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Ａ　現代世界の系統地理的考察
　（ 1 ）自然環境
　（ 2 ）資源、産業
　（ 3 ）交通・通信、観光
　（ 4 ）人口、都市・村落
　（ 5 ）生活文化、民族・宗教
Ｂ　現代世界の地誌的考察
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Ｃ　現代世界におけるこれからの日本の国土像
　（ 1 ）持続可能な国土像の探究

地理Ｂの内容
（ 1 ）様々な地図と地理的技能
　ア　地理情報と地図
　イ　地図の活用と地域調査

（ 2 ）現代世界の系統地理的考察
　ア　自然環境
　イ　資源、産業
　ウ　人口、都市・村落
　エ　生活文化、民族・宗教

（ 3 ）現代世界の地誌的考察
　ア　現代世界の地域区分
　イ　現代世界の諸地域
　ウ　現代世界と日本

▶  「地理総合」で身につけた作業的・体験的な学習で得た資質・能力を前提に、学習を
進めてていく。

▶  大項目A「現代世界の系統地理的考察」と大項目B「現代世界の地誌的考察」の学習
において習得した知識や概念を活用することにより、大項目C「現代世界におけるこ
れからの日本の国土像」を探究する。この大項目Cでは、持続可能性を踏まえた日本
の国土像を、生徒自身が構想することが求められる。
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 〔新課程〕 地理総合
　Ａ　地図や地理情報システムで捉える現代世界
　　（ 1 ）地図や地理情報システムと現代世界 
　Ｃ　持続可能な地域づくりと私たち
　　（ 2 ）生活圏の調査と地域の展望

QRコンテンツ
用語解説、一問一答、統計資料のほか、「地理院地図で見て
みよう」など、地理学習に役立つコンテンツが充実。
＊詳細は、本冊子p.36-37および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。　

関連教材
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＊詳細は、本冊子p.38-39および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。

新科目「地理探究」とは

新しい、詳しい、  理解しやすい！

地理探究教科 書の決定版
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地理探究教科 書の決定版
最新動向を踏まえた記述と各種資料により
理解が深まる「系統地理」
◦最新動向を踏まえて全面刷新し、充実した「第3次産業」
◦激変する世界の最新動向を踏まえて全面刷新した「工業」
◦持続可能な循環型社会について考察する「資源・エネルギー問題」
�◦模式図と分布図を対比させることで、理解しやすくなった「気候」

特色
１

本冊子
p.6-13

いまがわかる、背景までわかる、
地域の特色をつかめる「地誌」
◦自然環境や日本との関わりを踏まえた、各地域の冒頭ページ
◦産業・経済・文化の最新動向への理解が深まる、充実の本文・図版・写真
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２

本冊子
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将来の在り方を構想する「日本の国土像」
◦生徒自身で探究課題を設定するための、学習を振り返るページを設置
◦日本の事例を豊富に掲載　現状と課題、将来の展望について積極的に言及

特色
３ 本冊子

p.18-21

探究する力が身につく「探究TRY」「読み解き」
◦資料読解を通じて思考力・判断力・表現力を養う「探究TRY」
◦各種資料から考察を促す「読み解き」

特色
４ 本冊子

p.22-27

学習を円滑に進められる　
紙面構成 と 特設ページ
◦3段階の学習の流れによって、理解がさらに深まる紙面構成
◦SDGsの具体的な取り組みを紹介した「持続可能な社会を目指して」
◦地理的技能を身につけ、活用して考察させるSKILL ページ

特色
５

本冊子
p.28-33

表現の改善 本冊子
p.34-35

QRコンテンツ 関連教材 本冊子
p.38-39

本冊子
p.36-37
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大きく変化する世界情勢を反映。最新の地域
事例も充実。より詳しく、より理解しやすく
なった「系統地理」単元。

理地統系第１部

＊
日本についての
項目がある箇所

（おもなもの）

全体
構成

『新詳地理B』から『新詳 地理探究』へ。
これからの日本と世界の 「在り方」を探究する構成。

自然環境や日本との関わ りについての紹
介を、各地域の冒頭に設 置。
統一した展開で学べる「地 誌」単元。

誌地第２部
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地理的な課題の解決の方向性や将来の国土と社会の在
り方を構想するために、具体的な課題探究の取り組み
を提示した「日本の国土像」単元。

第３部 日 本 像の 国 土

『新詳地理B』から『新詳 地理探究』へ。
これからの日本と世界の 「在り方」を探究する構成。

全
体
構
成

自然環境や日本との関わ りについての紹
介を、各地域の冒頭に設 置。
統一した展開で学べる「地 誌」単元。
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　　　　　　　　　第３次産業は多
た
岐
き
にわたるが，サービス業の地

理的な分布をみると，日常生活に関係がある飲

食・教育・医
い
療
りょう
・福

ふく
祉
し
などのサービスを提供する店

てん
舗
ぽ
・施

し
設
せつ
は，全国

にあまねく分布する。近年では超
ちょう
高
こう
齢
れい
社会の進展を受けて，特に医

療・福祉関連の公共サービス業が成長している。

　一方，大都市の特定の地域に集中する第 3次産業としては，金
きん

融
ゆう

業
ぎょう
・保険業・不動産業，あるいは放送局や広告代理店などの情報

通信業，さらには映画やテーマパークなどの娯
ご
楽
らく
産業が挙げられる

（写真1）。これらの産業は，いずれも都市の経済活動の水準や人口
規模に大きく依

い
存
そん
する（図2）。ただし，その立地は現在の経済活動

より過去の条件に依存する場合がある。例えばニューヨークの

ウォール街は世界最大の金
きん
融
ゆう
街
がい
に発展しているが，そのきっかけは，

かつてニューヨークが水運の結節点であったことから海運業者が集

まり，積み荷に保険をかける需
じゅ
要
よう
が生まれて保険業が集積したこと

にある。港
こう
湾
わん
が移転し，水運の拠

きょ
点
てん
としての機能が失われた今日で

も，ウォール街は発展し続けている。日本では，かつて東京の兜
かぶと
町
ちょう

や大阪の北
きた
浜
はま
に証券会社が集中していたが，これらはそこにある証

券取引所への近接性を重視した立地であった。

　　　　　　　　　　　コンテンツ産業は，映像や音楽，ゲーム，
書
しょ
籍
せき
などの制作・流通を担

にな
う産業の総

そう
称
しょう
であ

る。コンテンツ産業の多くは広告を通じて大
だい
企
き
業
ぎょう
と密接な関係にあ

るため，大企業の本社や支社が立地する大都市に集中しやすい。日

本のコンテンツ産業の大半は，大都市でも特に東京に集中している

（写真4，図6）。世界をみても，同様に大都市に集中する傾
けい
向
こう
にあ

3 商業以外のさまざまな第３次産業
第 3次産業の
立地

扌p.173

大都市に集積する
コンテンツ産業

1

 学習課題
　図2はサービス業の年間売上
額を示したものである。サービ
ス業の立地には，どのような特

とく

徴
ちょう

があるのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

〔経済産業省資料〕（2017年）

情報サービス業
19.2 兆円

広告業
8.1 兆円

デザイン業
3104 億円

テーマパークなど
3380 億円

神奈川 9.6

東京 57.5％

東京 64.9％

東京 50.5％

千葉 51.7％

東京 5.7

大阪
9.9

大阪
11.7

大阪
15.1

大阪 30.8

その他
17.8

その他
17.1

その他
24.4

その他
11.8

愛知 5.2

愛知 3.3

福岡 3.8

福岡 3.0

愛知 6.2

 コンテンツ産業　娯
ご

楽
らく

や教育
などを目的に，音声や文字，映像
を用いて創作される商品の生産や
販
はん

売
ばい

に関わる産業のこと。映画や
音楽，アニメ，ゲームなどの形で
商品化される。

1

用語

8　 ゲームを制作する企
き

業
ぎょう
（東

京都，港
みなと

区，2018 年）
4

8　 日本の情報通信技術（ICT）
産業の売上額の内訳

3   

8　 日本のサービス業の年間売上額　　　　　  人口が
多い都府県で売上額が大きいことに注目しよう。

2 読み解き8　 大勢の来場者でにぎわうテーマパーク（大阪府，大阪市，
2020 年）

1   

〔2019 年情報通信業基本調査〕（2018年度）

その他 6.5 

電気通信業
　　34.6％

ソフトウェア業
30.4 

14.4

情報処理・
提供サービス業  

合計
51.0兆円

6.9

インターネット
附随サービス業  

民間放送業 4.6 
新聞業 2.6 
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5

10

15

20

郊外や高速道路に近接した農村部に，大規模なショッピングセン

ターや電化製品などの大型専門店，アウトレットモールが進出し，

多様な商品やサービスが提供されるようになった（図4，写真5）。
一方で，地方都市の中心部では百貨店や大型スーパーマーケット

が相次いで閉店している。商店街の店舗が軒
のき
並
な
み閉店した「シャッ

ター街」とよばれる商店街も増加している。さらに，都市郊外や農

山村地域では，食品や日用品を販売する小規模の店舗が大型店の進

出などによって閉店した結果，自動車を運転できない人には日常の

買い物が困難となる地域も出てきている。

　　　　　　　　近年では通信販売の伸
の
びが著

いちじる
しい。1980 年代以

降に普
ふ
及
きゅう
した宅配便を利用することで利便性が高ま

り，売り上げも伸びた。当初は新聞・雑誌やテレビ，ラジオ，また

はカタログの郵送を通して商品を紹
しょう
介
かい
してきたが，今日ではイン

ターネット上のウェブサイトで買い物をするオンラインショッピン

グが中心である。オンラインショッピングを含
ふく
む電子商取引は，情

報通信技術（ICT）の発達に伴
ともな
い急増している。最初は企

き
業
ぎょう
間
かん
の取り

引きが中心であったが，インターネットの普及に伴い，消費者向け

オンラインショッピングが急成長した（図2・6）。その結果，商店
街やスーパーマーケットなどにとっては大きな脅

きょう
威
い
となっている。

一方，電子商取引を活用することで，以前は流通にのらなかった

地方の特産物などを大都市の消費者が購入するといったことも容易

になってきており，地方創生の一助となることが期待されている。

扌p.193

扌p.175

情報通信と
小売業

扌p.145

扌p.150

扌p.326

 確認
情報化やモータリゼーション

の進展によって，商業はどのよ
うに変化していったのか，説明
しよう。
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大型ショッピング
センターの開設年
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2000年～
アウトレットモール

