拠点
仏教の伝播ルート
（前3～14世紀）
イスラームの伝播ルート
（8～16世紀）

0 1000km

〔Atlas of the World’s Religions、ほか〕

扌6  東南アジアの交易と宗教の伝
でん
播
ぱ

1 華
か
僑
きょう

　中国から外国に移住した中国人で、
中国国

こく
籍
せき

を有する人々のこと。

2 華
か
人
じん

　外国で生まれ、その国の国
こく

籍
せき

を取得
した中国系の人々のこと。華

か
僑
きょう

も含
ふく

めた中国系
住民を広く指す場合もある。

2
部
1
章

自
然

　事
例
❶ 

東
南
ア
ジ
ア

1
章
2
節

「生活文化」単元

地図や雨温図は、見やすい
配色で、生徒が読み取りや
すいよう工夫しています。

4

季節風を利用した海上交易
と、東南アジアにおける宗
教の伝播の因果関係を丁寧
に記述しています。

5

展開2
図 6や図 7の地図を参照させて、東南アジアでイスラー
ムや仏教が広まった背景を、季節風（モンスーン）を利用し
た海上交易と結びつけて説明する。その際、現在インドネ
シアが世界最大のムスリム人口をもつ国であることや、大
陸部の国で仏教徒が多いことを確認させる。
また、海上交易や植民地化の歴史を通して、東南アジアの
国々が多民族国家となったことを解説する。

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を確認し、「説明」の
問いに取り組ませ、見通し・振り返りシートに記入させる。
教員は、季節風（モンスーン）が人々の生活に与えた影響
を衣食住や宗教、民族など、複数の観点からまとめる。
最後に次回は、東南アジアの気候を生かした農業につ
いて学習することを予告する。

自社撮影

min
20

min
5

●「生活文化」単元では、地形や気候、歴史的背景、産業などの地理的環境を学んだ後に、それら
の影響を受けて形成された生活文化の具体例を地域事例として扱っています。この見開きで
は、モンスーンの影響を受けて形成された東南アジアの人々の生活文化を学習します。
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アクティブ

　二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

量
りょう

削
さく

減
げん

に対する政策は国によって大きく
異なる。なぜ各国で足並みがそろわないのだろうか。ここで
は、1節「地球環境問題」の学習内容をもとに、経済状

じょう

況
きょう

と二

酸化炭素の排出量削減に対する各国の状況を整理して考えよ
う。それをもとに、日本が二酸化炭素の排出量を削減するた
めには、どのような取り組みが必要か考えよう。

二酸化炭素をどう削減する？
現状を整理して、日本が目指すべき将来の立場を考えよう

国　名 Ⓐ　モルディブ Ⓑ　中国 Ⓒ　インド

事　例

扌 水
すい
没
ぼつ
の危機にさらされる街 扌 石炭を燃料とする火力発電所 扌 自動車の排

はい
ガスなどによるスモッグ

人口 56 万人 （165％） 14億 4407万人 （103％） 13億 6717万人 （113％）＊

GDP 0.005 兆ドル （156％） 17.73 兆ドル （163％） 3.17 兆ドル （153％）

1 人あたりGDP 8995 ドル （97％） 1万 2556ドル （162％） 2277ドル （150％）＊

CO2 排出量 0.02 億トン （132％） 106.49 億トン （117％） 22.79 億トン （110％）

1人あたりCO2排出量 3.39 トン /人 （86％） 7.54 トン /人 （114％） 1.62 トン /人 （103％）

パリ協定における
主なCO2 削

さく
減
げん
目標

2030 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 26％削減す
る。（2011年比）

2030 年までに、GDPあたりの二酸
化炭素排出量を60～65％削減する。
（2005年比）

2030 年までに、GDPあたりの二酸
化炭素排出量を33～35％削減する。
（2005年比）

国　名 Ⓓ　アメリカ合衆国 Ⓔ　ドイツ Ⓕ　日本

事　例

扌 砂
さ
漠
ばく
を利用した太陽光発電所 扌 炭鉱の露

ろ
天
てん
掘
ぼ
りに反対する人々 扌 住宅に設置されている太陽光パネル

人口 3 億 3189万人 （103％） 8315万人 （102％） 1億 2568万人 （99％）

GDP 23.00 兆ドル （128％） 4.22 兆ドル （126％） 4.94 兆ドル （120％）

1 人あたりGDP 6 万 9288ドル （124％） 5万 802ドル （123％） 3万 9285ドル （121％）

CO2 排出量 45.49 億トン （91％） 6.24 億トン （85％） 9.98 億トン （87％）

1人あたりCO2排出量 13.76 トン /人 （89％） 7.50 トン /人 （84％） 7.95 トン /人 （88％）

パリ協定における
主なCO2 削減目標

2025 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 26～ 28％削
減する。（2005年比）

2030 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 55％削減す
る。（1990年比）

2030 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 26％削減す
る。（2013年比）

扌1  主な国の経済状
じょう
況
きょう
と二酸化炭素（CO2）排

はい
出
しゅつ
状況　 ①人口、GDP、CO2 排出量の各数値は 2021年時点。　②（　％）はパリ協定が採

さい
択
たく
された 2015年比。　   

③ GDPあたりのCO2 排出量は、CO2 排出量をGDPで割った数値。　＊2012年比

持続可能な社会に向けて

〔IEA 資料、ほか〕
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各国の経済状
じょう

況
きょう

や二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

状況をグラフにまとめよう
表1のⒶ～Ⓕの国について、「1人あたりGDP」、「1人あたりCO2 排出量」、「CO2 排出量」に関するグラフを作成しよう。また、作成
したグラフから、各国の経済状況や二酸化炭素の排出状況について比

ひ

較
かく

し、それぞれの国の特徴を読み取ろう。

S T E P 1

意見交
こう

換
かん

をしてあなたの考えをまとめよう
S T E P 3  で考えた日本が目指すべき立場と必要な取り組みついて、意見交換をしよう。意見交換後、あなたの考えは変わっただろうか。
考えが変わった理由、変わらなかった理由をまとめよう。

S T E P 4

日本の取り組みを考えよう
日本は二酸化炭素の排

はい

出
しゅつ

量
りょう

削
さく

減
げん

に向けて、どのような立場を目指すとよいのだろうか。また、その立場を実現するためには、どのような
課題を解決する必要があるのだろうか。 S T E P 2  で作成した図や、表1、1節の学習内容を踏

ふ

まえてまとめよう。

S T E P 3

日本が目指すべき立場

現在の課題

課題解決のために
必要な取り組み

各国の状
じょう

況
きょう

を整理しよう
S T E P 1  で作成したグラフや、表1を参考に、「GDP」
「1人あたりGDP」「CO2 排

はい

出
しゅつ

量
りょう

」「1人あたり CO2 排
出量」の 4項

こう

目
もく

から 2項目選んで、右の図の座
ざ

標
ひょう

軸
じく

を決
めよう。
その後、座標軸の適当な場所に表
1中のⒶ～Ⓕの国名を記入し、そ
こから読み取れることをまとめよ
う。思考ツール（座標軸）の使い方
はQRコンテンツで確認しよう。

S T E P 2

（2021年）〔World Bank資料〕

86420
万ドル

モルディブ

中国

インド

ドイツ

日本

アメリカ
合衆国

（2021年）〔IEA資料〕

151050
トン/人

モルディブ

中国

インド

ドイツ

日本

アメリカ
合衆国

（2021年）〔IEA資料〕

120100806040200
億トン

モルディブ

中国

インド

ドイツ

日本

アメリカ
合衆国

例）CO2排出量
が多い

例）1人あたり
GDPが高い

例）アメリカ合衆国

扌2  主な国の 1人あたりGDP 扌4  主な国のCO2 排
はい
出
しゅつ
量
りょう

扌3  主な国の 1人あたりCO2 排
はい
出
しゅつ
量
りょう

思考ツールの使い方

2
部
1
章

地
球
環
境
問
題

2
章
1
節

課題解決に向けての学びができ る「地球的課題」
地理的な課題の解決に向けて探究できる 「アクティブ」

特色
②

●唯一の正解が見いだしにくい地理的な課題に向き合い、解決に向けて探究する力を� �
養う特設「アクティブ」を「地球的課題」単元で4テーマ（8ページ）新設しました。
●問いの流れは、資料をもとに自分なりの考えをまとめる→意見交換をして視野を広げる→自分の考えを
見直す、といった構成にし、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を目指しました。
●観点別評価の「思考・判断・表現」や「主体的に学習に取り組む態度」を見取れるよう
にしています。

メインタイトルを
疑問形の発問と
することで、生徒
が関心をもって
取り組めるよう
にしています。

1

立場や意見が異
なる6か国を取り
上げており、各
国の足並みがそ
ろわない理由を
考察できるよう
にしています。

2

各国の経済状況
や二酸化炭素排
出状況に関する
データを豊富に
掲載しており、現
状を多角的にと
らえることがで
きるようにして
います。

3

▼ p.146-147
特
色
①

全
体
構
成

特
色
②

特
色
③

特
色
④

関
連
教
材

コ
ン
テ
ン
ツ

見
開
き
構
成
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アクティブ

　二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

量
りょう

削
さく

減
げん

に対する政策は国によって大きく
異なる。なぜ各国で足並みがそろわないのだろうか。ここで
は、1節「地球環境問題」の学習内容をもとに、経済状

じょう

況
きょう

と二

酸化炭素の排出量削減に対する各国の状況を整理して考えよ
う。それをもとに、日本が二酸化炭素の排出量を削減するた
めには、どのような取り組みが必要か考えよう。

二酸化炭素をどう削減する？
現状を整理して、日本が目指すべき将来の立場を考えよう

国　名 Ⓐ　モルディブ Ⓑ　中国 Ⓒ　インド

事　例

扌 水
すい
没
ぼつ
の危機にさらされる街 扌 石炭を燃料とする火力発電所 扌 自動車の排

はい
ガスなどによるスモッグ

人口 56 万人 （165％） 14億 4407万人 （103％） 13億 6717万人 （113％）＊

GDP 0.005 兆ドル （156％） 17.73 兆ドル （163％） 3.17 兆ドル （153％）

1 人あたりGDP 8995 ドル （97％） 1万 2556ドル （162％） 2277ドル （150％）＊

CO2 排出量 0.02 億トン （132％） 106.49 億トン （117％） 22.79 億トン （110％）

1人あたりCO2排出量 3.39 トン /人 （86％） 7.54 トン /人 （114％） 1.62 トン /人 （103％）

パリ協定における
主なCO2 削

さく
減
げん
目標

2030 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 26％削減す
る。（2011年比）

2030 年までに、GDPあたりの二酸
化炭素排出量を60～65％削減する。
（2005年比）

2030 年までに、GDPあたりの二酸
化炭素排出量を33～35％削減する。
（2005年比）

国　名 Ⓓ　アメリカ合衆国 Ⓔ　ドイツ Ⓕ　日本

事　例

扌 砂
さ
漠
ばく
を利用した太陽光発電所 扌 炭鉱の露

ろ
天
てん
掘
ぼ
りに反対する人々 扌 住宅に設置されている太陽光パネル

人口 3 億 3189万人 （103％） 8315万人 （102％） 1億 2568万人 （99％）

GDP 23.00 兆ドル （128％） 4.22 兆ドル （126％） 4.94 兆ドル （120％）

1 人あたりGDP 6 万 9288ドル （124％） 5万 802ドル （123％） 3万 9285ドル （121％）

CO2 排出量 45.49 億トン （91％） 6.24 億トン （85％） 9.98 億トン （87％）

1人あたりCO2排出量 13.76 トン /人 （89％） 7.50 トン /人 （84％） 7.95 トン /人 （88％）

パリ協定における
主なCO2 削減目標

2025 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 26～ 28％削
減する。（2005年比）

2030 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 55％削減す
る。（1990年比）

2030 年までに、二酸化炭素を含む
温室効果ガス排出量を 26％削減す
る。（2013年比）

扌1  主な国の経済状
じょう
況
きょう
と二酸化炭素（CO2）排

はい
出
しゅつ
状況　 ①人口、GDP、CO2 排出量の各数値は 2021年時点。　②（　％）はパリ協定が採

さい
択
たく
された 2015年比。　   

③ GDPあたりのCO2 排出量は、CO2 排出量をGDPで割った数値。　＊2012年比

持続可能な社会に向けて

〔IEA 資料、ほか〕
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各国の経済状
じょう

況
きょう

や二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

状況をグラフにまとめよう
表1のⒶ～Ⓕの国について、「1人あたりGDP」、「1人あたりCO2 排出量」、「CO2 排出量」に関するグラフを作成しよう。また、作成
したグラフから、各国の経済状況や二酸化炭素の排出状況について比

ひ

較
かく

し、それぞれの国の特徴を読み取ろう。

S T E P 1

意見交
こう

換
かん

をしてあなたの考えをまとめよう
S T E P 3  で考えた日本が目指すべき立場と必要な取り組みついて、意見交換をしよう。意見交換後、あなたの考えは変わっただろうか。
考えが変わった理由、変わらなかった理由をまとめよう。

S T E P 4

日本の取り組みを考えよう
日本は二酸化炭素の排

はい

出
しゅつ

量
りょう

削
さく

減
げん

に向けて、どのような立場を目指すとよいのだろうか。また、その立場を実現するためには、どのような
課題を解決する必要があるのだろうか。 S T E P 2  で作成した図や、表1、1節の学習内容を踏

ふ

まえてまとめよう。

S T E P 3

日本が目指すべき立場

現在の課題

課題解決のために
必要な取り組み

各国の状
じょう

況
きょう

を整理しよう
S T E P 1  で作成したグラフや、表1を参考に、「GDP」
「1人あたりGDP」「CO2 排

はい

出
しゅつ

量
りょう

」「1人あたり CO2 排
出量」の 4項

こう

目
もく

から 2項目選んで、右の図の座
ざ

標
ひょう

軸
じく

を決
めよう。
その後、座標軸の適当な場所に表
1中のⒶ～Ⓕの国名を記入し、そ
こから読み取れることをまとめよ
う。思考ツール（座標軸）の使い方
はQRコンテンツで確認しよう。