市街地
高速道路・主な
自動車専用道路など

（2019年）

� ��km

〔日本ショッピングセンター協会資料，ほか〕

＊数字は写真
 番号を示す

5

〔経済産業省資料〕（2018年）

書籍，映像・
音楽ソフト  

旅行サービス
20.7％

9.9 

9.4
9.28.9

8.1

6.7

その他
27.1 

合計
17兆9845
億円

衣類・服装
雑貨など

食品，飲料，
酒類

生活家電，AV 機器，
PC・周辺機器など

生活雑貨，家具，
インテリア

オンライン
ゲーム

8 日本における消費者向け電
子商取引市場の分野別内訳
6

8 インターチェンジに近接して開業したアウ
トレットモール（茨城県，阿

あ
見
み
町
まち
）　アウトレッ

トモールは自動車での来店の利便性を考
こう
慮
りょ
し，

郊
こう
外
がい
の幹線道路沿いに立地することが多い。

5

4 関東地方における大型商業施
し
設
せつ
の分布4

消費者どうしの電子商取引
　フリーマーケットアプリ
は，中古品や不要品，自作の
物品などを，インターネット
上で消費者どうしが売買する
しくみのことで，2012 年ご
ろに登場した。このような市
場が発展することで，社会全
体ではごみを減らすためのリ
ユース（再使用）にもつながる
面がある（→ p.117）。一方，
チケットの不正転売などの温

おん

床
しょう
になるという問題も指

し
摘
てき
さ

れている。

深める

筑波山
霞ケ浦

アウトレットモール

阿見東インターチェンジ

第
３
次
産
業
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地理的事象の背景が
わかる写真とグラフ

写真とグラフを読み解 くことで、特定の第3次
産業は大都市に集中す ることを確認できる。

最新動向、
将来の展望

情報通信を利用した小売業が
成長していることがわかる。

歴史的な視点、
成立の理由

ウォール街の例を通して、金融業・保険業など
が大都市に集中して立地する理由がわかる。

成立の理由
や変化

コンテンツ産業が大都市に集中
して立地する理由がわかる。

最新動向を踏まえて全面刷新し、充実し た「第3次産業」

特色
１

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」

6

5

10

15

20

る。なかでも映画を制作する産業の集積地としては，アメリカ合衆

国ロサンゼルス市内のハリウッドや，インドのムンバイなどがよく

知られている。

　アニメーションやドラマ，音楽などの日本のコンテンツは，海外

からも評価が高い。海外展開を通じた成長を見
み

込
こ

める有望な産業と

考えられている。また，コンテンツ産業は，衣食住などの生活文化

とともに，日本の魅
み

力
りょく

を効果的に発信することも期待されている。

　　　　　　　　　　　　現代の製造業ならびに消費生活を支える

物流において，商品を運ぶ運輸業や保管を

担
にな

う倉庫業などは必要不可欠な存在である。多くの製造業は在庫費

用を極限まで減らすため，ジャストインタイムを指向しており，現

代の物流には，輸送や保管だけでなく，商品の量や時間・場所を調

整して，在庫切れや過
か

剰
じょう

在庫を防ぐ役割も求められている。

運輸業は，高度経済成長のころまでは企
き

業
ぎょう

間
かん

の大口輸送が主体で

あったが，1970 年代以降，消費者向けの小口輸送（宅配便）が発達

した。宅配便は近年では通信販
はん

売
ばい

の発展により伸
の

びが大きいものの，

それに伴
ともな

う運転手などの人手不足が問題となっている。

倉庫業は，物流が鉄道輸送中心だったころは駅周辺に立地した。

自動車輸送が中心となると，しだいに高速道路のインターチェンジ

周辺などに立地するようになった（写真7）。いずれの傾向も，全国

各地でみられる。

生活と産業を支える
運輸業・倉庫業

2just in time

扌p.136

扌p.143

1

 確認
第 3次産業のなかでも金

きん

融
ゆう

・
保険・不動産業やコンテンツ産
業は大都市に集中して立地して
いる。その理由を説明しよう。

私たちが暮らす現代世界は，「もの」をつくることが中心であった社会・経済から，情報やサービ
スが価値を有する社会・経済に変わってきたことを，具体例とともに説明しよう。

深い
学び

 ジャストインタイム 必要な
ものを，必要なときに，必要な量
だけ生産することで，むだを排

はい
除
じょ

して在庫を削
さく
減
げん
し，生産性を向上

させるしくみのこと。

2

用語

1 省力化やロボット化に取り組む
企業もある。

東京西部に集中するアニメーション産業
日本のアニメーション（アニメ）制作会社の９割

近くは，東京に集中している（図■6）。アニメ制作
会社は映画やゲーム産業，広告代理店や放送局な
どと連

れん
携
けい
することが多いが，これらが圧

あっ
倒
とう
的
てき
に東

京に集中しているためである。東京には広告を発
注する大

だい
企
き
業
ぎょう
が多いことも，立地が集中する要因

の一つとなっている。
　アニメ制作会社は，練

ねり
馬
ま
区や杉

すぎ
並
なみ
区などの東京

西部に集中している（図■5）。アニメの制作には非
常に高い専門性を必要とする作業工程が多く，制
作会社が互

たが
いに意思疎

そ
通
つう
を図

はか
り協力し合う必要が

あるため，近接して立地する傾向がある。
　また，東京では，アニメや漫

まん
画
が
，ゲームに関す

るイベントの開
かい
催
さい
も多い。愛好家のほか，制作会

社の人も参加し，そこから新しい作品が創作され
ることで，コンテンツの制作が拡大している。

深める

8 宅配便事業会社の総合物流
施
し

設
せつ
（大阪府，茨

いばら
木
き
市，2017年）

名神高速道路の茨木インター
チェンジの近くに立地している
ため，関西国際空港や大阪国際
空港，大阪港，神戸港への利便
性がよい。

7

8 日本のアニメーション制作会社の所在地6

8 東京都のアニメーション制作会社の分布5

武蔵野市

西東京市

練馬区

中野区

新宿区
千代田区

港区渋谷区

杉並区

三鷹市

〔日本動画協会資料〕（2016年）
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31

小金井市

16
25

28
16

21

豊島区
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138
30

11 12

1社

50社
150社
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〔日本動画協会資料〕（2016年）

東京 87.1％

神奈川 1.8

その他
5.8

大阪 1.9

埼玉 3.4

合計
662社
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　　　　　　　　　第３次産業は多
た
岐
き
にわたるが，サービス業の地