S T E P 2

（2021年）〔World Bank資料〕

86420
万ドル

モルディブ

中国

インド

ドイツ

日本

アメリカ
合衆国

（2021年）〔IEA資料〕

151050
トン/人

モルディブ

中国

インド

ドイツ

日本

アメリカ
合衆国

（2021年）〔IEA資料〕

120100806040200
億トン

モルディブ

中国

インド

ドイツ

日本

アメリカ
合衆国

例）CO2排出量
が多い

例）1人あたり
GDPが高い

例）アメリカ合衆国

扌2  主な国の 1人あたりGDP 扌4  主な国のCO2 排
はい
出
しゅつ
量
りょう

扌3  主な国の 1人あたりCO2 排
はい
出
しゅつ
量
りょう

思考ツールの使い方

2
部
1
章

地
球
環
境
問
題

2
章
1
節

課題解決に向けての学びができ る「地球的課題」
地理的な課題の解決に向けて探究できる 「アクティブ」

生徒が統計デー
タをグラフや思
考ツールで整理
する作業を通し
て、データを分析
する技能や、表現
する力を養うこ
とができるよう
にしています。

4

STEP3では、
「思考・判断・表
現」を評価しや
すい問いを設定
しています。

5

最後のSTEPを、
自身の考えやそ
の変化を振り返
る活動にするこ
とで、「主体的に
学習に取り組む
態度（特にみず
からの学びを調
整できる力）」を
評価できるよう
にしています。

6

●特設「アクティブ」のテーマ一覧（全 7テーマ）

ページ テーマ

p.24-25 テーマパークをどこにつくる？

p.146-147 二酸化炭素をどう削減する？

p.156-157 日本にとって最適な電源構成は？

p.170-171 慢性的な飢餓をなくすには？

ページ テーマ

p.180-181 地球的課題をどう解決する？

p.208-209 自然災害に強い土地利用は？

p.214-215 災害発生！どちらを選ぶ？
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152 再生可能エネルギー　風力発電中学校との関連

バイオエタノールに
力を入れるブラジル

　　世界各国は、再生可能エネルギーの利用を
拡大することで、化石燃料への依

い

存
そん

を軽減す

る努力を行っている。広大な農地に恵
めぐ

まれた北・南アメリカ大陸では、

植物を発
はっ

酵
こう

・蒸留して得られるバイオエタノールが燃料として商業化さ
れ（写真1）、アメリカ合衆国では とうもろこし、ブラジルでは さとう
きびが原料に広く利用されている。植物に含

ふく

まれる炭素はもともと大気

から取り込まれたものであるため、バイオエタノールは燃
ねん

焼
しょう

させても化

石燃料のようには二酸化炭素を増やさないという利点がある。

　世界最大の さとうきび の生産国であるブラジルでは（図4）、1930
年代から国家主導によるバイオエタノールの生産が行われてきたが、原

油価格が世界的に高
こう

騰
とう

した 2000 年代に入り、ガソリンの代
だい

替
たい

エネル

ギーとしてバイオエタノール生産量が急増した（図3・5）。ブラジルで
は、ガソリンとバイオエタノールを混合した燃料で走行可能なフレック

ス燃料車が普
ふ

及
きゅう

しており、運転手は双
そう

方
ほう

の価格や燃費を考
こう

慮
りょ

して給油す

る（写真2）。ただし、バイオエタノール向けの さとうきび の増産は、
農地拡大に伴

ともな

う環境破
は

壊
かい

をもたらしているという批判がある。また食料

輸入国を中心に、農産物を燃料として利用することへの反発も強い。
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ウロ州、2019 年）
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たく
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えつ

する風の向きを調べよう。地図帳活用

洋上風力発電に
力を入れるデンマーク

　　偏
へん

西
せい

風
ふう

を利用できる西ヨーロッパでは風
力発電が盛

さか

んであり、なかでもデンマーク

は、風力発電に関する技術開発で世界をリードしている。デンマークは、

1980 年代半ばには原子力発電を導入しないことを正式に決定し、風力

発電の普及にいち早く取り組んできた。2000 年代以降は、安定して強

い風が吹
ふ

く洋上への風力発電の建設が進み、電力供給の多くを風力発電

で賄
まかな

うようになった（写真7）。洋上の風力発電機は巨
きょ

大
だい

な設備を必要と

するため、デンマークには風力発電の関連産業が集積している。

　ヨーロッパでは、デンマーク以外の国でも再生可能エネルギーの利用

が早くから推進され（図9）、エネルギー市場の統合（図6）も進められて
きた。現在では、国境を越

こ

える送
そう

電
でん

網
もう

が整備され、さまざまな方法で発

電した電力を、相
そう

互
ご

に融
ゆう

通
ずう

し合う取り組みが広がりつつある。例えば、

デンマークで風が弱く発電量が少ないときにはノルウェーから電力を輸

入し、風が強く発電量が多いときには余
よ

剰
じょう

電力をノルウェーに輸出して

いる。一方のノルウェーでは、安く購
こう

入
にゅう

したデンマークの余剰電力を水

力発電用ダムの揚
よう

水
すい

に利用するなど、両国にとって有効な取り組みと

なっている（写真7、図8）。
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扌7  洋上の変電所（デンマーク沖、2017 年）　デンマークとノル
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通
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扌 9  主な国の総発電量に占
し
める再生可能エネ

ルギーの割合とその内訳　 読み解き  どのよ
うな国で再生可能エネルギーによる発電量が多
いのだろうか。
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2 風力発電　自然エネルギーの一つである、
風の運動エネルギーで風車を回し、その動力を
発電機に伝達して電気を発生させる発電方法の
こと。

2
部
1
章

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

2
章
2
節

課題解決に向けての学びができ る「地球的課題」
地球的課題の各項目に日本の事例を新設
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154 再生可能エネルギー　太陽光発電　持続可能な社会中学校との関連

日本のエネル
ギー問題

　　日本は、国内で消費する化石燃料を輸入に頼
たよ

って

きた。そのため、1次エネルギーをもとに生み出す

電力も、輸入される化石燃料に大きく依
い

存
そん

している。

　日本の電力供給は、電力需
じゅ

要
よう

が急増した高度経済成長期以降、石油や

石炭を燃料とする火力発電、ウランを利用した原子力発電といった、安

定的に大量の発電が可能な大規模集中型発電が中心であった。しかし
2011 年に起こった福島第一原子力発電所の事故以降、多くの原子力発

電所が安全面の課題から運転を休止しており、現在、日本の電力供給は、

火力発電の割合が高くなっている（図2）。
　近年は、化石燃料の輸入に頼る必要がなく、温室効果ガスの発生も少

ない再生可能エネルギーによる発電が推進されている。特に太陽光発電 
の導入は、多くの住宅や遊休地に太陽光パネルが設置されたことで急増

した（写真3、図4）。ほかにも、地域の特徴に合わせたエネルギー源を
利用して、地域が消費する電力をその地域で賄

まかな

う、エネルギーの地産地
消を目指す取り組みも進められている。さまざまな場所で再生可能エネ
ルギーを利用して、小規模に発電した電力を組み合わせるしくみは、大

規模集中型発電に対して小規模分散型発電とよばれる。ただし、再生可
能エネルギーは、天候などの影

えい

響
きょう

を受けやすいため、安定的な発電が難

しい。そこで、地域内でエネルギー需給を制
せい

御
ぎょ

するスマートグリッドの
導入が進められている。持続可能な社会を実現するためには、小規模分
散型発電と大規模集中型発電を組み合わせるなど、バランスのとれた電

力の供給体制を整えることが重要である。

� p.143、148

� p.148

� p.149 � p.149

� p.151 � p.156

smart grid、� p.151

扌 2  日本の発電量の内訳の変化　 読み解き  発電量の内訳はどのように変
化してきたのだろうか。

➡1  日本の主な火力・原子力・大規模な水力発電所の分布

確認 ブラジル、デンマーク、日
本のエネルギー利用の違
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説明 日本で再生可能エネルギーに
よる発電が推進されている理由を説明しよう。
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扌3  太陽光パネルを屋根に載
の

せた住宅（千葉県
船
ふな

橋
ばし

市）

扌 4  日本の住宅用太陽光発電の累
るい

計
けい

導入量の
推移　政府や自治体が、設備の設置にかかる費
用に対して補助金を出したり、電力会社が発電
で余った電力を買い取ったりすることで、住宅
への発電設備の設置が進んだ。
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課題解決に向けての学びができ る「地球的課題」
地球的課題の各項目に日本の事例を新設

日本の事例を新設しました。大規模集中型発電と
小規模分散型発電といったように、近年注目されて
いる新しい知見を反映しています。

3

本文の理解を深める写真、地図、
グラフといった資料を、該当のペ
ージに効果的に配置しています。

2 ●日本の事例のテーマ一覧（全 5テーマ）

ページ テーマ

p.144 日本の地球温暖化対策

p.154 日本のエネルギー問題

p.164 日本の人口問題

p.169 日本の食料問題

p.177 日本の都市・居住問題

▼ p.154
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160 スラム　中学校との関連

1 合計特
とく
殊
しゅ
出生率　1人の女性が一生の間に

産む子の平均値のこと。先進国で人口を維
い
持
じ
す

るためには約 2.1 の水準が必要であり、これ
を下回ると人口が減少する。

出生率の高い
発展途上国

　　発展途
と

上
じょう

国
こく

、とりわけアフリカ諸国では合計特
とく

殊
しゅ

出生率が高く、ニジェールの場合、1人の女性が一
生の間に平均して約 7人の子を産んでいる（写真1、図3）。こうした
高い出生率の背景には、子を貴重な労働力とする考えが根強く、多くの

子が望まれていることがある。また、医
い

療
りょう

や情報が不足しているために

妊
にん

娠
しん

・出産に伴
ともな

う女性の死亡率や乳幼児死亡率が高い（図4）ことや、幼
い頃

ころ

からの労働により識字率が低いことなども関係している。

人口増加と
その影響

　　発展途上国では、出生率が高いのに対し、衛生環境

の向上や先進国で開発された医薬品の普
ふ

及
きゅう

などで死亡

率は低下しているため（写真5）、人口増加率は総じて高い。しかし、経
済発展が人口増加に追いついておらず、食料や仕事は不足している。農

村では、土地などの資源が過
か

剰
じょう

に開発され、環境問題につながることが
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2 発展途上国の人口問題
発展途

と

上
じょう

国
こく

には、どのような人口問題があり、どのような対策が行われているのだろうか。

扌3  世界の合計特
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出生率

扌4  世界の乳幼児死亡率
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扌5  予防接種を受ける子供（リベリア、モンロ
ビア、2015 年）　予防接種の普

ふ
及
きゅう
は、乳幼児

死亡率を大きく下げる効果がある。

学習課題

ニジェールのような発展途
と

上
じょう

国
こく

で、
富士山型の人口ピラミッドの国が 
多いのはなぜだろうか。
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161世界の国別統計で、人口の多い国、人口密度の高い国、老年人口率の高い国を調べよう。地図帳活用

ある。都市では、現代的な高層ビルや商業施
し

設
せつ

とスラムが混在し、人々
の経済格差が大きい。また、出

で

稼
かせ

ぎ労働者が都市のスラムに暮らしなが
ら収入の一部を送金し、農村に残る家族を支えることは珍

めずら

しくない。出

稼ぎ労働者の移動先は、高収入の期待できる国外にも広がり、その送金

は家族を支えるだけでなく、国の経済発展の推進力にもなっている。

インドでの人口増加
抑制の取り組み

　　インドの人口は 20世紀後半に急激に増加

し、およそ 14億で、世界第 1位である（図6）。
人口の増加に伴い、食料生産が増加し、経済発展も進んだ。しかし、貧

ひん

富
ぷ

の差が大きく、食料を十分に得られず、栄養不足の状態の人も多い。

　経済発展よりも早いペースで進む人口増加を抑
よく

制
せい

するために、インド

政府は、1960 年代から家族計画の普及に努めてきた。その成果もあり
国全体の出生率は低下し、子供の数は減っている（図7）。しかし、若い
人口が多いために、出生率が低下しても人口増加は続く見込みである

（図6）。図8で出生率の地域差をみると、出生率は識字率の高い南部で
低く、識字率の低い北部で高い。また、識字率の低い地域は経済水準も

低いことから、成人女性のための読み書き教室を開設するなど（写真9）、
女性の識字率の向上を図

はか

ることで、家族計画の普及のみならず、女性の

社会進出を促
うなが

し、国の経済発展にもつなげようとしている。
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� p.166

2

2 家族計画　家族の生活の安定などのために、
出産するタイミングや子の数を計画的に調整す
ること。出生率が高い国では、政府が政策とし
て家族計画を奨

しょう
励
れい

することがあり、これまで不
ふ

妊
にん

手術を強要するような形で人々の尊厳や価値
観を傷つけるような場合もあった。

確認 発展途
と

上
じょう

国
こく

の人口が急増し
ている理由を確認しよう。

説明 発展途上国の人口問題の解
決のためには、どのような取り組みが必要
であるかを説明しよう。

扌9  読み書きを習う農村部の女性たち（インド、
ウッタル・プラデシュ州）

扌 8  インドの州別出生率と主な州の識字率　識字率は 15 歳
さい

以上の
人口のうち、日常生活の簡単な内容についての読み書きができる人
口の割合のことで、その国の教育水準をとらえる目安として用いら
れる。　 読み解き  出生率が高い州の識字率の傾

けい
向
こう

を、男女差にも
着目してとらえよう。
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扌 6  2023 年の人口上位国の将来
人口
読み解き  2023 年の人口上位国

のなかで、2050 年の将来人口が大
おお

幅
はば

に増えると推計されている国はど
のような国だろうか。

2
部
1
章

人 
口 
問 
題

2
章
3
節

授業
展開例

2部 2章 3節 人口問題
2．発展途上国の人口問題

授業　
展開例「地球的課題」単元

　
導入
導入の「Q」の問い「ニジェールのような発展途上国で、
富士山型の人口ピラミッドの国が多いのはなぜだろう
か。」について考えさせる。その際、写真 1や図 2～ 4
といった複数の資料の関連性に注目しながら、自身の
考えをまとめさせ、グループで意見交換をさせる。
学習課題を確認し、発展途上国で起きている人口問題
とその対策について学ぶことを予告する。

展開1
「合計特殊出生率と乳幼児死亡率が
高い地域は、それぞれどのような地
域だろうか。」と問いかけ、地図から
共通する傾向を読み取らせる。
次に、発展途上国で起きている人口
増加の背景とその課題を考えさせ
て、生徒の意見を黒板にまとめる。