理的な分布をみると，日常生活に関係がある飲

食・教育・医
い
療
りょう
・福

ふく
祉
し
などのサービスを提供する店

てん
舗
ぽ
・施

し
設
せつ
は，全国

にあまねく分布する。近年では超
ちょう
高
こう
齢
れい
社会の進展を受けて，特に医

療・福祉関連の公共サービス業が成長している。

　一方，大都市の特定の地域に集中する第 3次産業としては，金
きん

融
ゆう

業
ぎょう
・保険業・不動産業，あるいは放送局や広告代理店などの情報

通信業，さらには映画やテーマパークなどの娯
ご
楽
らく
産業が挙げられる

（写真1）。これらの産業は，いずれも都市の経済活動の水準や人口
規模に大きく依

い
存
そん
する（図2）。ただし，その立地は現在の経済活動

より過去の条件に依存する場合がある。例えばニューヨークの

ウォール街は世界最大の金
きん
融
ゆう
街
がい
に発展しているが，そのきっかけは，

かつてニューヨークが水運の結節点であったことから海運業者が集

まり，積み荷に保険をかける需
じゅ
要
よう
が生まれて保険業が集積したこと

にある。港
こう
湾
わん
が移転し，水運の拠

きょ
点
てん
としての機能が失われた今日で

も，ウォール街は発展し続けている。日本では，かつて東京の兜
かぶと
町
ちょう

や大阪の北
きた
浜
はま
に証券会社が集中していたが，これらはそこにある証

券取引所への近接性を重視した立地であった。

　　　　　　　　　　　コンテンツ産業は，映像や音楽，ゲーム，
書
しょ
籍
せき
などの制作・流通を担

にな
う産業の総

そう
称
しょう
であ

る。コンテンツ産業の多くは広告を通じて大
だい
企
き
業
ぎょう
と密接な関係にあ

るため，大企業の本社や支社が立地する大都市に集中しやすい。日

本のコンテンツ産業の大半は，大都市でも特に東京に集中している

（写真4，図6）。世界をみても，同様に大都市に集中する傾
けい
向
こう
にあ

3 商業以外のさまざまな第３次産業
第 3次産業の
立地

扌p.173

大都市に集積する
コンテンツ産業

1

 学習課題
　図2はサービス業の年間売上
額を示したものである。サービ
ス業の立地には，どのような特

とく

徴
ちょう

があるのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

〔経済産業省資料〕（2017年）

情報サービス業
19.2 兆円

広告業
8.1 兆円

デザイン業
3104 億円

テーマパークなど
3380 億円

神奈川 9.6

東京 57.5％

東京 64.9％

東京 50.5％

千葉 51.7％

東京 5.7

大阪
9.9

大阪
11.7

大阪
15.1

大阪 30.8

その他
17.8

その他
17.1

その他
24.4

その他
11.8

愛知 5.2

愛知 3.3

福岡 3.8

福岡 3.0

愛知 6.2

 コンテンツ産業　娯
ご

楽
らく

や教育
などを目的に，音声や文字，映像
を用いて創作される商品の生産や
販
はん

売
ばい

に関わる産業のこと。映画や
音楽，アニメ，ゲームなどの形で
商品化される。

1

用語

8　 ゲームを制作する企
き

業
ぎょう
（東

京都，港
みなと

区，2018 年）
4

8　 日本の情報通信技術（ICT）
産業の売上額の内訳

3   

8　 日本のサービス業の年間売上額　　　　　  人口が
多い都府県で売上額が大きいことに注目しよう。

2 読み解き8　 大勢の来場者でにぎわうテーマパーク（大阪府，大阪市，
2020 年）

1   

〔2019 年情報通信業基本調査〕（2018年度）

その他 6.5 

電気通信業
　　34.6％

ソフトウェア業
30.4 

14.4

情報処理・
提供サービス業  

合計
51.0兆円

6.9

インターネット
附随サービス業  

民間放送業 4.6 
新聞業 2.6 
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成立の理由
や変化

大手宅配会社の総合物流施設がインター
チェンジ近くに立地する理由がわかる。

生徒に身近な
具体事例

アニメーション制作会社の立地が東京
西部に集中する理由がわかる。

写真とグラフを読み解 くことで、特定の第3次
産業は大都市に集中す ることを確認できる。

成立の理由
や変化

コンテンツ産業が大都市に集中
して立地する理由がわかる。

最新動向を踏まえて全面刷新し、充実し た「第3次産業」 ▶   地理的事象の背景（歴史的な視点、成立
の理由など）を丁寧に記述するだけでな
く、最新事情から将来の展望まで提示。

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」
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Key Words 自動車産業　多国籍企業　次世代自動車　EVシフト
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　　　　　　　　　自動車産業は数万点の部品を組み立てる総合組
立工業であり，それらの部品は，繊

せん
維
い
，鉄鋼，石

油化学，電気機械などの各工業によって生産されたものである。こ

うした分業の発達は，部品の輸送や各種の取り引きの規模を拡大さ

せ，かつ複雑化させている。そのため，最終組み立て工場を中心と

して関連する多数の工業が特定の場所に集積することにより，輸送

費などを節約することが可能となる。愛知県豊
とよ
田
た
市周辺に自動車関

連工場が高度に集積しているのが，その典型例である。自動車産業

の立地には，幅
はば
広
ひろ
い関連工業の発展が不可欠であるため，アメリカ

合衆国や日本，ドイツなどの先進国で発達し，これらの国に本
ほん
拠
きょ
を

置く自動車メーカーが依
い
然
ぜん
として高い国際競争力を誇

ほこ
っている。

　　　　　　　　　　現在，世界の主要自動車メーカーは，本国だ

けでなく外国にも複数の生産・販
はん
売
ばい
拠
きょ
点
てん
を置く

多
た

国
こく

籍
せき

企
き

業
ぎょう
としてグローバルに活動している（図4）。日本の自動車

メーカーも1980 年代から積極的に海外に進出し，アメリカ合衆国

やヨーロッパで事業を展開した。近年では，中国やインド，ブラジ

ルなど新興工業国での需
じゅ
要
よう
の伸

の
びに伴

ともな
い，現地に工場を置くメーカー

が増え，それらの国々で生産台数が急増している。特に2000 年以

降は中国で生産が急増し，同国は現在，世界一の自動車生産国となっ

ている（図2）。また最近では，デザインや設計などの研究開発機能
を外国に置くメーカーも現れ，開発の現地化のきざしもみられる。

（3）自動車産業

すそ野が広い
自動車産業

扌p.125

多国籍企業化と
現地化の進展

1

扌p.126

（2019 年）

 学習課題
　図1のように，世界の各地で
自動車が生産されている。この
ような生産の特

とく

徴
ちょう

は，どのよう
にして生まれたのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh
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（2016年）

〔世界自動車統計年報 2018〕

〔OICA資料，ほか〕
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韓国韓国

中国中国
アメリカ合衆国アメリカ合衆国

日本日本ドイツドイツ

インドインド

世界の自動車生産（2019年）世界の自動車生産（2019年）
合計9179万台合計9179万台

ブラジル 3.2 
 

ブラジル 3.2 
 

その他
27.7 28.0％

11.9
10.6

アメリカ
合衆国

アメリカ
合衆国

日本日本
ドイツ 5.1ドイツ 5.1インド 4.9 インド 4.9 

メキシコ 4.3 メキシコ 4.3 
韓国 4.3韓国 4.3

中国

 多
た

国
こく

籍
せき

企
き

業
ぎょう

　多くの国々に生
産や販

はん
売
ばい

の拠
きょ

点
てん
（子会社）をもつ企

業のこと。当初は本社に権限が集
中したが，しだいに国外の子会社
が自立して，固有の権限や機能を
強めている。地球規模で事業を展
開する企業は，グローバル企業と
よばれることもある。

1

用語

8　 主な国の自動車生産の推移　
　　　　  生産量が変動してい
る理由は何だろうか。

2   
読み解き

8　 主な国・地域の自動車の生産と貿易　　　　　  輸出が多い国，輸入が多い国は，それぞれどこだろうか。1   読み解き
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　　　　　　　　　自動車メーカーは，衝
しょう

突
とつ

回
かい

避
ひ

機
き

能
のう

や自動運転な

どの高機能を備えた付加価値の高い車種の生産・

販売を先進国で進める一方で，新興国には機能を絞
しぼ

った新興国専用

車とよばれる安価な自動車を投入する戦略をとっている。

　また，環
かん

境
きょう

意識の高まりから，多くの国で自動車の排
はい

ガス規制が

強化されている。これに対して，ガソリンエンジンと発電機を併
へい

用
よう

したハイブリッドカー，二酸化炭素を排
はい

出
しゅつ

しない電気自動車（EV），

水素と酸素の化学反応で発電して走る燃料電池自動車などの次世代
自動車の開発が，各メーカーで進められている。ヨーロッパや中国

などでは，ガソリンエンジン車から電気自動車への転
てん

換
かん
（EV シフ

ト）が積極的に推
お

し進められ，現在，中国が世界最大の電気自動車

保有国となっている（図6）。一方，ガソリン車に比べて部品の点数

が 4 割ほど減るとされる電気自動車の普
ふ

及
きゅう

が進むと，自動車部品

メーカーは大きな影
えい

響
きょう

を受けると予想されている。大容量の蓄
ちく

電
でん

池
ち

の搭
とう

載
さい

により一度の充
じゅう

電
でん

で走れる距
きょ

離
り

が伸びた車種も登場している

が，価格が高いなど，電気自動車の普及にはまだ課題も多い。

次世代自動車
の開発

扌p.303

扌p.122

hybrid car electric vehicle

2

 確認
　持続可能な社会の実現のため
に次世代自動車を普

ふ

及
きゅう

させるに
は，どのような課題を解決すれ
ばよいか，説明しよう。

0

100

200

300

400

500

600

700

〔Global EV Outlook 2020〕

万台
700
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400
300
200
100
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2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19年

その他
日本
アメリカ合衆国
ヨーロッパ
中国

＊2014以前は
　内訳なし

 次世代自動車　ガソリンなど
の化石燃料の使用を大

おお
幅
はば
に減らす

か，または代
だい
替
たい
エネルギーを使用

するかして，環
かん
境
きょう
に負

ふ
荷
か
がかから

ないようにした自動車のこと。

2

用語

自動車を取り巻く次世代のサービス深める

8　中国に進出した日本の自動車メー
カーの組み立て工場における電気自動
車（EV）の生産ライン（コワンチョウ（広
州），2018年）

5   

8　 世界の電気自動車（EV）の
保有台数の推移

6

8　日本の自動車メーカーＨ社の海外における事業展開4   

8　電気自動車を活用したカーシェアリングサービ
ス（東京都，2015 年）　小回りのきく小型自動車の
需
じゅ
要
よう
がある都心部で導入されている。

3   

　自動車をめぐる次世代技術や新しいサービスの潮流を表
す C

ケ ー ス
ASE という言葉がある。C=Connected（つながる），

A=Autonomous（自動運転），S=Shared & Services（共
有とサービス），E=Electric（電動化）を組み合わせた造語
である。この四つの技術が完全に実用化されれば，自動車
はインターネットにつながり，人間が運転しなくても目的
地に自動的に運んでくれ，「所有」から「共有」にシフトし，
動力源もガソリンを使う内燃機関から電動モーターに切り
替
か