導入資料の写真 1、図 2～
4はすべて関連した資料に
なっています。生徒が豊富な
資料から考察することで、思
考力・判断力を養えます。

1

ニジェールなどの事例を通
じて、生徒が具体的なイメー
ジをもちながら、発展途上国
の人口問題を学ぶことがで
きます。

2

発展途上国で人口が増加し
ている背景とその課題につ
いて丁寧に記述し、因果関係
をとらえやすくしています。

3

min
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min
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の向上や先進国で開発された医薬品の普
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及
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などで死亡
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国全体の出生率は低下し、子供の数は減っている（図7）。しかし、若い
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低く、識字率の低い北部で高い。また、識字率の低い地域は経済水準も

低いことから、成人女性のための読み書き教室を開設するなど（写真9）、
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に増えると推計されている国はど
のような国だろうか。
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「地球的課題」単元

展開2
図 6から、現在の人口の
上位国を生徒に確認さ
せる。次に、2050年に
かけて、これから人口が
増える国とその特徴を
読み解かせる。

展開3
現在人口が1位になったインド
での人口増加を抑制する取り組
みについて、解説する。
発展途上国の人口問題への対
策として、ほかに何ができるか
を生徒に考えさせて、グループ
になり意見交換をさせる。

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を
確認し、「説明」の問いに取り組ませ、見
通し・振り返りシートに記入させる。教員
は、発展途上国で起きている人口問題と
その対策についてまとめる。
最後に次回は、先進国の人口問題とその
対策について学習することを予告する。

図 6では2023年と2050年
を比較することで、現在と
将来の人口の変化が視覚的
に理解できるようになって
います。インドやナイジェリ
アといった将来人口が大幅
に増加する国と、中国や日
本のように人口が減少する
国の今後の政策を考えさせ
ることにつながります。

4

ニジェールとインドを、人口
ピラミッドや本文から比較
することで、共通点や相違
点を考察できます。

5

min
5

min
5

min
15

●「地球的課題」単元では、地球環境問題、資源・エネルギー問題、人口問題、食料問題、都
市・居住問題を主に扱っています。各課題では、世界の概要とともに、発展途上国・先進国・
日本の事例を意識して取り上げています。この見開きでは、発展途上国の人口問題について
ニジェールやインドの事例を取り扱っています。
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➡1  海
かい
溝
こう
型
がた
地
じ
震
しん
のしくみ

➡4  津
つ
波
なみ
のしくみ

■地震のしくみ
①海

かい

溝
こう

型
がた

地震 　海洋プレートが沈
しず
み込むと、大陸プレートも引きずられて ひずみ がたまり、限界に

達すると、大陸プレートが跳
は
ね上がって地震が発生する。巨

きょ
大
だい
地震はこのタイプが多い。

海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む。 大陸プレートが海洋プレートに引きずり込まれ、
徐々にひずみがたまる。

ひずみが限界に達し、大陸プレートが跳ね上がる
と地震が発生する。

津波の発生

大陸プレート 海洋プレ
ート

➡2  直下型地
じ
震
しん
のしくみ

②直下型地震 　海洋プレートの沈み込みによって大陸プレート内部に圧力がかかると ひずみ がた
まって活断層がずれ動き、地震が発生する。震源は地下十数 kmと浅いことが多い。

活断層に圧力がかかり、徐々にひずみが
たまっていく。

活断層

ひずみが限界に達し、活断層がずれ動く
と地震が発生する。

活断層が地表に姿を現す。

扌3  津
つ
波
なみ
に襲
おそ
われた海岸（インドネシア、スラウェシ島、2018年）

■津波のしくみ

　津波は、一
いっ
般
ぱん
的
てき
に海溝型地震の発生に伴

ともな
う大陸プレート

の跳ね上がりによって、海底が隆
りゅう
起
き
したり沈

ちん
降
こう
したりする

ことで発生する。海底地形の変化と連動して、海水も隆起
したり沈降したりする。隆起した海水は重力によって崩

くず
れ、

高波となってあらゆる方向へ広がる。陸に向かった波は、
水深が浅くなるにつれて高さを増し、津波となる。

地震が発生

海洋プレ
ート

津波

大陸プレート

地
じ

震
し ん

や津
つ

波
な み

が発生するしくみ

194

みずから考え行動につながる「防 災」
災害発生のメカニズムがとらえやすい模式 図と解説

特色
③

●ビジュアルな模式図と丁寧な解説文で、地震や津波、火山の噴火、台風、線状降水帯など災
害発生のメカニズムを視覚的に理解できるようにしています。

●近年、増加している線状降水帯など気象災害に関する模式図を刷新しました。

海溝型地震と
直下型地震を
比較すること
で、それぞれの
地震が発生す
るしくみや特
性の違いを理
解できるよう
にしています。

1

迫力ある模式
図によって、津
波発生のメカ
ニズムを視覚
的に理解できる
ようにしていま
す。

2

▼ p.194
特
色
①

全
体
構
成

特
色
②

特
色
③

特
色
④

コ
ン
テ
ン
ツ

見
開
き
構
成

関
連
教
材
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206

■台風のしくみ

台風や線状降水帯が発生するしくみ

　熱帯低気圧は、熱帯の海洋上で発生し、渦
うず
巻
ま
き状の雲を伴

ともな

う。北西太平洋または南シナ海上に存在し、最大風速が秒速
17.2 m以上の熱帯低気圧を台風とよぶ。台風は地球の自転
の影

えい
響
きょう
で回転しており、上からみると数百 km以上の大きさ

をもつ巨
きょ
大
だい
な渦となっている。中心には雲のない台風の目が

あり、垂直に発達した厚い積乱雲が台風の目の周りを壁
かべ
のよ

うに囲んでいる。積乱雲は、強い上
じょう
昇
しょう
気流によって発達した

雲で、その雲の下では激しい雨や突
とっ
風
ぷう
がもたらされる。この

ため地表では、気圧の低い台風の目に向かって強風が吹
ふ
き込

み、この強風とともに激しい雨が暴風雨となって吹き荒
あ
れる。

また、日本に接近する台風は、太平洋高気圧の縁
ふち
に沿って進

み、偏
へん
西
せい
風
ふう
の影響を受けて東へ進路を変えることが多い。

■線状降水帯のしくみ

　線状降水帯とは、積乱雲が同じ場所に次々と発生することで生じる帯状の降
水域のことで、積乱雲が同じ場所を通過したり停

てい
滞
たい
したりすることで大雨をも

たらす。日本では、台風による直接的な大雨を除き、集中豪
ごう
雨
う
の約 3分の 2

で線状降水帯が発生していると推定されている。

扌1  台風の模式図

激しい雨

地表付近
の風

激しい雨

上
昇
気
流

台風の目

回 帰 線北

6月
11月
12月

10月

9月

8月7月

30°

20°

40°

0 500km

5個以上
3～5
3個未満

台風の発生数
（1991年～2020年平均）

〔気象庁資料〕

長時間の豪雨に
ごう う

最初の雲（　）
は衰退・消滅
する

すいたい

最初の雲（　）
はさらに移動
する

さらに新たな
雲（　）が発生

積乱雲が線状に並ぶ

新たな雲（　）
が発生

最初の雲（　）
が移動し、
積乱雲に発達

冷たい
下降気流前線や地形により

上昇気流が発生

最初の雲（　）
が発生

雲を動かす
上空の風

暖かく湿った
風が流入

1 2

3 4
さらに新たな
雲（　）が発生

扌 4  線状に伸
の
びる降水域（2020 年 7 月 4 日）

〔日本気象協会 tenki.jp〕　熊本県付近で線状降水
帯が発生し、1時間の降水量が 80 mmを超

こ
える

猛
もう
烈
れつ
な雨が観測された。

扌5  球
く
磨
ま
川
がわ
の氾
はん
濫
らん
により冠

かん
水
すい
した線路と道路（熊

本県八
やつ
代
しろ
市、2020年 7月 4日）

扌3  線状降水帯の模式図

扌2  台風の月別平均進路

みずから考え行動につながる「防 災」
災害発生のメカニズムがとらえやすい模式 図と解説

段階ごとに描い
たビジュアルな
模式図で、線状
降水帯が発生
するしくみを視
覚的に理解でき
るようにしてい
ます。

3

●「防災」単元の模式図一覧（全 11図）
ページ タイトル
p.190�2 主な地震の震源の深さ

� 1
p.194�2
� 4

海溝型地震のしくみ
直下型地震のしくみ
津波のしくみ

ページ タイトル
p.196�2 火山の恵みと火山災害

p.200�1� 4
噴火のしくみ
カルデラの形成

ページ タイトル
p.202�2 さまざまな気象災害
p.204�3 気象災害への対策

p.206�1� 3
台風の模式図
線状降水帯の模式図

◀ p.206
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アクティブ 自然災害に強い土地利用は？
新旧地形図を比較して災害リスクと防災を考えよう

扌1  現在の柏
かしわ
崎
ざき
駅周辺（新潟県）の地図

A

C

B

〔電子地形図25000「柏崎」令和6年1月調製〕

新旧地形図で集落の立地条件を読み取ろう
図1で示した ～ の住宅地のうち、明治時代から集落が形成されていた場所はどこだろうか。図2と比

ひ

較
かく

して一つ答えよう。また、
この場所に集落が形成された理由を、標高などの自然条件、交通などの社会条件などから考えよう。

S T E P 1

地域（ ～ ） 理由（自然条件） 理由（社会条件）

新旧地形図で自然災害のリスクを読み取ろう
S T E P 1  で選

せん

択
たく

しなかった二つの地域は、近年宅地化が進んだ地域である。これまでに経験したことのないような大雨が発生した場合、
それぞれの地域ではどのような自然災害のリスクがあり、どのような備えをしておくとよいのだろうか。

S T E P 2

地域（ ～ ） 自然災害のリスク リスクに対する備え

持続可能な社会に向けて

ワークシート

209

　自然災害の多い日本では、自然災害への対策が長年進めら
れてきた。現在の地形図と開発以前の姿を表現した旧版地形
図を比

ひ

較
かく

すると、なぜ今のような土地利用になっているの

か、その理由を知ることができる。4節「気象災害と防災」の
学習内容をもとに、新旧地形図を比較し、災害リスクと防災
を考えよう。

意見交
こう

換
かん

をしてあなたの考えをまとめよう
S T E P 4  で構想した場所について意見交換をしよう。意見交換後、あなたの考えは変わっただろうか。考えが変わった理由、変わらなかっ
た理由をまとめよう。

S T E P 5

扌2  明治末期の柏
かしわ
崎
ざき
駅周辺（新潟県）の地図

＊　は田を示す

〔1：25000「柏崎」明治44年測図〕

新旧地形図で自然災害への対策を読み取ろう

氾
はん

濫
らん

原
げん

は田として利用されてきたが、現在は土地利用に変化がみられる。どのように変化してきたのだろうか。また、このような変化を
可能にしたのはどのような洪

こう

水
ずい

対策だろうか。図1と図2を比
ひ

較
かく

して答えよう。

S T E P 3

変化と洪水対策

自然災害に強い大きな病院の立地を構想しよう
図1のエリアのなかに、自然災害に強い大きな病院を建設するとしたら、どこに立地させるのがよいだろうか。図1に赤色の●を記入し
よう。また、その場所を選んだ理由をまとめよう。

S T E P 4

選んだ理由

2
部
1
章

気
象
災
害
と
防
災

1
章
4
節

みずから考え行動につながる「防 災」
地図を活用して、災害リスクと防災を考察 する「アクティブ」

特色
③

●唯一の正解が見いだしにくい地理的な課題に向き合い、解決に向けて探究する力を
養う特設「アクティブ」を「防災」単元で2テーマ（4ページ）新設しました。

新旧の地形図を
読み取りやすい
大きさで掲載し
ています。

1

新旧の地形図を
比較した際に、
河川改修や、盛
土・切土による宅
地造成など、読
み取れる要素が
多い地域を選定
しています。

2

STEP1～4で
は、地形図から
考察を深めるこ
とで、思考力・判
断力・表現力を
養うことができ
ます。

3

▼ p.208-209
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全
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構
成

特
色
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特
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特
色
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アクティブ 自然災害に強い土地利用は？
新旧地形図を比較して災害リスクと防災を考えよう

扌1  現在の柏
かしわ
崎
ざき
駅周辺（新潟県）の地図
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B
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新旧地形図で集落の立地条件を読み取ろう
図1で示した ～ の住宅地のうち、明治時代から集落が形成されていた場所はどこだろうか。図2と比
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して一つ答えよう。また、
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新旧地形図で自然災害のリスクを読み取ろう
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せん
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しなかった二つの地域は、近年宅地化が進んだ地域である。これまでに経験したことのないような大雨が発生した場合、
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209

　自然災害の多い日本では、自然災害への対策が長年進めら
れてきた。現在の地形図と開発以前の姿を表現した旧版地形
図を比

ひ

較
かく

すると、なぜ今のような土地利用になっているの

か、その理由を知ることができる。4節「気象災害と防災」の
学習内容をもとに、新旧地形図を比較し、災害リスクと防災
を考えよう。

意見交
こう

換
かん

をしてあなたの考えをまとめよう
S T E P 4  で構想した場所について意見交換をしよう。意見交換後、あなたの考えは変わっただろうか。考えが変わった理由、変わらなかっ
た理由をまとめよう。

S T E P 5

扌2  明治末期の柏
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崎
ざき
駅周辺（新潟県）の地図

＊　は田を示す

〔1：25000「柏崎」明治44年測図〕

新旧地形図で自然災害への対策を読み取ろう

氾
はん

濫
らん

原
げん

は田として利用されてきたが、現在は土地利用に変化がみられる。どのように変化してきたのだろうか。また、このような変化を
可能にしたのはどのような洪

こう

水
ずい

対策だろうか。図1と図2を比
ひ

較
かく

して答えよう。

S T E P 3

変化と洪水対策

自然災害に強い大きな病院の立地を構想しよう
図1のエリアのなかに、自然災害に強い大きな病院を建設するとしたら、どこに立地させるのがよいだろうか。図1に赤色の●を記入し
よう。また、その場所を選んだ理由をまとめよう。

S T E P 4

選んだ理由

2
部
1
章

気
象
災
害
と
防
災

1
章
4
節

みずから考え行動につながる「防 災」
地図を活用して、災害リスクと防災を考察 する「アクティブ」

●新旧の地形図やハザードマップといった地図を活用して、災害が起きやすい地域とその災害
への対策を考察できるようにしています。
●地形図から災害リスクを読み取るという実践的な活動を通じて、日常生活においても地形
図やハザードマップなどを読図できる技能が身につきます。