わると期待されている。これらの完全実用化には時間が
かかるが，写真■3のように，一部の都市で小型電気自動車
を用いたカーシェアリングサービスが始まっている。

ペキンペキン

サンパウロサンパウロ

★★

★★

★★
★★

★★

★★

北米北米欧州

アフリカ・中東

中国

アジア・大洋州

南米

ドバイドバイ
バンコクバンコク

ロサンゼルス郊外ロサンゼルス郊外

ロンドン郊外ロンドン郊外

＊台湾を含む

＊

海外拠点
（2021年2月現在）

★地域統括事業所
生産拠点

研究・開発
販売・その他 〔本田技研工業資料〕

＊ は1拠点を示す

工

　業
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　　　　　　　　　　　　繊
せん

維
い

工業は，綿花や羊毛，ナイロンなど
の繊維原料を加工する工業であり，糸をつ

むぐ紡
ぼう

績
せき
，糸を織って布をつくる織物，布から衣服や服

ふく
飾
しょく
雑貨など

を生産する縫
ほう

製
せい
の三つの部門からなる。また，衣服の生産と流通を

併
あわ
せて，アパレル産業とよぶ。

　綿糸や麻
あさ
・生

き
糸
いと
・毛糸などの天然繊維を原料とする繊維工業は，

古くから世界各地で営まれてきた。20世紀に入ってナイロンやポ

リエステルなどの化学繊維が発明されて以来，繊維生産に占
し
める化

学繊維の割合は高まっている。近年は，先進国を中心に新たな繊維

の開発も進められており，特に強度や耐
たい
熱
ねつ
性
せい
などに優

すぐ
れた炭素繊維

は，航空機の部品や耐
たい
震
しん
補強などに使用されている（写真3）。

　繊維工業は，総じて労働力指向型の工業であり，なかでも人手を

必要とする縫製は，人件費が安く，多くの労働者を確保できる地域

に立地する。1980 年代以降，先進国から発展途
と
上
じょう
国
こく
への生産拠

きょ
点
てん

の移動が顕
けん
著
ちょ
になり，中国は世界最大の繊維工業国に成長した（図

1・2）。近年は，中国よりも人件費が安いベトナムやミャンマー
などで輸出加工区や工業団地の整備が進められ，工業のグローバル

化のなかで次々と生産拠点が移転している。

　　　　　　　　　　アパレル産業の主な市場は先進国であるのに

対して，生産は人件費の安価な発展途上国で行

4 現代世界の工業の現状と課題
（1）繊維工業

新興国・発展途上国
で盛んな繊維工業

扌p.124

扌p.127

アパレル産業で
進む国際分業 

 学習課題
　図1の衣類の輸出額が多い
国・地域で，繊

せん

維
い

工業が盛
さか

んな
理由は何だろうか。また，アジ
ア諸国とヨーロッパ諸国の繊維
工業の違

ちが

いは何だろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

8　 主な繊
せん

維
い

製品の生産国2   

8　 自動貼
は

り付け機で炭素繊
せん

維
い

シートによる補強が施
ほどこ

される航
空機部品（ドイツ，シュターデ）

3   

8　 総輸出額に占
し

める繊
せん

維
い

製品の割合と主な国・地域の衣類の輸出入　　　　　  衣類の輸出入上位国の分布に着目しよう。1   読み解き

カナダ

アメリカ合衆国

ドイツ

日本フランス

イギリス

スペイン

オランダ

イタリア

（ホンコン）

韓国

バングラデシュ
ベトナム

インド

トルコ

106 

951

399

303262

235

200

182

177

127

108

130 

329
284

254

241

166

156

152

139

132

中国
1578

〔WTO資料〕

総輸出額に占める
繊維製品＊の割合

衣類の輸出入額（億ドル）

5.0％以上
3.0～5.0
2.0～3.0

1.0～2.0
1.0％未満
資料なし

輸出 輸入

＊糸・布地・繊維など

（上位国・地域）

（2018年）

（2018年）

〔繊維ハンドブック 2019, ほか〕

綿織物（20�4年）

化学繊維（20�6年）

1723万t

6495万t

中国 32.5％

中国 68.9％

アメリカ合衆国 3.1

インド 29.3 パキスタン
18.9

その他
11.�

その他
16.4

ブラジル 3.7

インドネシア 4.5

インドネシア 3.0

綿糸（20�4年） 5044万t

中国 72.3％ インド
6.37.6

インド
8.6

その他
10.5

パキスタン

トルコ 3.3
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われており，消費地と生産地の相
そう
違
い
がみられる。これは，アパレル

産業における国際分業の発達と密接に関わっている。すなわち，先
進国のアパレルメーカーは，みずからは衣服の企

き
画
かく
・開発や販

はん
売
ばい
な

どに特化し，生産自体は他社に委
い
託
たく
するというビジネスモデルを構

築しており，製造施
し
設
せつ
を自社で保有しないファブレス企

き
業
ぎょう
となって

いる（図4）。一方，生産を委託された企業の多くは自社ブランドを
もたず，縫製などの生産機能に特化している。それらは，価格・品質・

納期などの面で互
たが
いに競争関係にあるが，売り上げはアパレルメー

カーから支
し
払
はら
われる加工賃に依

い
存
そん
している。そのため，ほかの立地

条件が同じであれば，人件費の安価な国・地域に契
けい
約
やく
工場を置くこ

とが競争上優位となる。こうした理由により，賃金水準が低いバン

グラデシュでは縫製工場が近年急増しており（写真5，図6），繊維
工業は同国の主要な輸出産業となっている。

　　　　　　　　　同じアパレル産業でも，ヨーロッパのアパレル

産業は，長年にわたってつちかわれてきた職人の

高い技術によって生産される，付加価値の高いブランド品に特化し
ている。これらは，ヨーロッパの王

おう
侯
こう
・貴族や世界の富

ふ
裕
ゆう
層
そう
を顧

こ
客
きゃく

として，その個別の注文に応えることで成立し，後には高級既
き
製
せい
服
ふく

への展開によってブランドを発展させた。ブランド品は全
ぜん
般
ぱん
に価格

が高く，その名声や知名度，信
しん
頼
らい
に価値の源泉がある。また，衣服

のみならず，バッグや靴
くつ
などの皮

ひ
革
かく
製品（写真7），各種装

そう
飾
しょく
品
ひん
や宝

飾品まで扱
あつか
うブランドもあり，世界のファッション産業をけん引し

ている。フランスのパリやイタリアのミラノなどには，歴史のある

ブランドや新興ブランドの本
ほん
拠
きょ
が数多く立地している。近年では

EUに加盟した東ヨーロッパに生産工場を置くブランドも現れている。

扌p.161

fabless

ヨーロッパの
高級ブランド

扌p.122

扌p.281

 確認
　アパレル産業で生産される製
品の特

とく

徴
ちょう

や製造のしくみについ
て，アジア諸国とヨーロッパ諸
国を比

ひ

較
かく

して説明しよう。

Webの活用
　ヨーロッパのアパレルブラ
ンドの本

ほん

拠
きょ

を調べよう。

8　ブランド品のバッグの製造
（イタリア，フィレンツェ近

きん
郊
こう

，
2019 年）

7   

8　アジアの主な都市における
日本の進出企

き
業
ぎょう
（製造業）の賃金

水準　　　　　  東京の時給を
1000 円とした場合，ホーチミン
やダッカの時給は何円だろうか。

6   

読み解き

8　バングラデシュの縫
ほう
製
せい
工場（ダッカ）　この工場では，欧

おう
米
べい

の
アパレルメーカーから委

い
託
たく

された製品の縫製を行っている。
5   8　ファブレス企

き
業
ぎょう
のしくみ　自社製品の生産を他社

に委
い

託
たく

することで，商品の企
き

画
かく

・開発に特化している。
4   

0 20 40 60 80 100
東京

ホンコン（香港）

ソウル

シンガポール

ペキン（北京）

バンコク

ジャカルタ

ホーチミン

ダッカ
＊東京を100とした
　場合の賃金水準

（日本）

（中国）

（韓国）

（シンガポール）

（中国）

（タイ）

（インドネシア）

（ベトナム）

（バングラデシュ） 4.2
9.4
11.9
16.0

27.1
75.5

85.6
85.8

100

〔JETRO資料〕（2018年度）

商品の企画・開発，
販売に特化

価格・品質・納期
などで競争

複数企業からの生産委託，
大量生産でコストダウン

生産委託生産委託
生産委託

アパレルメーカーU
（ファブレス企業＊）

スポーツ用品メーカーN
（ファブレス企業＊）

ダッカの縫製工場
（契約工場）

ホーチミンの縫製工場
（契約工場）

＊製造業のうち，製造施設
（fabrication facility）
をもたない企業のこと

工

　業
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激変する世界の最新動向を踏まえて全面 刷新した「工業」

特色
１

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」
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Key Words 先端技術産業　知識産業　知的財産権　技術貿易　スタートアップ企業（新興企業）　

　　　　　　　　　工業のグローバル化に伴
ともな
い，付加価値の低い製

品の製造は先進国から発展途
と
上
じょう
国
こく
に移っていった。

そのため先進国では，より付加価値の高い製品を継
けい
続
ぞく
的
てき
に生み出せ

る産業への転
てん
換
かん
が図
はか
られている。そこでは，研究開発によって工業

に関わる新しい知識や技術を創出したり，これまで蓄
ちく
積
せき
した知識の

組み合わせにより新分野を開
かい
拓
たく
したりすることが，従来にも増して

重要となっている。この点は，先進国でより多くの研究開発費が投

じられていることにも示されている（図1）。医薬品（写真2），情報
通信機器，電気・電子機器などの先

せん
端
たん

技術産業（ハイテク産業）の分
野では，特に新しい知識や技術が重要であり，それを生み出すため

に，巨
きょ
額
がく
の研究開発費が毎年使われている。先進国の工業は，知識

により利益を生み出す知識産業へと転換しつつある。
　研究開発などにより生み出された知識や技術は，特許権などの知
的財産権によって保護され，経済的な価値をもつようになる。例え
ば，ある企

き
業
ぎょう
が液
えき
晶
しょう
テレビを生産する場合には，液晶ディスプレイ

の特許権を所有している企業に特許使用料を支
し
払
はら
う必要が生じる。

特許登録された知識や技術は，特許使用料の受け取り・支払いとい

う形で国際的に取り引きされている。こうした技術貿易は，主にア
メリカ合衆国や日本などの先進国の間で拡大している。また先進国

では，一
いっ
般
ぱん
に支

し
払
はらい
額
がく
よりも受取額のほうが大きい。

5 工業の知識産業化とスタートアップ企業
知識産業への
転換

扌p.122

扌p.123

1

2

 学習課題
　図1のように，世界各国では
知識産業への転

てん

換
かん

が進んでい
る。各国では，どのような産業
が生まれているのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

3388
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2006

2053
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〔World Bank資料, ほか〕
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5786

4185

57840

4610

7934

19353

19085

52660

58990

 知的財産権　人間の知的な創
造活動などによって生み出された
成果が財産として保護される権利
のこと。特許権や実用新案権，著
作権，商標権などがある。
 技術貿易　諸外国との間にお
ける特許権や技術の提供または受
け入れのこと。技術貿易収支（技
術輸出の受取額から技術輸入の支

し

払
はらい

額
がく

を引いたもの）は，その国の
技術力や産業競争力を把

は
握
あく

する重
要な指標の一つである。

1

2

用語

8　 GDPに占
し

める研究開発費の割合と主な国の国際特許出願件数　　　　　  GDPに占める研究開発費の割合が高いのは，
どのような国・地域だろうか。主な国の国際特許出願件数にも注目しよう。

1   読み解き

8　 新型コロナウイルス感
かん

染
せん

症
しょう

（COVID-19）のワクチンの開発
（イギリス，2020 年）

2   

134

134-135 第1部第2章5節.indd   134134-135 第1部第2章5節.indd   134 2021/04/14   17:372021/04/14   17:37

5

10

15

20

　　　　　　　　　　　　知識産業化の動きは，大企業だけでなく，

スタートアップ企業（新興企業）にもみるこ
とができる。これらの企業は，独創的な技術や高度な知識をもとに

起業し，新製品・新サービスを開発・商品化して，経済の活性化に

重要な役割を果たしている。同時に，それらが生み出した技術革新

は，産業をより付加価値の高いものに転換させている。

　例えば，スマートフォンが開発されたことによって，従来型の携
けい

帯
たい
電話の生産台数が急減したり，スマートフォンに搭

とう
載
さい
する多様な

アプリケーションを開発する企業が数多く現れたりしたように，新

しい製品の登場は，関連する産業や人々の生活に大きな影
えい
響
きょう
を与
あた
え

る（図4）。スタートアップ企業は，起業から軌
き
道
どう
に乗るまでの資

し
金
きん

繰
ぐ
りや人材・販

はん
売
ばい
先
さき
の確保に苦心することが多い。その段階を支

し
援
えん

する社会的なしくみの構築も，経済の活性化には不可欠である。

　　　　　　　　　　　　1980 年代に世界に先
さき
駆
が
けてインター

ネットが生まれたアメリカ合衆国では，

ICT技術を活用するためのパソコンやスマートフォンの製品開発

が進み，インターネットによる情報の検
けん
索
さく
や商品の購

こう
入
にゅう
，ソーシャ

ルネットワーキングサービス（SNS）なども急速に広まった。そして，

これらの技術やサービスの利用は，日本を含
ふく
め世界中に波

は
及
きゅう
した。

もとはスタートアップ企業であったアメリカ合衆国の ICT企業が，

現在ではG
ガ ー フ ァ
AFAとよばれる世界的な巨

きょ
大
だい
企業群に成長し（写真5），

公正な競争を妨
さまた
げているなどとして EUや中国などと摩

ま
擦
さつ
を生じる

ほど，世界の経済や社会に絶大な影響を与える存在となっている。

技術革新と
スタートアップ企業

startup 3

扌p.123

世界に影響を与える
GAFAの出現

扌p.123

扌p.150

扌p.303

扌p.278

 確認
　技術革新の進行やスタート
アップ企

き

業
ぎょう

の台頭で変わりゆく
工業とは，どのようなものなの
か，説明しよう。

％
100

80

60

40

20

0

〔総務省資料〕
1996 2000 05 10 15 19年

タブレット型端末タブレット型端末

携帯電話・PHS携帯電話・PHS

スマートフォンスマートフォン

パソコンパソコン

FAXFAX

 スタートアップ企
き

業
ぎょう
（新興企

業）　新しい技術や高度な知識を
基
き
礎
そ
に起業し，革新的・創造的な

経営を行う企業のこと。

3

用語

人工知能（AI）とロボットが変える生活深める

8　スタートアップ企
き

業
ぎょう

から成
長した巨

きょ
大
だい

企業群　いずれもア
メリカ合衆国に本

ほん
拠
きょ
を置く世界

的企業で，各企業名の頭文字を
とってG

ガ ー フ ァ
AFAとよばれている。

5   

8　日本の情報通信機器の世帯
保有率の推移

4   

8　家庭での利用が始まっている家族型ロボット
（東京都，2018 年）　家事などを担

にな
うのではなく，

愛情を注ぐためのロボットとして開発され，家族
の関わり方で異なる成長をみせる。

3   

　現在，AI を搭
とう
載
さい
したロボットは，その用

よう
途
と
に応じて多

種多様なものが開発されている。例えば，ホテルのフロン
ト係を務めるロボットや，介

かい
護
ご
用
よう
・医

い
療
りょう
用
よう
のロボット，農

業用ロボットなど産業向けのものが開発され，人手不足の
解消や産業の活性化に寄

き
与
よ
している。家庭向けでは，家事

用ロボットのほかに，会話ができたり，家族が愛情を注げ
たりする家族型ロボットも登場している（写真■3）。従来の
会話ロボットは，人間があらかじめ登録しておいた音声を
再生するにすぎなかったが，AI を搭

とう
載
さい
したロボットは，

会話の流れや内容に応じて，自律的に会話をつくり出せる
能力などをもっている。また，接し方によって，1体ずつ
異なる個性や性格が育つものもあり，人々の日常生活に大
きな変化をもたらす可能性がある。

工

　業

135
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全面刷新 (2) 自動車産業

多国籍企業化と現地化が進展してい
ることや、環境意識の高まりから次
世代自動車の開発が進んできている
ことなど、最新動向について記述。

全面刷新 (3) 工業の知識産業化とスタートアップ企業

知識産業への転換とスタートアップ企業の出現、
GAFAの成長と世界経済への影響など、20世
紀後半以降の産業構造の変化について記述。
AIおよびロボットなどに代表される新規技術の
活用などまで解説。

⬆ 教科書 p.134-135

全面刷新 (1) 繊維工業

繊維工業におけるアジア諸国とヨー
ロッパ諸国の差異に着目させたり、
製造施設を所有せず外部委託で生産
するファブレス企業を取りあげたり
するなど、最新動向について記述。