●災害発生時にとる行動や、災害に強いまちづくりについて、協働的に考えることができます。

STEP4では、自
然災害のリスク
を踏まえて病院
の立地を考察す
る問いを入れて
います。STEP1
～4と段階的に
学ぶことで、唯一
の正解のない問
いに対しても、無
理なく取り組め
ます。

4

最後のSTEPに、
協働的な作業を
取り入れ、防災
意識を高め合え
るようにしてい
ます。

5
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5

10

211防災・減災のために利用できる主題図には、どのようなものがあるのか調べよう。地図帳活用

地域で異なる
自然災害対策

　　被
ひ

災
さい

する可能性の高い自治体では、防災マニュア

ルが作成され、物資の備
び

蓄
ちく

や防災訓練などが進めら

れている。また、災害などの緊
きん

急
きゅう

事態が発生した際に、円
えん

滑
かつ

に業務を継
けい

続
ぞく

させるための事業継続計画（BCP）を作成する企
き

業
ぎょう

が増えている。

　地域の自然環境や社会環境に合わせた対策も重要である。例えば、人

口が集中し産業活動が盛
さか

んな都市部では、木造家屋密集地域での火災対

策、多くの人が避難できる避難所の設置、帰宅困難者対策などが必要と

なってくる。また、多くの都市機能が電気に依
い

存
そん

しているため、大規模
停電（ブラックアウト）対策も、重要性を増している（写真5）。他方、高

こう

齢
れい

化
か

が進む過
か

疎
そ

地域では、災害により交
こう

通
つう

網
もう

が寸断され集落が孤
こ

立
りつ

した

り（写真6）、地域の防災・減災力を支えてきた消防団の団員数の減少や
高齢化が進んだりしている。そのため、自力での避難が難しい高齢者な

どに対する支
し

援
えん

体制の整備や、地元の行政だけでは対応しきれない場合

に備えて、他地域から支援を受け入れるための体制づくりをしている。

Business Continuity Plan 2

� p.177

3

blackout � p.204

� p.177
確認 防災のハード対策とソフト

対策の具体例を確認しよう。

説明 都市部と過
か

疎
そ

地域では、防
災・減災対策がどのように異なるのか説明
しよう。

コラム 南海トラフ地
じ

震
しん

への備え

扌 5  地
じ
震
しん
による停電で暗くなった繁

はん
華
か
街
がい
（北海道札

さっ
幌
ぽろ

市、2018 年）　
発電所が次々と停止し、北海道の全域で停電となった。

2 事業継
けい
続
ぞく
計画（BCP）　災害などの緊

きん
急
きゅう

事態
が発生したときに、企

き
業
ぎょう

や官公庁が損害を最小
限に抑

おさ
え、事業の継続や復旧を図

はか
るための計画

のこと。優先して継続・復旧すべき事業を特定
し、生産拠

きょ
点
てん

・取引先の分散や、代
だい

替
たい

設備の確
保、データのバックアップなどが行われている。

3 帰宅困難者　交通機関の機能の停止によっ
て、勤務先や学校から帰宅できなくなった人の
こと。多くの人が駅などに集中して群集事故が
起きたり、道路が渋

じゅう
滞
たい

して救急車などの活動の
妨
さまた

げになったりする。

　静岡県から宮崎県にかけての太平洋沿岸は、近い将来発生すると予測されている
南海トラフ地震によって、広い範

はん
囲
い

が大きな被
ひ

害
がい

に見
み

舞
ま

われると想定されている。
南海トラフ沿いでは、1854 年に南海トラフの東側で大規模地震が起こり、その約
32 時間後に、西側でも続けて大規模地震が発生した。そこで現在、想定震源域内
で大規模地震が発生したり、地

ち
殻
かく

変動など異常な現象が観測されたりした場合に、
さらなる地震発生の可能性の高まりについて知らせる「南海トラフ地震臨時情報」が
発表されるようになった。この情報にしたがって津

つ
波
なみ

避
ひ

難
なん

が困難な地域に暮らす
人々が事前避難すれば、大きな被害の軽減が見込まれる。他方で、情報通りに地震
が発生しなかった場合に情報の信

しん
頼
らい

性
せい

が低下することや、避難を急ぎ過ぎてパニッ
クが起きたり、食料やトイレットペーパーなどの生活必

ひつ
需
じゅ

品
ひん

が買い占
し

められたりす
るといった社会的混乱が生じることも心配されている。

➡ 4  南海トラフ沿いで発生した過去の巨
きょ
大
だい
地
じ
震
しん
の震源域　 読み解き  南海トラフ沿いで

発生した巨大地震は、どのくらいの周期で起こっているのだろうか。

南海地震 東南海地震

東海地震

駿河
トラフ

する が

南海トラフ

1600年

1700年

1800年

1900年

2000年
1946年　南海　M8.0

南海地震 東南海地震 東海地震

1854年　安政　M8.4

1605年　慶長　M7.9

1707年　宝永　M8.6

1854年　安政東海　M8.4

1944年
東南海　M7.9

102年

147年

90年

80年以上
未発生

70年以上
未発生

170年
以上
未発生

＊Mはマグニチュード

0 200km

〔気象庁資料、ほか〕

扌 6  能
の
登
と
半島地

じ
震
しん
により孤

こ
立
りつ
した集落（石川県珠

す
洲
ず

市、2024 年 1 月）　
地すべりなどにより道路が寸断され、救助・復旧活動が難航した。

孤立した集落
こ りつ

地すべり

寸断された道路

2
部
1
章

自
然
災
害
へ
の
備
え
と
復
旧
・
復
興

1
章
5
節

みずから考え行動につながる「防 災」
新しい知見や最新情勢を反映

特色
③

●近年甚大化する災害の最新情勢を踏まえて、取り上げる事例や記述内容を刷新しました。
●都市部と過疎地域の災害対策の違いや、災害発生後の復旧・復興のフェーズに焦点をあてた
ページを新設し、地域の特性を踏まえた災害対策がより深く理解できるようにしました。
●「災害レジリエンス」や「復興ツーリズム」など新しい知見を反映し、生徒が持続可能な地域
づくりを進めていくための新たな視点を獲得できるようにしました。

近い将来発生
すると予測され
ている南海トラ
フ地震をコラ
ムで取り上げ
ています。「南
海トラフ地震
臨時情報」につ
いても、紹介し
ています。

1

能登半島地震
など、新しい事
例を取り上げ
ています。

2

人口が集中す
る都市部と、高
齢化が進む過
疎地域の災害
対策の違いを
わかりやすく記
述しています。

3

▼ p.211
特
色
①

全
体
構
成

特
色
②

特
色
③

特
色
④

コ
ン
テ
ン
ツ

見
開
き
構
成

関
連
教
材

28 29

5
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15
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213自然災害に備えてあなたができることや、あなたの暮らす自治体ができることをまとめよう。節の振り返り

復旧・復興の
取り組み

　　災害が発生して被災した際には、復旧・復興のた

めの取り組みが進められることになる。復旧・復興

においては、建物やライフラインといったハード面の復旧だけでなく

（写真4）、経済・産業活動の回復、さらに、心身に大きな打
だ

撃
げき

を受けた

被災地の人々の生活や心のケアなど、ソフト面の回復も大切である。ま

た近年は、大規模災害の被
ひ

害
がい

を完全に防ぐことが難しいことから、被害

を最小化する防災・減災力に加えて、被災後の回復力にも注目した災害
レジリエンスの考え方が取り入れられている（図5）。例えば、迅

じん

速
そく

な復

旧・復興を進めるために、被災後のまちづくりを被災前に検討する事前

復興計画を立てておく自治体が増えている。事前復興計画を立てておく

ことで、地域の特性を踏
ふ

まえた復興まちづくりを円
えん

滑
かつ

に進めることがで

き、復興で被災前の状態に戻
もど

すだけではなく、より災害に強い状態をつ

くるビルド・バック・ベター（よりよい復興）が実現できる（写真6）。

体験・記憶の
継承

　　復旧・復興と並
へい

行
こう

して進められるのが、被災した

体験・記
き

憶
おく

、災害対応の記録を保存し、将来に向け

て継
けい

承
しょう

する試みである。被災した構造物を災害遺構として保存したり、

自治体の災害対応、避難所・仮設住宅での支援活動に関する文章や映像

などの記録を残したりするなどの活動がある。さらに、これらを観光資

源としても活用して、被災地の復興の加速や地域活性化にもつなげる復
興ツーリズムが近年注目されている（写真7）。

� p.191

Disaster Resilience

Build Back Better

� p.191

� p.193

確認 自助・共助・公助の語句の意
味を確認しよう。

説明 復旧・復興の際には、どの
ような取り組みを行うことが大切だろうか。

扌 6  東日本大
だい
震
しん
災
さい
の津

つ
波
なみ
で被

ひ
災
さい
した田

た
老
ろう
地区

の復興の様子（岩手県宮
みや
古
こ
市）　被災時の防

ぼう
潮
ちょう
堤
てい

より約 5 m高い防潮堤の整備や、住宅地の高
台移転、道路のかさ上げなどが進められている。　
読み解き  なぜこのような取り組みが進めら
れているのだろうか。

被災前（2010年） 被災時（2011年） 復興後（2020年）

新しい防潮堤

新しい住宅地

扌 7  東日本大
だい
震
しん
災
さい
・原子力災害伝承館を見学

する人々（福島県双
ふた
葉
ば
町
まち
、2020 年）　2011

年に発生した東日本大震災と福島第一原子力発
電所事故の事実や教訓、復興の歩みを後世に伝
えるさまざまな資料を展示している。

時間経過

元の水準

より災害に
強い水準

目指されている
社会

従来の社会

社
会
の
機
能

低

高

災害
発生

被害
最小化

早期復旧

ビルド・バック・ベター
（よりよい復興）

➡ 5  災害レジリエン
スの考え方　災害レジ
リエンスとは、従来の
防災・減災力に、早期
復旧やビルド・バック・
ベターといった回復力
を加えた総合的な力の
ことである。図中の三
角形が小さいほど災害
レジリエンスが高い。

扌4  熊本地
じ
震
しん
による被

ひ
災
さい
後
ご
の電力復旧作業（熊本県益

まし
城
き
町
まち
、2016年 4月）

〔九州電力〕

2
部
1
章

自
然
災
害
へ
の
備
え
と
復
旧
・
復
興

1
章
5
節

みずから考え行動につながる「防 災」
新しい知見や最新情勢を反映

能登半島地震、
北海道胆振東
部地震、熊本地
震、東日本大震
災のように、近
年発生した複
数の事例を取り
上げています。

4

東日本大震災
の被災前、被災
時、復興後の3
枚の写真を比
較して、復興に
よる町の変化
をとらえられ
るようにして
います。

5

災害レジリエン
スや、復興ツー
リズムといった
新しい知見を
取り入れてい
ます。

6

●新しい知見や最新情勢を反映した例
ページ テーマ
p.29 国際海峡
p.39 デジタル田園都市国家構想
p.39 テレワーク、ワーケーション

p.40-41 インバウンド、
オーバーツーリズム

p.42 新型コロナウイルス感染症

ページ テーマ
p.89 パレスチナ問題
p.114 ファブレス企業
p.118 人工知能（AI）、生成AI

p.125 中国の電気自動車、
再生可能エネルギー

p.154 小規模分散型発電

ページ テーマ
p.182 ウクライナ侵攻
p.184-185 ハザード、脆弱性、曝露
p.189、206 線状降水帯

p.211 南海トラフ地震臨時情報、
能登半島地震

p.213 災害レジリエンス、復興ツーリズム

◀ p.213
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202 崖崩れ　気象災害　台風　地すべり　土石流　洪水　高潮　都市型水害　局地的大雨（ゲリラ豪雨）中学校との関連

気象災害と防災4節
日本では毎年のように気象災害が発生している。これらの気象災害にはどのような種類があり、どのような被

ひ

害
がい

をもたらすのだろうか。また、気象災害に備えて、どのような取り組みが必要なのだろうか。

1 崖
がけ
崩
くず
れ　雨や地

じ
震
しん
などによって不安定に

なった斜
しゃ
面
めん
の一部が急速に崩れる現象のこと。

2 地すべり　雨水の地下への浸
しん
透
とう
や大きな地

じ

震
しん
などによって、斜

しゃ
面
めん
の土

ど
砂
しゃ
が大きな塊

かたまり
となっ

て動きやすくなり、ゆっくりと下方に移動する
現象のこと。

3 土石流　土
ど
砂
しゃ
が大雨などで崩

くず
れ、水と一体

となって高速に斜
しゃ
面
めん
を流れ下る現象のこと。

4 外
がい
水
すい
氾
はん
濫
らん
と内

ない
水
すい
氾濫　外水氾濫は、河

か
川
せん
の

氾濫により、市街地や農地などに河川の水（外
水）が流れ込む現象のこと。内水氾濫は、堤

てい
防
ぼう

内の排
はい
水
すい
処理能力を超

こ
える多量の雨水によりあ

ふれた水（内水）が、市街地の建物や道路などを
浸
しん
水
すい
させる現象のこと。

地域で異なる
気象災害

　　大雨によって河
か

川
せん

が氾
はん

濫
らん

したり、崖
がけ

崩
くず

れ（写真1）

が起こったりすると、私たちの生活に被
ひ

害
がい

が及
およ

ぶこ

とがある。このような、大雨や強風、大雪などの気象現象により発生す

る災害を気象災害という（図2）。また気象災害には、やませや日照不足

という継
けい

続
ぞく

的
てき

な天候の異常による災害も含
ふく

まれる。

　日本列島では、山地が急
きゅう

峻
しゅん

で河川の勾
こう

配
ばい

も急であるという地形条件、

夏の時期には梅
ばい

雨
う

前線の停
てい

滞
たい

や台風による大雨が多いという気象条件、

河川や海岸に沿って多くの人が住んでいるという社会条件が重なって、

水害が起こりやすい。その被害は地域によっても大きく異なる。河川上

流の山間部や台地の周
しゅう

縁
えん

部
ぶ

では、崖崩れや地すべり、土石流などの土
ど

砂
しゃ

災害が多く、下流の平野部では、河川の氾濫といった外
がい

水
すい

氾
はん

濫
らん

によ 

る洪
こう

水
ずい

の被害が多い（写真4）。台風が襲
しゅう

来
らい

すると、大雨による災害だけ

でなく、強風による建物の損傷や停電、農作物への被害も生じる。また、

1

� p.189

� p.187

� p.189 � p.206

� p.51、187

、2 p.211 、3 p.204

4

� p.207

扌2  さまざまな気象災害

崖崩れ
がけくず

高潮

内水氾濫
ないすいはんらん

外水氾濫
がいすいはんらん

土石流

落石

地すべり

扌 1  大雨による崖
がけ
崩
くず
れ（愛媛県宇

う
和
わ
島
じま

市、2018 年 7月）　崖崩れにより、多
くの民家が押

お
しつぶされた。

1 さまざまな気象災害
気象災害は、場所によってどのような違

ちが

いがあるのだろうか。

高潮の動画コンテンツ

学習課題

節の主題

見通し・振り返りシート気象災害と防災4節

どのような場所でどのような気象災害が起きやすいのだろうか。Q

5

10

15

203日本の自然災害の主題図で、気象災害が発生した主な地域の分布を調べよう。地図帳活用

先
人の知恵
　東京都の江

こう
東
とう
区周辺では、明治以降に工業用として地下水が大量にくみ上げられ、

広い範
はん
囲
い
で地

じ
盤
ばん
沈
ちん
下
か
が発生した。この地盤沈下によって、東京 23区の約 20 ％も

の地域が満潮時には海面より低くなり、水害を受ける危険性が高まった。そこで東
京都は、地下水のくみ上げを規制するとともに、さまざまな対策を実

じっ
施
し
した。この

地域を流れる小
お
名
な
木
ぎ
川
がわ
などでは、水位を東

とう
京
きょう
湾
わん
の干潮面よりさらに 1 m低くし、

周辺の地盤よりも低い位置に水面がくるようにした。現在でも、隅
すみ
田
だ
川
がわ
や荒
あら
川
かわ
から

水位差のある小名木川に出入りする際には、二つの水門（閘
こう
門
もん
）に挟

はさ
まれた水路（閘

こう

室
しつ
）に船を入れ、水位を人工的に最大 3 m昇

しょう
降
こう
させることによって船を通過させる。

水門にみられる水害対策の歴史

高潮によって、沿岸部では浸
しん

水
すい

などの被害が生じることもある（写真6）。
そして、竜

たつ

巻
まき

によっても、強風による建物の損傷などの被害が生じる。

北海道から本州にかけての日本海側は豪
ごう

雪
せつ

地帯であり、冬には積雪によ

る建物の損傷などが起こることもある。降雪の少ない太平洋側でも、ひ

とたび雪が降ると、路面凍
とう

結
けつ

による交通事故や物流の停
てい

滞
たい

、交通機関の

乱れなどが生じる。

都市化による
水害の変化

　　日本人は古くから、平野の自然堤
てい

防
ぼう

などの微
び

高
こう

地
ち

に居住していたが、都市化が進むにつれて低地や流
りゅう

路
ろ

跡
あと

にも宅地が広がった。そのため、河川が氾濫すると以前にも増して

大きな被害が生じやすくなった。また都市では、地表面の大部分がアス

ファルトやコンクリートで覆
おお

われているため、降った雨がほとんど地下

に浸
しん

透
とう

せず、排
はい

水
すい

処理能力を超
こ

えて水があふれる内
ない

水
すい

氾濫が起こる場合
がある（写真5）。このような都市部に特有の水害は都市型水害とよばれ
る。近年は局地的大雨（ゲリラ豪

ごう

雨
う

）とよばれる狭
せま

い範
はん

囲
い

での短時間の大

雨も増加しており、都市での水害の危険性がより高まっている。

5

� p.189、205

� p.51

4

確認 気象災害にはどのような種
類があるのか確認しよう。

説明 都市化によって水害が発生
しやすくなった理由を説明しよう。

扌6  高潮で浸
しん
水
すい
した関西国際空港（大阪府泉

いずみ
佐
さ

野
の
市・田

た
尻
じり
町
ちょう
・泉
せん
南
なん
市、2018年 9月）

滑走路
かっそう ろ

駐機場
ちゅう き じょう

扌 3  小
お
名
な
木
ぎ
川
がわ
にみられる閘

こう
門
もん
式
しき
の水門（東

京都江
こう
東
とう
区、2017年）

決壊した堤防
けっかい　　　　ていぼう

扌4  外
がい
水
すい
氾
はん
濫
らん
によって浸

しん
水
すい
した市街地（岡山県倉

くら
敷
しき
市、2018年 7月）　真

ま
備
び

地区では、大雨により堤
てい
防
ぼう
8 か所が決

けっ
壊
かい
し、河

か
川
せん
が氾濫した（→p.207）。

扌 5  内
ない
水
すい
氾
はん
濫
らん
によって冠

かん
水
すい
した道路（神奈川県川

かわ
崎
さき
市、2019

年10月）　下水管などの排
はい
水
すい
機能が追いつかず、水があふれ出た。

5 高潮　台風などの強い低気圧によって、海
面の水位が上

じょう
昇
しょう
する現象のこと。気圧の低下に

よって海面が吸い上げられるように上昇する
「吸い上げ」と、湾

わん
の奥

おく
に海水が吹

ふ
き寄せられて

海水面が上昇する「吹き寄せ」が原因で発生する。

〔神奈川新聞社〕

2
部
1
章

気
象
災
害
と
防
災

1
章
4
節

授業
展開例

3部 1章 4節 気象災害と防災
1．さまざまな気象災害

授業　
展開例「防災」単元

イラストから、気象災害が
起きやすい場所の特徴を、
地形と結びつけて考察でき
ます。

1

イメージがしにくい高潮に
ついては、そのメカニズム
を動画で解説しています。

3

5

10

15

204 水害　土砂災害　治水　ハザードマップ　地吹雪中学校との関連

台風とその後
の取り組み

　　2019 年 9月、関東地方に台風が上陸した。この

うち、千葉県の房
ぼう

総
そう

半島南部では、主に強風による

影
えい

響
きょう

で多くの電柱が損傷し、2週間を超
こ

える停電が発生した。この台風
をきっかけに、現在はさまざまな停電対策が講じられている。例えば、

電力以外の燃料の確保や、電源が必要不可欠な病院への電源車の配備、

ライフラインの応急的復旧ができる体制づくりなどが進められた。

　同年 10月には再び台風が上陸し、東日本の広
こう

範
はん

囲
い

に記録的な大雨を

もたらして、洪
こう

水
ずい

や土
ど

砂
しゃ

災害（写真1）が頻
ひん

発
ぱつ

した。水害の多い日本では、

水害や土砂災害への対策（治水）が伝統的に取り組まれてきた（図3）。従
来の治水は災害そのものを防ぐことに重点がおかれ、河

か

川
せん

改修、堤
てい

防
ぼう

や

砂防ダムの建設（写真2）が行われてきた。現在では、それに加えて、さ
まざまな関係者によって河川の流域全体での対策を講じることで、災害

が発生しても被
ひ

害
がい

を小さく抑
おさ

えようとする流域治水が進められている。
具体的には、地下調節池・遊水地などの整備（写真4）、w

ウ ェ ブ

eb カメラに

よる河川のリアルタイム監
かん

視
し

、災害リスクの低い土地への居住地の移転、

ハザードマップを利用した避
ひ

難
なん

計画の作成などが行われている。

� p.191

1

� p.192、195

防波堤

防潮堤

地下調節池
河口堰

ぜき

防風林
防潮林

河川堤防
か せんていぼう

落石防止の網
あみ

貯水タンク

遊水地

砂防ダム コンクリートで
補強された山肌

やまはだ

多目的ダム

扌 2  土石流の被
ひ
災
さい
地
ち
に建設された砂防

ダム（宮城県丸
まる
森
もり
町
まち
、2021年 10月）

扌 1  台風によって発生した土石流（宮城
県丸
まる
森
もり
町
まち
、2019年 10月）

2 気象災害への各地の取り組み
気象災害に対して、どのような取り組みや課題がみられるのだろうか。

扌 3  気象災害
への対策

　東京都杉
すぎ
並
なみ
区と中

なか
野
の
区の約40 m地

下には、直径 12.5 m、総延長 4.5 km
にわたる巨

きょ
大
だい
な空
くう
洞
どう
が整備されている。

これは 1997 年から利用されている
地下調節池で、付近の河

か
川
せん
が増水した

際には約 54万㎥もの水をためること
ができる。2019 年 10 月の台風の際
には、東京 23区でも河川の氾

はん
濫
らん
が懸

け

念
ねん
されていたが、こうした施

し
設
せつ
が活用

され、大きな被
ひ
害
がい
は生じなかった。

コラム 都心を守る地下調節池

扌4  洪
こう
水
ずい
対策用の地下調節池（東京都杉

すぎ
並
なみ
区）

学習課題

p.202 図2の気象災害に対して、どのような対策をとっているだろうか。Q

p.204図 3には、p.202図 2
と同じ構図で描かれた「気象
災害への対策」のイラストが
あり、比較して見ることで理
解を深めることができます。

2

展開1
気象災害の種類（土砂災害、洪水、高潮など）を
生徒に挙げさせて、黒板にまとめる。次に、そ
れぞれの気象災害が発生しやすい場所につ
いても同様に生徒に問いかけて、板書する。
その後、生徒の回答にはなかった気象災害を
教員が解説する。その際、高潮については、
QRコードの動画を生徒に見せる。

min
20導入

導入の「Q」の問い「どのような場所でどのよ
うな気象災害が起きやすいのだろうか。」に
ついて考えさせる。p.50-51などの地形のペ
ージや図 2をもとにして、自身の考えをまと
めさせ、グループで意見交換をさせる。
学習課題を確認し、気象災害の種類と発生しや
すい場所の特徴について学ぶことを予告する。