激変する世界の最新動向を踏まえて全面 刷新した「工業」
▶   世界規模で構造が大きく変化し

ている工業単元は、記述や図
版・写真を全面刷新。

▶   新しい分野の動向や工業地域の
変遷、各種工業の動向などを、
具体例を交えて解説。

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」

特
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5

10

Webの活用
　日本の「容器包装リサイク
ル法」について調べよう。

1 使い捨て容器などの回収を促
うなが
す

ために，製品を販
はん
売
ばい
する際に一定の

預り金（デポジット）を上乗せし，消
費者が使用済み容器を返

へん
却
きゃく
する際に

預り金を返却する制度のこと。

食品トレーにみる循
じゅん

環
か ん

型
が た

リサイクル
　広島県福

ふく
山
やま
市に本社を置く F社は，使用済み食品トレーを新

しい食品トレーに生まれ変わらせる循環型リサイクルシステム
を世界で最初に構築した企

き
業
ぎょう
として知られる。このシステムは，

消費者が使用済みの食品トレーをスーパーマーケットに設置さ
れた回収用ボックスに持ち込

こ
むことから始まる。回収された食

品トレーは選別工程で異物などが除去された後に，洗
せん
浄
じょう
・破

は
砕
さい

されペレットに加工される。このペレットを原料として食品ト
レーに再生され，再びスーパーマーケットなどに出

しゅっ
荷
か
される。

　同社によれば，2020 年 12月現在，国内の 9800 拠
きょ
点
てん
から

回収を行っているが，トレーの回収率はまだ 30％に過ぎず，
消費者のさらなる協力が求められる。

深める

　　　　　　　　　　　　私たちは，大量生産・大量消費・大量廃

棄の生活様式を見直し，持続可能な社会の

実現のため，循
じゅん
環
かん
型
がた
社会の構築を加速化させる必要に迫

せま
られている。

　循環型社会とは，図6のようにリデュース（廃棄物の発生抑制），
リユース（再使用），リサイクル（再生利用）の３

スリー
R
アール
に取り組んで，資

源の循環的利用を行う社会のことである。通常の生産や流通を担
にな
う

産業を動脈産業とすれば，リユースやリサイクルに関わる産業は静
じょう

脈
みゃく
産業とよばれ，廃棄物などを回収し適切に処理して動脈に戻

もど
し，

資源として循環させる役割をもっている（写真5）。動脈産業に比べ
ると静脈産業の市場や企

き
業
ぎょう
の規模は小さいが，循環型社会の実現を

支える基
き
盤
ばん
として，その一層の発展が期待される。また，動脈産業

側にも，製品の設計段階から再利用可能な素材を選んだり，デポジッ

ト制度などを普及させたりして，製品のリユースやリサイクルを促
そく

進
しん
する取り組みが求められている。

持続可能な
循環型社会の必要性

Reduce

Reuse Recycle

deposit

1

 確認
　これまでの生活様式と，持続
可能な循

じゅん

環
かん

型
がた

社会の違
ちが

いについ
て，「３

スリー

R
アール

」の語句を用いて説明
しよう。

Recycle
（再生利用）

リサイクル

Reduce
（廃棄物の発生抑制）

リデュース

Reuse
（再使用）

リユース

生産
（製造・流通など）

最終処分
（埋め立て）

処理
（リサイクル・焼却など）

天然資源の投入

消費・使用

廃棄

循環型社会

熱回収

化石燃料などの
消費の抑制

適正処理
〔プラスチック循環利用協会資料〕

万t ％
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利
用
率

2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18年

100

80

60

40

20

0

有効利用率

化学原料に再生

焼却施設で熱エネルギーとして再利用

単純焼却単純焼却

埋め立て

新たなプラスチック製品に再生

8　日本のプラスチックごみの排
はい
出
しゅつ
量
りょう
と有効利用の割合　

　　　　  焼
しょう

却
きゃく

されるプラスチックごみに着目しよう。
7   
読み解き

8　循
じゅん
環
かん
型
がた
社会のしくみ　廃

はい
棄
き

物
ぶつ

の発生を抑
おさ

え，循環的に再使
用と再生利用を行うことで資源の消費を抑

よく
制
せい

することを目指す。
6   

8　Ｆ社のリサイクル工場の食品トレー選別ラ
イン（広島県，福

ふく
山
やま

市）
5   

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

117
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Key Words 脱炭素　循環型社会　リデュース　リユース　リサイクル　静脈産業

　　　　　　　　地球上の資源の埋
まい
蔵
ぞう
量
りょう
には限りがあり，人間が無

限に採
さい
掘
くつ
できるものではない。主な資源の可採年数

をみると（図3），人間の寿
じゅ
命
みょう
より短いものも存在し，このまま採掘

が進めば，近い将来，資源の枯
こ
渇
かつ
に直面する可能性がある。新しい

鉱山の開発も進められているが，海底や深い地層帯に鉱区を求めざ

るをえなくなっており，採掘費用や技術面での課題が増している。

　　　　　　　　　　先進国では，産業革命以降，大量生産・大量

消費・大量廃
はい
棄
き
の生活様式が広まり，それによっ

て経済や産業が発展してきた。その結果，エネルギー・鉱産資源の

浪
ろう
費
ひ
や枯渇，地球規模での環

かん
境
きょう
問題の深刻化などが生じ，地球シス

テムに大きな影
えい
響
きょう
を与

あた
えることになった。特に化石燃料の大量消費

は，二酸化炭素など，地球温暖化の原因と考えられる大気中の温室

効果ガス増加の原因となっている（図1）。二酸化炭素の排
はい
出
しゅつ
削
さく
減
げん
を

めぐっては，これまで排出を続け発展してきた先進国と，これから

発展する権利を主張し，排出削減に前向きではない発展途
と
上
じょう
国
こく
とで

足並みをそろえることが課題となっている。ヨーロッパ諸国や中国

などで電気自動車の導入に力が入れられているように，化石燃料の

使用を抑
よく
制
せい
し，環境になるべく負

ふ
荷
か
がかからない資源の利用や発電

方法の普
ふ
及
きゅう
などを目指す脱

だつ
炭
たん

素
そ
化
か
に注目が集まっている。化石燃料

の代表である石油は近代工業に不可欠な原料であるため，その利用

の削減は容易ではないが，世界各国が取り組むべき課題となっている。

1 資源・エネルギーをめぐる課題
限りある
地球の資源

→p.119

世界的に高まる
脱炭素化の機運

→p.122

→p.6 →p.104

→p.70

→p.133

 学習課題
図2のように，二酸化炭素排

はい

出
しゅつ

量
りょう

は増加している。資源・エ
ネルギーの利用方法を見直し，
持続可能な社会を目指すには，
どうすればよいのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 →p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

石油・天然ガスを含む層

工場・自動車工場・自動車

化石燃料の消費化石燃料の消費 土地利用の変化土地利用の変化

陸域の
吸収
陸域の
吸収

海洋の吸収海洋の吸収牧場牧場

畑畑 森林森林
油井油井 海上油井海上油井

5.75.7

18.618.6

12.512.5

9.29.2

大気中への残留大気中への残留

34.434.4

人為的な二酸化炭素
排出量
人為的な二酸化炭素
排出量 40.140.1

（2010～2019 年）〔Global Carbon Budget 2020〕

数字：10億t 炭素/年
＊排出と吸収の収支
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資源・エネルギー問題4節
　これまでの資源・エネルギー問題は，限りある資源をどのように利用するかという考え方であった。今後，
資源・エネルギー問題を解決し，持続可能な社会を実現するためには，どのような考え方が必要なのだろうか。