min
10

▲ p.204図 3

▼ p.202-203

特
色
①

全
体
構
成

特
色
②

特
色
③

特
色
④

コ
ン
テ
ン
ツ

見
開
き
構
成

関
連
教
材

30 31

5

10

202 崖崩れ　気象災害　台風　地すべり　土石流　洪水　高潮　都市型水害　局地的大雨（ゲリラ豪雨）中学校との関連

気象災害と防災4節
日本では毎年のように気象災害が発生している。これらの気象災害にはどのような種類があり、どのような被

ひ

害
がい

をもたらすのだろうか。また、気象災害に備えて、どのような取り組みが必要なのだろうか。

1 崖
がけ
崩
くず
れ　雨や地

じ
震
しん
などによって不安定に

なった斜
しゃ
面
めん
の一部が急速に崩れる現象のこと。

2 地すべり　雨水の地下への浸
しん
透
とう
や大きな地

じ

震
しん
などによって、斜

しゃ
面
めん
の土

ど
砂
しゃ
が大きな塊

かたまり
となっ

て動きやすくなり、ゆっくりと下方に移動する
現象のこと。

3 土石流　土
ど
砂
しゃ
が大雨などで崩

くず
れ、水と一体

となって高速に斜
しゃ
面
めん
を流れ下る現象のこと。

4 外
がい
水
すい
氾
はん
濫
らん
と内

ない
水
すい
氾濫　外水氾濫は、河

か
川
せん
の

氾濫により、市街地や農地などに河川の水（外
水）が流れ込む現象のこと。内水氾濫は、堤

てい
防
ぼう

内の排
はい
水
すい
処理能力を超

こ
える多量の雨水によりあ

ふれた水（内水）が、市街地の建物や道路などを
浸
しん
水
すい
させる現象のこと。

地域で異なる
気象災害

　　大雨によって河
か

川
せん

が氾
はん

濫
らん

したり、崖
がけ

崩
くず

れ（写真1）

が起こったりすると、私たちの生活に被
ひ

害
がい

が及
およ

ぶこ

とがある。このような、大雨や強風、大雪などの気象現象により発生す

る災害を気象災害という（図2）。また気象災害には、やませや日照不足

という継
けい

続
ぞく

的
てき

な天候の異常による災害も含
ふく

まれる。

　日本列島では、山地が急
きゅう

峻
しゅん

で河川の勾
こう

配
ばい

も急であるという地形条件、

夏の時期には梅
ばい

雨
う

前線の停
てい

滞
たい

や台風による大雨が多いという気象条件、

河川や海岸に沿って多くの人が住んでいるという社会条件が重なって、

水害が起こりやすい。その被害は地域によっても大きく異なる。河川上

流の山間部や台地の周
しゅう

縁
えん

部
ぶ

では、崖崩れや地すべり、土石流などの土
ど

砂
しゃ

災害が多く、下流の平野部では、河川の氾濫といった外
がい

水
すい

氾
はん

濫
らん

によ 

る洪
こう

水
ずい

の被害が多い（写真4）。台風が襲
しゅう

来
らい

すると、大雨による災害だけ

でなく、強風による建物の損傷や停電、農作物への被害も生じる。また、

1

� p.189

� p.187

� p.189 � p.206

� p.51、187

、2 p.211 、3 p.204

4

� p.207

扌2  さまざまな気象災害

崖崩れ
がけくず

高潮

内水氾濫
ないすいはんらん

外水氾濫
がいすいはんらん

土石流

落石

地すべり

扌 1  大雨による崖
がけ
崩
くず
れ（愛媛県宇

う
和
わ
島
じま

市、2018 年 7月）　崖崩れにより、多
くの民家が押

お
しつぶされた。

1 さまざまな気象災害
気象災害は、場所によってどのような違

ちが

いがあるのだろうか。

高潮の動画コンテンツ

学習課題

節の主題

見通し・振り返りシート気象災害と防災4節

どのような場所でどのような気象災害が起きやすいのだろうか。Q

5

10

15

203日本の自然災害の主題図で、気象災害が発生した主な地域の分布を調べよう。地図帳活用

先
人の知恵
　東京都の江

こう
東
とう
区周辺では、明治以降に工業用として地下水が大量にくみ上げられ、

広い範
はん
囲
い
で地

じ
盤
ばん
沈
ちん
下
か
が発生した。この地盤沈下によって、東京 23区の約 20 ％も

の地域が満潮時には海面より低くなり、水害を受ける危険性が高まった。そこで東
京都は、地下水のくみ上げを規制するとともに、さまざまな対策を実

じっ
施
し
した。この

地域を流れる小
お
名
な
木
ぎ
川
がわ
などでは、水位を東

とう
京
きょう
湾
わん
の干潮面よりさらに 1 m低くし、

周辺の地盤よりも低い位置に水面がくるようにした。現在でも、隅
すみ
田
だ
川
がわ
や荒
あら
川
かわ
から

水位差のある小名木川に出入りする際には、二つの水門（閘
こう
門
もん
）に挟

はさ
まれた水路（閘

こう

室
しつ
）に船を入れ、水位を人工的に最大 3 m昇

しょう
降
こう
させることによって船を通過させる。

水門にみられる水害対策の歴史

高潮によって、沿岸部では浸
しん

水
すい

などの被害が生じることもある（写真6）。
そして、竜

たつ

巻
まき

によっても、強風による建物の損傷などの被害が生じる。

北海道から本州にかけての日本海側は豪
ごう

雪
せつ

地帯であり、冬には積雪によ

る建物の損傷などが起こることもある。降雪の少ない太平洋側でも、ひ

とたび雪が降ると、路面凍
とう

結
けつ

による交通事故や物流の停
てい

滞
たい

、交通機関の

乱れなどが生じる。

都市化による
水害の変化

　　日本人は古くから、平野の自然堤
てい

防
ぼう

などの微
び

高
こう

地
ち

に居住していたが、都市化が進むにつれて低地や流
りゅう

路
ろ

跡
あと

にも宅地が広がった。そのため、河川が氾濫すると以前にも増して

大きな被害が生じやすくなった。また都市では、地表面の大部分がアス

ファルトやコンクリートで覆
おお

われているため、降った雨がほとんど地下

に浸
しん

透
とう

せず、排
はい

水
すい

処理能力を超
こ

えて水があふれる内
ない

水
すい

氾濫が起こる場合
がある（写真5）。このような都市部に特有の水害は都市型水害とよばれ
る。近年は局地的大雨（ゲリラ豪

ごう

雨
う

）とよばれる狭
せま

い範
はん

囲
い

での短時間の大

雨も増加しており、都市での水害の危険性がより高まっている。

5

� p.189、205

� p.51

4

確認 気象災害にはどのような種
類があるのか確認しよう。

説明 都市化によって水害が発生
しやすくなった理由を説明しよう。

扌6  高潮で浸
しん
水
すい
した関西国際空港（大阪府泉

いずみ
佐
さ

野
の
市・田

た
尻
じり
町
ちょう
・泉
せん
南
なん
市、2018年 9月）

滑走路
かっそう ろ

駐機場
ちゅう き じょう

扌 3  小
お
名
な
木
ぎ
川
がわ
にみられる閘

こう
門
もん
式
しき
の水門（東

京都江
こう
東
とう
区、2017年）

決壊した堤防
けっかい　　　　ていぼう

扌4  外
がい
水
すい
氾
はん
濫
らん
によって浸

しん
水
すい
した市街地（岡山県倉

くら
敷
しき
市、2018年 7月）　真

ま
備
び

地区では、大雨により堤
てい
防
ぼう
8 か所が決

けっ
壊
かい
し、河

か
川
せん
が氾濫した（→p.207）。

扌 5  内
ない
水
すい
氾
はん
濫
らん
によって冠

かん
水
すい
した道路（神奈川県川

かわ
崎
さき
市、2019

年10月）　下水管などの排
はい
水
すい
機能が追いつかず、水があふれ出た。

5 高潮　台風などの強い低気圧によって、海
面の水位が上

じょう
昇
しょう
する現象のこと。気圧の低下に

よって海面が吸い上げられるように上昇する
「吸い上げ」と、湾

わん
の奥

おく
に海水が吹

ふ
き寄せられて

海水面が上昇する「吹き寄せ」が原因で発生する。

〔神奈川新聞社〕

2
部
1
章

気
象
災
害
と
防
災

1
章
4
節

「防災」単元

外水氾濫と内水氾濫とを比
較する写真を掲載すること
で、実際の状況をイメージし
ながら学ぶことができます。

4

都市において水害の危険性
が高まっている背景を、本文
で丁寧に記述しています。

5

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を確認し、「説明」の
問いに取り組ませ、見通し・振り返りシートに記入させ
る。教員は、気象災害の種類や学校の周辺で発生しや
すい気象災害についてまとめる。
最後に次回は、気象災害とその対策について学習する
ことを予告する。

min
5展開2

地図帳を使って、気象災害が発生しやすい地域の特徴と
その事例を生徒に確認させる。
次にウェブサイトのハザードマップを使って、学校や生徒
の自宅の周辺といった身近な地域で発生する危険性が高
い気象災害を確認させる。その際、ウェブサイトで地形分
類図と2画面表示で比較させるなど、地形と気象災害との
関わりを考察しやすいように誘導する。

min
15

●「防災」単元では、地震・津波災害や火山災害、気象災害を主に扱っています。それぞれ、災害
が発生するメカニズムや発生しやすい場所、防災に向けた各地の取り組み、防災に関する地図
の読み取りまで総合的に取り上げています。この見開きでは、気象災害が発生しやすい場所に
ついて学習します。
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地理院地図の利用6

QRコードから視
し

聴
ちょう

できる動画を参
考に  1  ～  2  の作業をしよう。
1  地理院地図のウェブサイトを開き、画面
左上の「地図」をクリックして、どのような種
類のベースマップがあるのか調べよう。
2  図1を参考に、検

けん

索
さく

バーに自分の通う学
校名を入力して、その場所の地図を表示させ
よう。

TRY 地理院地図の特色と機能

　国土地理院は、最新の電子国土基本図（→p.13）を地理院地図としてインターネッ
ト上で公開している。地理院地図では、地図を思い通りに動かしたり、拡大・縮小
したりすることができる。地図を拡大していくと、縮尺 2万 5千分の 1地形図の
ように等高線や地図記号が表示される。地図上で距

きょ

離
り

や面積を計測する機能のほか、
地形断面図を作成する機能や土地を立体的に表す 3D地図の作成機能もある。
　地図以外にも多数の情報が用意されており、空中写真や衛星画像は、最新のもの
だけでなく、古い年代のものも閲

えつ

覧
らん

できるため、地域の変容をとらえる際に役立つ。
また、標高に応じて土地の色を変えた段

だん

彩
さい

図
ず

を表示したり、高さの範
はん

囲
い

や色を指定
して独自の段彩図をつくったりする機能もある。このほか、過去に発生した地

じ

震
しん

や
豪
ごう

雨
う

といった自然災害の被
ひ

害
がい

を示した情報、自然災害ごとに定められた指定緊
きん

急
きゅう

避
ひ

難
なん

場所などを地図上に示すことができるため、防災にも役立つ。

扌1  地理院地図のウェブサイト

（2023年12月閲覧）

QRコードから視
し

聴
ちょう

できる動画を参考に  3  ～  5  の作業をしよう。
3    2  で表示させた場所の緯

い

度
ど

・経度、標高を読み取ろう。
4  「ツール」ボタンから「計測」をクリックして、学校から自宅までの距

きょ

離
り

を計測しよう。
5  「ツール」ボタンにある「断面図」をクリックして、学校から自宅までの
断面図をつくろう。また、グループをつくり、完成した断面図を比べよう。

TRY

地理院地図

●いろいろな機能ボタン
　「印刷」、「設定」、「ツー
ル」などのボタンがある。
「ツール」では、図形や文
字の追加、距

きょ
離
り
や面積の

計測のほか、断面図や 3D
地図の作成などもできる。

●地図の種類
　画面左上の「地図」をクリックする
と、「地図の種類」が開き、見たい項

こう
目
もく

をクリックすると詳
しょう
細
さい
が表示される。

また、ベースマップにほかの地理情報
を重ねることができる。

●検
けん

索
さく

バー
　入力ボックスに地名や住所、緯

い
度
ど
・経度などを入力すると、その位

置が地図上に表示される。地名や住所の場合は、検索結果から選
せん
択
たく
する。

●位置情報
　図の中心地点の住所や
緯
い
度
ど
・経度に加えて、標

高まで確認できる。「 」
や「 」のボタンで、情報
の表示・非表示を切り替

か

えることができる。
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地理院地図を使った情報の重ね合わせ・比較

QRコードから視
し

聴
ちょう

できる動画を参考に  6  の作業をしよう。
6  地理院地図では、ベースマップのほかにどのような地図や情報を表示させる
ことができるのだろうか。図2も参考にしながら確認しよう。

TRY

扌 2  図 1の「地図の種類」から「土地の成
り立ち・土地利用」をクリックして表示さ
れる情報の例

　地理院地図では、背景となる地図（ベースマップ）に空中写真を重ねたり、空中写真に自
然災害での被

ひ

害
がい

の情報を重ねたりすることができる。複数の情報を組み合わせることで、
土地利用と地形の関係や、大雨による浸

しん

水
すい

被害範
はん

囲
い

と地形の関係などを読み取ることがで
きる。地図どうしや、地図と空中写真を重ねる場合は、透

とう

過
か

率
りつ

を調整すると両者の関係が
読み取りやすくなる。情報量が互

たが

いに多い場合は、2画面表示にしたり地図どうしを重ね
たりして比

ひ

較
かく

したほうが分
ぶん

析
せき

しやすいこともある。

扌3  地理院地図で全国最新写真（シームレス）を表示させた例

（2023年12月閲覧）

QRコードから視
し

聴
ちょう

できる動画を参考に  7  の作業をしよう。
7    6  の作業で興味をもった地図や情報とベースマップの関係を （1） と （2） の方法で読み取ろう。
　（1）「選

せん

択
たく

中
ちゅう

の地図」で、透
とう

過
か

率
りつ

を調整する。
　（2）「ツール」をクリックして、2画面表示にする。

TRY

➡透過率の調整機能

➡ 2 画面機能

1

2

●選
せん

択
たく

中
ちゅう

の地図
　「地図の種類」の項

こう
目
もく
から、見たい地図をクリッ

クすると、「選択中の地図」が表示される。それぞ
れの地図について、解説や凡

はん
例
れい
を確認したり、表

示・非表示を切り替
か
えたりすることができる。ま

た、それぞれの透
とう
過
か
率
りつ
を設定して、透

す
かせることで、

ほかの地図と重ねて表示することもできる。

● 2画面表示
　「❶ツール」にある「❷並べて
比
ひ
較
かく
」をクリックすると、二つ

の地図を並べて表示させるこ
とができる。図の中心地点や
縮尺は、自動的に左右で同じ
になる。
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アクティブ

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

空港 ＊2018年時点

高速道路

鉄道

〔ESRIジャパン〕0 5km

　2節「地図の役割と種類」の学習内容をもとに、ここでは、QRコンテンツ「アクセス
W
ウ ェ ブ

ebGIS『GIS を使ってみよう 3』」を使って、実際にGIS に触
ふ

れながら、テーマパークの
建設に最適な立地について考えよう。

テーマパークをどこにつくる？
『アクセスWebGIS』を使って立地を考えよう

扌2  1 m2 あたりの地価（大阪府周辺）扌1  1 km2 あたりの人口（大阪府周辺）

扌4  主な空港や高速道路、鉄道（大阪府周辺）扌3  地形（大阪府周辺）

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

〔ESRIジャパン〕0 5km

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

人口メッシュ
（2015年時点）
単位：人

〔ESRIジャパン〕0 5km

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGSGSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

地価（2019年時点）
単位：円

〔ESRIジャパン〕0 5km

持続可能な社会に向けて

ワークシート

アクセスWebGIS
『GIS を使ってみよう 3』

実践的な地理的技能が身につく 「地図とGIS」
地図やGISの活用方法を段階的に学べる展 開

特色
④

●地図やGISの基本的な使い方から、GISを利用した地
域分析までを、段階的に学べるようにしています。

●特設「SKILL」では、地形図や写真の読み取りなどを
扱っており、実践的な地理的技能が身につきます。
●「地図とGIS」単元だけでなく、防災や地域調査など
教科書全体を通して、地図やGISの知識・技能を養え
るように工夫しています。

地理院地図の特色や機能、基本的な
使い方などを段階的に解説していま
す。実際に操作しながら解説してい
る動画も用意しています。

1

▼ p.22-23 ▶ p.24-25

特
色
①

全
体
構
成

特
色
③

特
色
②

コ
ン
テ
ン
ツ

関
連
教
材

特
色
④

見
開
き
構
成
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地理院地図を使った情報の重ね合わせ・比較

QRコードから視
し

聴
ちょう

できる動画を参考に  6  の作業をしよう。
6  地理院地図では、ベースマップのほかにどのような地図や情報を表示させる
ことができるのだろうか。図2も参考にしながら確認しよう。

TRY

扌 2  図 1の「地図の種類」から「土地の成
り立ち・土地利用」をクリックして表示さ
れる情報の例

　地理院地図では、背景となる地図（ベースマップ）に空中写真を重ねたり、空中写真に自
然災害での被

ひ

害
がい

の情報を重ねたりすることができる。複数の情報を組み合わせることで、
土地利用と地形の関係や、大雨による浸

しん

水
すい

被害範
はん

囲
い

と地形の関係などを読み取ることがで
きる。地図どうしや、地図と空中写真を重ねる場合は、透

とう

過
か

率
りつ

を調整すると両者の関係が
読み取りやすくなる。情報量が互

たが

いに多い場合は、2画面表示にしたり地図どうしを重ね
たりして比

ひ

較
かく

したほうが分
ぶん

析
せき

しやすいこともある。

扌3  地理院地図で全国最新写真（シームレス）を表示させた例

（2023年12月閲覧）

QRコードから視
し

聴
ちょう

できる動画を参考に  7  の作業をしよう。
7    6  の作業で興味をもった地図や情報とベースマップの関係を （1） と （2） の方法で読み取ろう。
　（1）「選

せん

択
たく

中
ちゅう

の地図」で、透
とう

過
か

率
りつ

を調整する。
　（2）「ツール」をクリックして、2画面表示にする。

TRY

➡透過率の調整機能

➡ 2 画面機能

1

2

●選
せん

択
たく

中
ちゅう

の地図
　「地図の種類」の項

こう
目
もく
から、見たい地図をクリッ

クすると、「選択中の地図」が表示される。それぞ
れの地図について、解説や凡

はん
例
れい
を確認したり、表

示・非表示を切り替
か
えたりすることができる。ま

た、それぞれの透
とう
過
か
率
りつ
を設定して、透

す
かせることで、

ほかの地図と重ねて表示することもできる。

● 2画面表示
　「❶ツール」にある「❷並べて
比
ひ
較
かく
」をクリックすると、二つ

の地図を並べて表示させるこ
とができる。図の中心地点や
縮尺は、自動的に左右で同じ
になる。
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アクティブ

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

空港 ＊2018年時点

高速道路

鉄道

〔ESRIジャパン〕0 5km

　2節「地図の役割と種類」の学習内容をもとに、ここでは、QRコンテンツ「アクセス
W
ウ ェ ブ

ebGIS『GIS を使ってみよう 3』」を使って、実際にGIS に触
ふ

れながら、テーマパークの
建設に最適な立地について考えよう。

テーマパークをどこにつくる？
『アクセスWebGIS』を使って立地を考えよう

扌2  1 m2 あたりの地価（大阪府周辺）扌1  1 km2 あたりの人口（大阪府周辺）

扌4  主な空港や高速道路、鉄道（大阪府周辺）扌3  地形（大阪府周辺）

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

〔ESRIジャパン〕0 5km

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

人口メッシュ
（2015年時点）
単位：人

〔ESRIジャパン〕0 5km

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGSGSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

地価（2019年時点）
単位：円

〔ESRIジャパン〕0 5km

持続可能な社会に向けて

ワークシート

アクセスWebGIS
『GIS を使ってみよう 3』

25

意見交
こう

換
かん

をしてあなたの考えをまとめよう
S T E P 3  で決めた立地について、意見交換をしよう。意見交換
後、あなたの考えは変わっただろうか。考えが変わった理由、
変わらなかった理由をまとめよう。

S T E P 4

立地を検討するための指標を整理しよう
テーマパークの建設に最適な立地を考えるためには、どのようなことを考

こう

慮
りょ

する必要があるのだろうか。図1～4や、
下の欄

らん

にあるキーワードを参考にして、必要となる指標を下の図に記入し、その指標と関連することを線で結んで
考えを広げよう。思考ツール（ウェビング）の使い方は、QRコンテンツで確認しよう。

S T E P 2

GSI, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

〔ESRIジャパン〕0 5km

人口　地形　地価　交通アクセス　建設費用　雇用　などキーワード

テーマパーク
の立地

例）集客

例）人口の多さ

立地を決めよう
S T E P 2  で作成した図をもとにテーマパークの立地を検討し、
テーマパークを建設する場所を右の図に記入しよう。立地を検
討するために、図1～4以外の情報が必要な場合には、p.24
のQRコードから「アクセスW

ウ ェ ブ

ebGIS」を使って調べよう。また、
立地を決めたら、その理由をまとめよう。

S T E P 3

理　由

さまざまな地図から地域の特徴を読み取ろう
テーマパークの立地を考えるために、地域の特徴を整理しよう。この地域の人口や地価、地形、交

こう

通
つう

網
もう

にはどのような特徴がみられるの
だろうか。図1～4から特徴を読み取ろう。

S T E P 1

特　徴

思考ツールの使い方
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実践的な地理的技能が身につく 「地図とGIS」
地図やGISの活用方法を段階的に学べる展 開

「アクセスWebGIS」では、
人口や地価、交通網など最
大20種類のレイヤーを重ね
合わせて、テーマパークの
建設に最適な立地を考察す
ることができます。

4

簡単な操作でGISを利用し
た学習ができるQRコンテ
ンツ「アクセスWebGIS」
と連動しています。

3

高校生が興味をもちやすい
題材にしています。

2

●特設「SKILL」のテーマ一覧（全 20テーマ）

ページ テーマ

p.9 時差の計算

p.14 地形図の利用－地図記号－

p.15 地形図の利用－縮尺と等高線－

p.18 等値線図のつくり方

p.19 階級区分図のつくり方

p.22-23 地理院地図の利用

p.26 身近なWebGISの利用

p.56 地形図の利用－小地形と土地利用－

p.57 空中写真の利用

p.64 雨温図・ハイサーグラフの見方

ページ テーマ

p.65 写真の読み取り方－気候－

p.74-75 写真の読み取り方－生活文化－

p.134 地図によるまとめ方

p.195 ハザードマップの見方

p.201 火山地形の読み取り方

p.207 水害と地形の関わりの読み取り方

p.216 マイ・タイムラインの作成

p.222-223 GISを利用した地域課題の発見

p.225 年代が異なる地形図の読み取り方

p.227 ポスターセッションの方法
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36 車社会化（モータリゼーション）　国際河川中学校との関連

1 時間距
きょ

離
り
　ある 2点間の距離を、人や物が

移動するのに要する時間によって表す指標のこ
と。交通機関の発達によって短縮される。

2 車社会化（モータリゼーション）　自動車が
一
いっ
般
ぱん
の人々に普

ふ
及
きゅう
することによって、自動車に

依
い
存
そん
した生活と社会が進展すること。

縮小する
日本と世界

　　20 世紀に進展した交通機関の高速化は、人間が移

動できる範
はん

囲
い

を大きく広げ、社会や経済の姿を変えて

きた。日本の新幹線や高速道
どう

路
ろ

網
もう

の発達は、東京を中心に主要都市間の

時間距
きょ

離
り

を縮小させ、産業の発展を支えてきた（図1・2）。また、地形
や海洋の影

えい

響
きょう

を受けることなく地球上の各地を最短距離で結ぶ航空交通
の発達は、国際的な長距離移動の時間距離を大

おお

幅
はば

に短縮した。

陸上交通の発達
と都市の拡大

　　鉄道や自動車などの陸上交通は、比
ひ

較
かく

的
てき

近い距

離を頻
ひん

繁
ぱん

に結ぶ役割を果たしており、航空交通に

比べて輸送量がはるかに多い。産業革命以降、各国では高密度の鉄道網

が整備され、経済発展の基
き

盤
ばん

となった。日本では、現在も鉄道が旅
りょ

客
かく

輸

送において重要な手段となっている（図6）。20世紀半ばからは、鉄道
に代わって自動車が陸上交通の主役となる車社会化（モータリゼーショ
ン）が進展した。出発地と目的地とを直接結ぶことができる自動車の普

ふ

及
きゅう

によって、それまで鉄道路線沿いに形成されていた都市は面的に広

がった。特に道路網が発達するアメリカ合衆国では、自家用車の普及に

よって商業施
し

設
せつ

などの郊
こう

外
がい

化
か

が進んだ（写真3）。

1

2motorization

� p.173

扌2  日本の鉄
てつ

道
どう

網
もう

稚内

旭川札幌

函館
青森

秋田

山形
新潟

金沢 長野

仙台
福島

東京
京都

大阪
岡山

高知大分

宮崎
鹿児島

長崎

米子

広島下関
福岡

名古屋

盛岡

釧路
根室

北海道新幹線

秋田新幹線

山形新幹線
上越新幹線

北陸新幹線

西九州新幹線

九州新幹線
山陽新幹線

東海道新幹線

東北新幹線

新幹線
新幹線計画
特急が通るJR線
その他のJR線

0 200km

JTB時刻表2023年1月号、
ほか
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8
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4
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8
6

札幌

（東海道新幹線
開通前）

大阪

青森

名古屋

高松

福岡

鹿児島

富山

根室

東京

稚内

14

12
10
8

8

6

6

4

4

2

2
福岡 東京

名古屋
大阪

青森

高松

札幌

稚内 根室

鹿児島

富山

12時間30分
東海道新幹線開通時

6時間55分
山陽新幹線全通時

４時間46分

東京と博多（福岡）間の所要時間の変化
1964年
新幹線ひかり・
特急つばめ

1975年
新幹線ひかり

2023年1月現在
新幹線のぞみ

1964年

2022年

〔JTB時刻表 2023年1月号、ほか〕

＊青数字は東京からの時間

3 さまざまな交通網の発達
私たちの生活を支える交

こう

通
つう

網
もう

は、どのように発達してきたのだろうか。

扌 3  広大な駐
ちゅう

車
しゃ

場
じょう

に囲まれた郊
こう

外
がい

の野球場 
（アメリカ合衆国、ロサンゼルス、2023年）

扌1  鉄道の発達による時間距
きょ

離
り

の変化

国際河
か

川
せん

の動画コンテンツ

学習課題

なぜ、東京からの鉄道による時間距
きょ

離
り

は短縮したのだろうか。Q
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37世界の航空路の主題図で、航空路線が発達している国や地域を調べよう。地図帳活用

貿易を支える
海上交通

　　船
せん

舶
ぱく

は、速度が遅
おそ

いものの、安く大量に運ぶこと

に適しているため、貨物輸送では現在も重要な交通

機関となっている（図6）。一
いっ

般
ぱん

的
てき

な商品を運ぶコンテナ船のほか、原油

などの液体を運ぶタンカー、鉱産資源や穀物を運ぶ ばら積み貨物船な

ど、海上交通は世界的な貿易の拡大を支えている。また、ライン川やド
ナウ川など、国際河

か

川
せん

やそれらを結ぶ運河が発達しているヨーロッパで

は、内陸部でも船舶による輸送が活発である（図4、写真5）。

世界を結ぶ
航空交通

　　航空機は短時間で旅客や貨物を輸送できる反面、費

用も高くなる。そのため、貨物として輸送されるのは

半導体などの電子部品や精密機械といった、比較的軽くて単価の高い工

業製品や（図7）、鮮
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が重視される食料品や花
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などが中心となってい

る。このため、空港周辺には工業団地や流通センターが多く集積するな

ど、産業の立地にも影響を与
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えている。近年では、航空交通網の中心で

あるハブ空港の重要性が高まっている（写真8）。ハブ空港では、旅客と
貨物が集中することで大きな経済効果が生まれるため、各国間の主導権

争いも激しくなっている。また、サービスを簡素化することで運賃を安

くした格安航空会社（LCC）により、旅客数は増加している。
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1部 2章 2節 グローバル化する世界
3．さまざまな交通網の発達

授業　
展開例「地図とGIS」単元

図 1では、時間距離の変化
を地図で可視化しており、生
徒が交通網の発展を具体的
にイメージできます。

1

陸上交通、海上交通、航空交
通に分けて、本文を分かりや
すく整理しています。

2

　
導入
導入の「Q」の問い「なぜ、東京からの鉄道による時間距
離は短縮したのだろうか。」について考えさせる。その
際、図 1の2つの地図や、図 2を比較しながら、時間距
離が短縮された地域の特徴も併せて考察させる。自身
の考えをまとめさせ、グループで意見交換をさせる。
学習課題を確認し、交通網の発達について学ぶことを
予告する。

展開1
「交通網の発達によって、生活や産業にど
のような変化が生じたのだろうか。」と問
いかけ、生徒の意見を黒板にまとめる。
鉄道や自動車などの陸上交通の発達と
その影響を解説する。その際、車社会化
により、商業施設が郊外化した例など、写
真3を用いて説明する。
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36 車社会化（モータリゼーション）　国際河川中学校との関連

1 時間距
きょ

離
り
　ある 2点間の距離を、人や物が

移動するのに要する時間によって表す指標のこ
と。交通機関の発達によって短縮される。

2 車社会化（モータリゼーション）　自動車が
一
いっ
般
ぱん
の人々に普

ふ
及
きゅう
することによって、自動車に

依
い
存
そん
した生活と社会が進展すること。

縮小する
日本と世界

　　20 世紀に進展した交通機関の高速化は、人間が移

動できる範
はん

囲
い

を大きく広げ、社会や経済の姿を変えて

きた。日本の新幹線や高速道
どう

路
ろ

網
もう

の発達は、東京を中心に主要都市間の

時間距
きょ

離
り

を縮小させ、産業の発展を支えてきた（図1・2）。また、地形
や海洋の影

えい

響
きょう

を受けることなく地球上の各地を最短距離で結ぶ航空交通
の発達は、国際的な長距離移動の時間距離を大

おお

幅
はば

に短縮した。

陸上交通の発達
と都市の拡大

　　鉄道や自動車などの陸上交通は、比
ひ

較
かく

的
てき

近い距

離を頻
ひん

繁
ぱん

に結ぶ役割を果たしており、航空交通に

比べて輸送量がはるかに多い。産業革命以降、各国では高密度の鉄道網

が整備され、経済発展の基
き

盤
ばん

となった。日本では、現在も鉄道が旅
りょ

客
かく

輸

送において重要な手段となっている（図6）。20世紀半ばからは、鉄道
に代わって自動車が陸上交通の主役となる車社会化（モータリゼーショ
ン）が進展した。出発地と目的地とを直接結ぶことができる自動車の普

ふ

及
きゅう

によって、それまで鉄道路線沿いに形成されていた都市は面的に広

がった。特に道路網が発達するアメリカ合衆国では、自家用車の普及に

よって商業施
し

設
せつ

などの郊
こう

外
がい

化
か

が進んだ（写真3）。
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やそれらを結ぶ運河が発達しているヨーロッパで

は、内陸部でも船舶による輸送が活発である（図4、写真5）。

世界を結ぶ
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用も高くなる。そのため、貨物として輸送されるのは

半導体などの電子部品や精密機械といった、比較的軽くて単価の高い工

業製品や（図7）、鮮
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る。このため、空港周辺には工業団地や流通センターが多く集積するな

ど、産業の立地にも影響を与
あた

えている。近年では、航空交通網の中心で

あるハブ空港の重要性が高まっている（写真8）。ハブ空港では、旅客と
貨物が集中することで大きな経済効果が生まれるため、各国間の主導権

争いも激しくなっている。また、サービスを簡素化することで運賃を安

くした格安航空会社（LCC）により、旅客数は増加している。
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「地図とGIS」単元

図 4、写真 5では、ヨーロッ
パの内陸水運が発達してい
る様子を学ぶことができま
す。ヨーロッパでは河川や
運河沿いに工業地帯がみら
れるなど、日本との違いを
考察できます。

3

図 6、図 7のように、グラフ
と「読み解き」の問いが充
実しており、地理学習に必
要な思考力が養えます。

4

展開2
図 6や図 7をもとに日本の交通網
の特徴について、生徒に考察させ
る。その後、教員は自動車、鉄道、
船舶、航空機のそれぞれの特徴
を、速さや費用などの面から整理
しながら、日本の交通網の特徴を
解説する。

展開3
国際河川や運河を利用
した内陸水運がヨーロ
ッパで発達していること
や、ハブ空港が貿易や
観光の拠点として、重要
な役割を果たしている
ことを解説する。

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を
確認し、「説明」の問いに取り組ませ、見
通し・振り返りシートに記入させる。教
員は、交通網の発達が産業や生活に与
えた影響についてまとめる。
最後に次回は、通信網について学習す
ることを予告する。

min
5

min
15

min
5

●地図とGISの役割と種類を学んだ後に、地域的な枠組み、貿易、交通網、通信網、観光の視点
で現代世界の結びつきを地図からとらえられるようにしています。この見開きでは、交通網の
発達を陸上交通、海上交通、航空交通に分類して学習します。
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教科書内容の理解を助ける
充実のQRコンテンツ