節の
主題

8 電源別の二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう

4

8 主な資源の可採年数 可採
年数は確認埋

まい
蔵
ぞう

量
りょう

を年間生産量
で割って算出するため，鉱山の
発見や生産量の変動で変化する。

3

8 世界の二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう

の推移
　　　　  発展途

と
上
じょう

国
こく

計に着目しよう。
2

読み解き
8 炭素の循

じゅん
環
かん

と炭素収支 　　　　  二酸化炭素として大気中へ排
はい

出
しゅつ

される炭
素量と，大気中から陸域・海洋に吸収される炭素量の違

ちが
いに注目しよう。

1 読み解き

116
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⬆ 教科書 p.116-117

学習事項の整理に
役立つ模式図

大気中に排出された人為的な二酸化炭素は、
海洋や陸域に吸収され、残りは大気中にとど
まることがわかる。

新しい動き

二酸化炭素などの
温室効果ガスの排
出を防ぐために、
石油や石炭などの
化石燃料から脱却
する「脱炭素」の動
きがわかる。

持続可能な循環型社会について考察する 「資源・エネルギー問題」

特色
１

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」

10

5

10

Webの活用
　日本の「容器包装リサイク
ル法」について調べよう。

1 使い捨て容器などの回収を促
うなが
す

ために，製品を販
はん
売
ばい
する際に一定の

預り金（デポジット）を上乗せし，消
費者が使用済み容器を返

へん
却
きゃく
する際に

預り金を返却する制度のこと。

食品トレーにみる循
じゅん

環
か ん

型
が た

リサイクル
　広島県福

ふく
山
やま
市に本社を置く F社は，使用済み食品トレーを新

しい食品トレーに生まれ変わらせる循環型リサイクルシステム
を世界で最初に構築した企

き
業
ぎょう
として知られる。このシステムは，

消費者が使用済みの食品トレーをスーパーマーケットに設置さ
れた回収用ボックスに持ち込

こ
むことから始まる。回収された食

品トレーは選別工程で異物などが除去された後に，洗
せん
浄
じょう
・破

は
砕
さい

されペレットに加工される。このペレットを原料として食品ト
レーに再生され，再びスーパーマーケットなどに出

しゅっ
荷
か
される。

　同社によれば，2020 年 12月現在，国内の 9800 拠
きょ
点
てん
から

回収を行っているが，トレーの回収率はまだ 30％に過ぎず，
消費者のさらなる協力が求められる。

深める

　　　　　　　　　　　　私たちは，大量生産・大量消費・大量廃

棄の生活様式を見直し，持続可能な社会の

実現のため，循
じゅん
環
かん
型
がた
社会の構築を加速化させる必要に迫

せま
られている。

　循環型社会とは，図6のようにリデュース（廃棄物の発生抑制），
リユース（再使用），リサイクル（再生利用）の３

スリー
R
アール
に取り組んで，資

源の循環的利用を行う社会のことである。通常の生産や流通を担
にな
う

産業を動脈産業とすれば，リユースやリサイクルに関わる産業は静
じょう

脈
みゃく
産業とよばれ，廃棄物などを回収し適切に処理して動脈に戻

もど
し，

資源として循環させる役割をもっている（写真5）。動脈産業に比べ
ると静脈産業の市場や企

き
業
ぎょう
の規模は小さいが，循環型社会の実現を

支える基
き
盤
ばん
として，その一層の発展が期待される。また，動脈産業

側にも，製品の設計段階から再利用可能な素材を選んだり，デポジッ

ト制度などを普及させたりして，製品のリユースやリサイクルを促
そく

進
しん
する取り組みが求められている。

持続可能な
循環型社会の必要性

Reduce

Reuse Recycle

deposit

1

 確認
　これまでの生活様式と，持続
可能な循

じゅん

環
かん

型
がた

社会の違
ちが

いについ
て，「３

スリー

R
アール

」の語句を用いて説明
しよう。

Recycle
（再生利用）

リサイクル

Reduce
（廃棄物の発生抑制）

リデュース

Reuse
（再使用）

リユース

生産
（製造・流通など）

最終処分
（埋め立て）

処理
（リサイクル・焼却など）

天然資源の投入

消費・使用

廃棄

循環型社会

熱回収

化石燃料などの
消費の抑制

適正処理
〔プラスチック循環利用協会資料〕

万t ％
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処
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処
分
量

有
効
利
用
率
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0

有効利用率

化学原料に再生

焼却施設で熱エネルギーとして再利用

単純焼却単純焼却

埋め立て

新たなプラスチック製品に再生

8　日本のプラスチックごみの排
はい
出
しゅつ
量
りょう
と有効利用の割合　

　　　　  焼
しょう

却
きゃく

されるプラスチックごみに着目しよう。
7   
読み解き

8　循
じゅん
環
かん
型
がた
社会のしくみ　廃

はい
棄
き

物
ぶつ

の発生を抑
おさ

え，循環的に再使
用と再生利用を行うことで資源の消費を抑

よく
制
せい

することを目指す。
6   

8　Ｆ社のリサイクル工場の食品トレー選別ラ
イン（広島県，福

ふく
山
やま

市）
5   

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
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　　　　　　　　地球上の資源の埋
まい
蔵
ぞう
量
りょう
には限りがあり，人間が無

限に採
さい
掘
くつ
できるものではない。主な資源の可採年数

をみると（図3），人間の寿
じゅ
命
みょう
より短いものも存在し，このまま採掘

が進めば，近い将来，資源の枯
こ
渇
かつ
に直面する可能性がある。新しい

鉱山の開発も進められているが，海底や深い地層帯に鉱区を求めざ

るをえなくなっており，採掘費用や技術面での課題が増している。

　　　　　　　　　　先進国では，産業革命以降，大量生産・大量

消費・大量廃
はい
棄
き
の生活様式が広まり，それによっ

て経済や産業が発展してきた。その結果，エネルギー・鉱産資源の

浪
ろう
費
ひ
や枯渇，地球規模での環

かん
境
きょう
問題の深刻化などが生じ，地球シス

テムに大きな影
えい
響
きょう
を与

あた
えることになった。特に化石燃料の大量消費

は，二酸化炭素など，地球温暖化の原因と考えられる大気中の温室

効果ガス増加の原因となっている（図1）。二酸化炭素の排
はい
出
しゅつ
削
さく
減
げん
を

めぐっては，これまで排出を続け発展してきた先進国と，これから

発展する権利を主張し，排出削減に前向きではない発展途
と
上
じょう
国
こく
とで

足並みをそろえることが課題となっている。ヨーロッパ諸国や中国

などで電気自動車の導入に力が入れられているように，化石燃料の

使用を抑
よく
制
せい
し，環境になるべく負

ふ
荷
か
がかからない資源の利用や発電

方法の普
ふ
及
きゅう
などを目指す脱

だつ
炭
たん

素
そ
化
か
に注目が集まっている。化石燃料

の代表である石油は近代工業に不可欠な原料であるため，その利用

の削減は容易ではないが，世界各国が取り組むべき課題となっている。

1 資源・エネルギーをめぐる課題
限りある
地球の資源

→p.119

世界的に高まる
脱炭素化の機運

→p.122

→p.6 →p.104

→p.70

→p.133

 学習課題
図2のように，二酸化炭素排

はい

出
しゅつ

量
りょう

は増加している。資源・エ
ネルギーの利用方法を見直し，
持続可能な社会を目指すには，
どうすればよいのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 →p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

石油・天然ガスを含む層

工場・自動車工場・自動車

化石燃料の消費化石燃料の消費 土地利用の変化土地利用の変化

陸域の
吸収
陸域の
吸収

海洋の吸収海洋の吸収牧場牧場

畑畑 森林森林
油井油井 海上油井海上油井

5.75.7

18.618.6

12.512.5

9.29.2

大気中への残留大気中への残留

34.434.4

人為的な二酸化炭素
排出量
人為的な二酸化炭素
排出量 40.140.1

（2010～2019 年）〔Global Carbon Budget 2020〕

数字：10億t 炭素/年
＊排出と吸収の収支
 には誤差がある
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（
住
宅
用
）

資源・エネルギー問題4節
　これまでの資源・エネルギー問題は，限りある資源をどのように利用するかという考え方であった。今後，
資源・エネルギー問題を解決し，持続可能な社会を実現するためには，どのような考え方が必要なのだろうか。

節の
主題

8 電源別の二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう

4

8 主な資源の可採年数 可採
年数は確認埋

まい
蔵
ぞう

量
りょう

を年間生産量
で割って算出するため，鉱山の
発見や生産量の変動で変化する。

3

8 世界の二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう

の推移
　　　　  発展途

と
上
じょう

国
こく

計に着目しよう。
2

読み解き
8 炭素の循

じゅん
環
かん

と炭素収支 　　　　  二酸化炭素として大気中へ排
はい

出
しゅつ

される炭
素量と，大気中から陸域・海洋に吸収される炭素量の違

ちが
いに注目しよう。

1 読み解き
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今後の課題

循環型社会を実現
するためには、動
脈産業もリサイク
ルしやすい商品開
発・製造するなど
の取り組みが必要
なことに言及。

具体的な事例

循環型リサイクル
に取り組む企業を
紹介。

持続可能な循環型社会について考察する 「資源・エネルギー問題」
▶   議論や取り組みが活発になっている

「脱炭素」をめぐる動きを掲載。

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」
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熱帯収束帯の南北移動深める

により，下降気流が発生して気圧の高い極高圧帯が形成され，そこ
から極

きょく
偏
へん

東
とう

風
ふう
が吹き出す。

　熱帯収束帯で上昇した気流は，地球の自転の影
えい
響
きょう
によって緯度

20 ～ 30 度付近で下降気流となり，亜
あ

熱
ねっ

帯
たい

高圧帯（中緯度高圧帯）
を形成する。ここから高緯度に向かって西寄りの偏

へん
西
せい

風
ふう
，低緯度に

向かって東寄りの貿易風が吹く。偏西風と極偏東風は，緯度 60度
付近で衝

しょう
突
とつ
して上昇気流を発生させ，亜

あ
寒
かん

帯
たい

低圧帯を形成する。こ
のように貿易風や偏西風，極偏東風という恒

こう
常
じょう

風
ふう
によって低緯度と

高緯度の熱交換が行われるため，地球全体の気温差は小さくなって

いる。こうした地球規模での大気の流れは，大気大循環とよばれる
（図2）。
　緯度別にみた年平均気温は低緯度ほど高く，年

ねん
較
かく
差
さ
は高緯度ほど

大きい（図1）。これは地
ち
軸
じく
の傾

かたむ
きにより，太陽から受けるエネルギー

が年変化するためである。北
ほっ
極
きょく
圏
けん
では夏

げ
至
し
のころには白

びゃく
夜
や
となり，

太陽エネルギーを受け続けるが，冬
とう
至
じ
のころには極

きょく
夜
や
となり，太陽

エネルギーをほとんど受けない。緯度別の降水量と蒸発量の差をみ

ると，低緯度では熱帯収束帯による降水量が多く，蒸発量を上回る

（図3）。回帰線付近では，一年中晴天が続くため，蒸発量が降水量
を大きく上回る。高緯度では，気温が低いため蒸発量は少ないが，

ときどきやってくる低気圧によって降水がもたらされる。

2

3

扌p.35

扌p.279

 確認
　気圧帯や恒

こう

常
じょう

風
ふう

の風向は，そ
の地域の降水にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのか，説明しよう。

赤道

北回帰線
7月

1月
南回帰線

熱帯収束帯 〔Schweizer Weltatlas 2010〕

 気象　気温・気圧などで示さ
れる大気の状態や，風・雨などの
さまざまな大気の現象のこと。似
た言葉に天気があるが，これは，
ある時点での大気の総合的な状態
のこと。晴れや雨などと示される。
 気候　ある地域や場所で，1
年を周期として毎年繰