QR
コンテンツ

アクセスWebGIS

WebGISコンテンツを12テーマ収録し（2テーマ新設）、さまざまな単元でGISを活用した授業ができます。各テ
ーマに対応したワークシートも収録しています。

地形や気候、自然災害発
生のしくみ、地理院地図
の使い方などを解説した
動画を収録しています。

▲アクセスWebGISのテーマ一覧
 （全12テーマ）

テーマ

1 GISを使ってみよう1
（デジタルの地図と地球儀）

2 GISを使ってみよう2
（地理情報システムの活用）

3 GISを使ってみよう3
（さまざまな統計データ）

4 植民地支配の影響が残るアフリカの産業

5 世界の食卓に影響を与える農業
（アメリカ合衆国）

6 産業の発展を支えてきた移民の力
（アメリカ合衆国）

7 EU統合による工業や社会への影響
（ヨーロッパ）

8 地球的課題を考える
9 自然災害と自然環境の関係
10 火山地形の読み取り方

11 河川地形とさまざまな気象災害1
（扇状地）

12 河川地形とさまざまな気象災害2
（河岸段丘と氾濫原）

NEW
NEW

全12点

動画 全20点

ボタンをタップする
だけで、地図を切り
替えられます。

スマートフォンからも
閲覧可能

▲QRコンテンツ　トップページ
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教科書内容の理解を助ける
充実のQRコンテンツ

教科書の各所に配置しているQRコードを読み取ることで、学習内容
の理解を深めるさまざまなコンテンツをご利用いただけます。
※QRコードを読み取り、表示されたウェブサイトにアクセスした際には、通信料がかかる場合があります

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です https://tks46.jp/08hs/geo1

思考ツール・白地図
白地図全93点思考ツール全11種

思考ツールの解説動画とワークシート、世界と日本
の白地図を収録しています。

外部リンク

地理院地図やRESASなど主体的な学習に最適な
外部リンクを掲載しています。

全19点

NHK for School

NHK for Schoolの動画のなかから学習に関連の
あるものを厳選し、リンクを掲載しています。

全104点

地域分析Web

日本のさまざまな統計を3Dのメッシュマップで可
視化できるWebGISを収録しています。

全84テーマ

一問一答

重要用語とその意味を確認できます。ブックマーク
機能で間違えた問題だけピックアップし、繰り返し
取り組むことができます。

全400問 用語解説

教科書に掲載している重要用語などの定義や意味
を確認できます。検索機能もあり、調べたい用語を
すぐに確認できます。

全637語

統計資料

世界や日本の統計を掲載しています。円グラフや統
計地図で表現することができます。

全161項目

世界74項目

日本87項目

見通し・振り返りシート
特設ワークシート

授業で活用できる見通し・振り返りシートや、特設
ページに対応したワークシートです。

見通し・振り返りシート31点 特設ワークシート7点



指導用教科書
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関連
教材

①指導用教科書 ●�教科書紙面の縮刷版を中心に置き、その周りに本文や図版の解説や発問例などを
掲載しています。

②Webサポート

●�授業をサポートするコンテンツを多数収録しています。帝国書院のウェブ会員ペー
ジよりダウンロードしてお使いいただけます。
■ 教科書紙面ビューア
■ 授業スライド（.pptx/Googleスライド）
■ 授業プリント（.docx）
■ 見通し・振り返りシート（.docx/Googleスプレッドシート）
■ 特設ワークシート（.docx）
■ 教科書本文（.txt）
■ 教科書掲載図版〈カラー・モノクロ〉（.jpg）
■ レイヤー分けした主題図（.html）
■ 映像資料
■ 図版アニメーション
■ 年間指導計画案・評価規準例（.xlsx）
■ 学習課題・確認・説明の解答例（.txt）
■ 評価問題例（テスト例）（.docx）
■ 一問一答（.xlsx）
■ 用語解説（.xlsx）
■ 「アクセスWebGIS」ワークシート（.pdf）
■ 白地図集（.jpg）
■ 教科書QRコンテンツへのリンク
■  GIS主題図クリエーター（体験版）へのリンク（クーポンを登録してから半年間利用可能）

③�使い方・Webサポート等�
案内冊子 ●指導用教科書の使い方と、Webサポートのコンテンツを紹介しています。

定価：2025年 9月中旬頃公開予定

▶�教科書紙面の縮刷版を中心に置き、その
周りに本文や図版の解説や板書例（要
点整理）、「Q」「学習課題」「確認」「説
明」の解答例などを掲載しています。

指導資料

指導資料・関連教材の ご案内
※内容は一部変更になる可能性があります

Webサポート 授業スライド

Webサポート 授業プリント Webサポート 教科書紙面ビューア
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▶教科書本文ページ1見開きにつき、10～20枚のスライドを収録しています。加工してお使いいただけます。
▶PowerPointとGoogleスライドの2形式を収録しています。

▶�授業スライドに対応したプリントを収録してい
ます。加工してお使いいただけます。

▶�教科書紙面を先生方の端末でご覧いただける�
ビューアです。

ご指導を支援する教科書関連教材が充実しています

指導資料・関連教材の ご案内

副教材

教科書に完全準拠したノートです。
基本的な穴埋め、作業問題のほかに
大学入試を見据えた発展問題も掲載
しています。

地理の基礎・基本から大学入試対策
まで網羅した資料集です。

地理総合に最適でビジュアルな地誌
資料集です。

ワンポイント解説のある統計資料で
す。世界・日本の全地域の統計データ
を地図化できる「統計見えマップ」を
搭載しています。

高等学校 新地理総合ノート 新詳地理資料
COMPLETE

図説地理資料
世界の諸地域NOW

地理統計Plus
-Web GIS付き-

高等学校　新地理総合［地総046‒901］　準拠

ノート
高等学校

新地理総合新地理総合

新詳地理資料

COMPLETE

COMPLETE

新詳地理資料

2025

2025

乱丁，落丁がありましたら，お取り替えいたします。
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QRコンテンツのご案内
左のQRコードを読み取ると，本書の
内容に関連するコンテンツを利用する
ことができます。
詳しくは，本書のp.3をご覧下さい。

コンテンツと内容
①地理の学習に役立つWebGISサイト……３点
　地域見える化GISジオグラフ，ArcGIS Online専用サイト
②地理的景観，産業や生活文化に関わる動画……29点
　ドローン映像や海外取材動画など
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1927025009360

ISBN978-4-8071-6724-1
C7025    936E

9784807167241

世界の諸地域
NOW 2025

図説地理資料

QRコンテンツのご案内
左のQRコードを読み取ると、本書の
内容に関連するコンテンツを利用する
ことができます。
詳しくは、本書のp.3をご覧下さい。

コンテンツと内容
①地理の学習に役立つWebGISサイト……３点
　�別冊ワークで活用できるArcGIS�Onlineの専用サイト、
地域見える化GISジオグラフ

②地理的景観、産業や生活文化に関わる動画……36点
　ドローン映像や海外取材動画など
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世界の諸地域
NOW 2025

図説地理資料

9784807167258

1927025009278

ISBN978-4-8071-6725-8
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図説地理資料
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2025
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・特別支援教育やユニバーサルデザイン（UD）の観点から、 
  色覚特性に配慮した色づかいとなるよう工夫しています。  
  また、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザイン
  フォントを採用しています。
・再生産が可能な植物油などを原料とするインキを使用
  しています。

高
等
学
校

　

新
地
理
総
合

高等学校

新地理総合新地理総合
文部科学省検定済教科書　

帝国
地総046-901
高等学校地理歴史科用

新地理総合
高等学校

新地理総合
QRコンテンツを活用しよう

左のQR コードを読み取ると、本書の内容に関連する
コンテンツを利用することができます。
詳しくは、本書の p.　3 をご覧ください。

コ ン テ ン ツ と 内 容

ISBN978-4-8071-6718-0 
C4325 ￥00000E

アクセスWebGIS
一問一答 
用語解説
動画 
NHK for School 
統計資料
見通し・振り返りシート
特設ワークシート 
思考ツール・白地図
地域分析Web 
外部リンク

GISを使った学習ができるコンテンツ
自学自習に役立つ一問一答集
学習の理解を助ける用語の解説
地図や地形、気候などに関連する動画
NHK for Schoolへのリンク集
日本と世界の主な統計
単元の学習に対応するワークシート
特設ページに対応するワークシート
思考ツールの解説動画と白地図
グラフを地図上に表示できるWebGIS
主体的な学習に最適なリンク集

□

「教科書発行者行動規範」に則った資料です

地総046-901『高等学校 新地理総合』

令和８（2026）年度以降版教科書

内容解説資料
特設ウェブサイト
もご覧ください

地理総合教科書の決定版
今がわかる！ 課題に向き合う！ 地理の力が身につく！

特色一覧

著作関係者 ※所属・肩書きは令和7（2025）年3月時点のもの

項　目 特　色

総合的な特色
・�豊富な写真や図表と因果関係がわかる本文を通して、地理的な見方・考え方を働かせた学習ができるようになっている。
・最新の具体事例を数多く扱うことで興味・関心を高め、理解を深める工夫がなされている。
・世界各地の生活文化の特色や現代世界が抱える諸課題を学ぶことで異文化理解につながる教科書になっている。

内容

・�1部1章「地図と地理情報システム」では、地図やGISの活用といった基礎的・基本的な地理的技能を段階的に習得でき
るよう、特設「SKILL」が数多く設けられている。

・�1部2章「結びつきを深める現代世界」では、他地域との結びつきや地域的な枠組みについて、知識と教養を幅広く身に
つけられるよう、多様な地図からの読み取りをもとに学習できるようになっている。

・�2部1章「生活文化の多様性と国際理解」では、世界各地の生活文化が生まれた背景やその変容を深く学べるよう、世界
の主要な10の国と地域で「選択事例」が設けられている。また、学習効果の高い写真・図版が数多く扱われており、生
徒の興味・関心を高める工夫がなされている。

・�2部2章「地球的課題と国際協力」では、持続可能な社会の形成に参画する態度を養うことができるよう、発展途上国・
先進国・日本など立場や環境の異なる複数の具体事例が掲載されている。

・�3部1章「自然環境と防災」では、災害発生時に生徒自身がとるべき行動を主体的に考えることができるよう、災害発生
のメカニズムから具体事例による対策まで総合的に取り上げられている。

・�3部2章「生活圏の調査と地域の展望」では、みずから発見した疑問や課題を多面的・多角的な視野から考察する態度を養
うことができるよう、調査テーマの設定方法や現地調査の手順、発表方法が具体的なレポートとともに提示されている。

構成・分量

・学習指導要領に合わせて、重要事項を適切かつ丁寧に解説されている。
・原則、1見開き1時限を想定した構成であり、分量が適量で学習計画を立てやすくなっている。
・�単元を貫く問い「節の主題」と、単元を振り返る「節の振り返り」が設置されており、見通し・振り返りができるよう
になっている。

・�見開きごとに学習を見通す「学習課題」、学習を振り返る「確認」「説明」が設置されており、効果的に学習できる流れ
になっている。

・�特設「アクティブ」が7テーマ設けられており、地理的な課題に向き合い、解決に向けて探究する力を養えるようになっている。

表記・表現
および

使用上の便宜

・�人々の生活がいきいきと伝わる写真や、地図・グラフなどの資料が豊富に設けられており、視覚的に理解できるように
なっている。

・地理的事象の背景や因果関係までわかる、丁寧で分かりやすい本文になっている。
・中学校で学ぶ漢字の読みへのふりがなや重要語句へのゴシック（太字）が効果的につけられている。
・本文内容を補足する用語解説が数多く設置されており、理解を助ける工夫がなされている。
・�導入資料の問い「Q」や、写真や図表を読み解く問い「読み解き」が設置されており、地理的な見方・考え方を働かせら
れるようになっている。

・関連する資料の図番号や、参照ページが本文やその行間に付されており、学びやすい工夫がなされている。
・グラフなどの統計資料は、新しいデータが使用されている。
・�「地図帳活用」が56か所見開きの右下に設置されており、地理的な見方・考え方を働かせた深い学びにつながるように
なっている。

・�「中学校との関連」が各見開きの左下に設置されており、中学校の学習内容を踏まえて学習できるようになっている。

ユニバーサル
デザインへの対応

・�本文や側注、キャプションなどの文字には、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォント（UDフォント）
が使用され、誤読を防ぐ配慮がなされている。

・カラーユニバーサルデザインを採用し、色覚特性のある学習者にも読み取りやすい表現になっている。

その他
・紙は環境に配慮し、かつ鮮明に発色し、裏写りがしない用紙が使用されている。
・インキには、再生産が可能な植物由来の油などを原料とするインキが使用されている。
・使用期間の間、破損することがないよう、堅牢なつくりになっている。
・指導資料や準拠ノートをはじめ、充実した関連教材が用意されている。

下記の表は、右のQRコードからダウンロードできます

著作者
新井　祥穂	（東京農工大学　教授）
新井　教之	（京都教育大学附属高等学校　教諭）
市川　康夫	（埼玉大学　准教授）
大呂　興平	（大阪大学　准教授）
小野寺　淳	（横浜市立大学　教授）
木村　圭司	（奈良大学　教授）
佐々木　緑	（広島修道大学　教授）
須貝　俊彦	（東京大学　教授）
高木　優	 （神戸大学附属中等教育学校　指導教諭）

編集協力者
揚村　洋一郎	 	（東海大学付属大阪仰星高等学校

中等部・高等学校　前校長）
伊藤　直哉	 （広島大学附属中・高等学校　教諭）
尾原　達哉	 （広島城北中・高等学校　教諭）
木場　篤	 （ノートルダム清心中・高等学校　教諭）
中井　彩乃	 （神奈川大学附属中・高等学校　教諭）
能勢　博之	 （神奈川県立小田原高等学校　教諭）
番匠谷　省吾	 （広島大学附属福山中・高等学校　教諭）
真島　徹也	 （神奈川県立横浜修悠館高等学校　教諭）
持田　柊斗	 （神奈川県立高等学校　元教諭）

戸井田　克己	 （近畿大学　教授）
中村　光貴	 （筑波大学附属高等学校　教諭）
根元　一幸	 （神奈川大学　特任准教授）
武者　忠彦	 （立教大学　教授）
森田　浩司	 （大阪教育大学附属高等学校池田校舎　教諭）
矢野　桂司	 （立命館大学　教授）
山内　昌和	 （早稲田大学　教授）
矢守　克也	 （京都大学　教授）
株式会社帝国書院

特別支援教育に関する監修・校閲者　丹治　達義（筑波大学附属視覚特別支援学校　教諭）
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