く
り返される

大気の平均的な状態のこと。気候
因子によって地域差が生じる。似
た言葉に天候があるが，これは，
数日から数か月の大気の総合的な
状態を指し，天候不順といった言
葉で使用される。
 恒

こう
常
じょう

風
ふう
　一年中，決まった方

向に吹
ふ
く風のこと。貿易風，偏

へん
西
せい

風
ふう
，極

きょく
偏
へん
東
とう
風
ふう
がある。

1

2

3

用語

2 高度 8000 ～ 13000mの高層で
吹
ふ
く強い偏

へん
西
せい
風
ふう
は，ジェット気流と

よばれる。

　熱帯収束帯（赤道低圧帯）などの気圧
帯は，太陽から受けるエネルギーとそ
のエネルギーの極方向への移動によっ
て生じるため，ほぼ緯

い
線
せん
に沿っている。

地
ち
軸
じく
の傾

かたむ
きにより，北半球が夏

げ
至
し
のこ

ろには，太陽から降り注ぐエネルギー
は北半球に多い。このため，上昇気流
の発生による熱帯収束帯は北半球側に
移動し，それにあわせて亜

あ
熱
ねっ
帯
たい
高圧帯

も北に移動する（図2）。反対に，北半
球が冬

とう
至
じ
のころには，熱帯収束帯や亜

熱帯高圧帯は南へと移動する。
　降水量の季節変化をみると，熱帯収束帯の近くで
は雨が多い雨季となり，亜熱帯高圧帯が移動してく
ると乾

かん
季
き
になる。大陸の西側では熱帯収束帯の南北

移動の幅
はば
が小さいために一年中雨が多いのに対し，

大陸の東側では熱帯収束帯の南北移動の幅が大きい

ために明
めい
瞭
りょう
な雨季と乾季を示すことが多い。なおア

ジアでは，海面水温の高いインド洋や太平洋から大
量の水が蒸発し，熱帯収束帯に向かって湿

しめ
った風が

吹
ふ
くことから，熱帯収束帯から離

はな
れていても乾季は

弱く，雨が降ることが多い。

8　熱帯収束帯の南北移動の範
はん

囲
い
　アフリカ東部から東南アジアにかけ

た地域では，熱帯収束帯の南北移動の幅
はば
が大きい。

4   

気

　候

33
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　　　　　　　　地球上の大気現象（気象）は，太陽から受けたエネ
ルギーを主なエネルギー源としている。降り注ぐ太

陽エネルギーは低
てい
緯
い
度
ど
ほど多く，熱に変

へん
換
かん
されて大気や海洋の大

だい
循
じゅん

環
かん
により低緯度から高緯度へ移動していく。大気現象は 1年周期

で順を追って繰
く
り返され，長期にわたって毎年繰り返される大気の

総合的な状態を気候という。気候は，気温や降水量，風向・風速と
いった気候要素の統計値で説明され，緯度・標高・地形・海流など
の気候因子によって地域差が生じる。
　　　　　　　　地表付近の空気は熱せられると膨

ぼう
張
ちょう
し，軽くなっ

て上
じょう
昇
しょう
する。こうした場所の地表付近では，周囲か

ら風が吹
ふ
き込

こ
む低気圧となる。一方，地表付近の空気が冷やされる

と収縮し，重くなって下降する。こうした場所の地表付近では，周

囲に向かって風が吹き出す高気圧となる。

　地球上では，赤道付近で太陽エネルギーを大量に受け，空気が温

められて軽くなり，上昇気流が発生して気圧の低い熱帯収束帯（赤
道低圧帯）ができる。一方，極付近では冷やされて重くなった空気
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 学習課題
　図3のように，緯

い

度
ど

によって
年降水量が異なる原因は，図1・
2で説明することができる。ど
のような関係性があるのだろう
か。
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気候2節
　気温や降水量，風などの気候要素は地域によって異なるため，地球上の生態系はさまざまである。気候の違

ちが

いは，どのような要因で生まれるのだろうか。また，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。
節の
主題

大気大
だい

循
じゅん

環
かん

と大航海時代
　15 世紀に始まる大航海時
代には，大気大循環の恒

こう
常
じょう
風
ふう

を利用した帆
はん
船
せん
による航海が

行われた。1492 年にコロン
ブスが，西インド諸島に到

とう
達
たつ

したときには，スペインから
カナリア諸島まで南下した
後，東風の貿易風に乗って大
西洋を横断した。帰路は
キューバから北上した後に，
西風の偏

へん
西
せい
風
ふう
に乗って大西洋

を渡
わた
り，アゾレス諸島を経由

してスペインへと戻
もど
ったこと

が知られている。

深める

8　 緯
い

度
ど

別の年降水量と年蒸発量
　乾

かん
燥
そう

地域は，主に黄色で塗
ぬ

られ
た緯度帯に多い。

3   8　 大気大
だい

循
じゅん

環
かん

の模式図　赤道上空からみた地球。図の
左右で，季節変動を示している。　　　　　  季節によっ
て，どのような違

ちが
いがあるのだろうか。
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読み解き

8　 緯
い

度
ど

別の年平均気温と
年
ねん

較
かく

差
さ

　　　　　  赤道付近
の気温の特

とく
徴
ちょう

を説明しよう。

1   
読み解き

1 周囲からの風が赤道に向かって
吹
ふ
き込

こ
む（収束する）ため，このよう

によばれる。
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学習の核心に迫る
導入図版

気候単元の冒頭に、気圧帯の季節変動が最大の状態を示した
「大気大循環の模式図」を設置。
「深める」の記述と連携させることで、理解が深まる。

学習の核心に
迫る導入図版

気温の年較差が
最大となるのは
北半球の高緯度
地方であること、
赤道周辺は年較
差がほとんどな
いことが読み取
れる。

⬆ 教科書 p.32-33

模式図と分布図を対比させることで、理 解しやすくなった「気候」

特色
１

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」

12

5

10

15

20

熱帯収束帯の南北移動深める

により，下降気流が発生して気圧の高い極高圧帯が形成され，そこ
から極

きょく
偏
へん

東
とう

風
ふう
が吹き出す。

　熱帯収束帯で上昇した気流は，地球の自転の影
えい
響
きょう
によって緯度

20 ～ 30 度付近で下降気流となり，亜
あ

熱
ねっ

帯
たい

高圧帯（中緯度高圧帯）
を形成する。ここから高緯度に向かって西寄りの偏

へん
西
せい

風
ふう
，低緯度に

向かって東寄りの貿易風が吹く。偏西風と極偏東風は，緯度 60度
付近で衝

しょう
突
とつ
して上昇気流を発生させ，亜

あ
寒
かん

帯
たい

低圧帯を形成する。こ
のように貿易風や偏西風，極偏東風という恒

こう
常
じょう

風
ふう
によって低緯度と

高緯度の熱交換が行われるため，地球全体の気温差は小さくなって

いる。こうした地球規模での大気の流れは，大気大循環とよばれる
（図2）。
　緯度別にみた年平均気温は低緯度ほど高く，年

ねん
較
かく
差
さ
は高緯度ほど

大きい（図1）。これは地
ち
軸
じく
の傾

かたむ
きにより，太陽から受けるエネルギー

が年変化するためである。北
ほっ
極
きょく
圏
けん
では夏

げ
至
し
のころには白

びゃく
夜
や
となり，

太陽エネルギーを受け続けるが，冬
とう
至
じ
のころには極

きょく
夜
や
となり，太陽

エネルギーをほとんど受けない。緯度別の降水量と蒸発量の差をみ

ると，低緯度では熱帯収束帯による降水量が多く，蒸発量を上回る

（図3）。回帰線付近では，一年中晴天が続くため，蒸発量が降水量
を大きく上回る。高緯度では，気温が低いため蒸発量は少ないが，

ときどきやってくる低気圧によって降水がもたらされる。

2

3

扌p.35

扌p.279

 確認
　気圧帯や恒

こう

常
じょう

風
ふう

の風向は，そ
の地域の降水にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのか，説明しよう。

赤道

北回帰線
7月

1月
南回帰線

熱帯収束帯 〔Schweizer Weltatlas 2010〕

 気象　気温・気圧などで示さ
れる大気の状態や，風・雨などの
さまざまな大気の現象のこと。似
た言葉に天気があるが，これは，
ある時点での大気の総合的な状態
のこと。晴れや雨などと示される。
 気候　ある地域や場所で，1
年を周期として毎年繰

く
り返される

大気の平均的な状態のこと。気候
因子によって地域差が生じる。似
た言葉に天候があるが，これは，
数日から数か月の大気の総合的な
状態を指し，天候不順といった言
葉で使用される。
 恒

こう
常
じょう

風
ふう
　一年中，決まった方

向に吹
ふ
く風のこと。貿易風，偏

へん
西
せい

風
ふう
，極

きょく
偏
へん
東
とう
風
ふう
がある。

1

2

3

用語

2 高度 8000 ～ 13000mの高層で
吹
ふ
く強い偏

へん
西
せい
風
ふう
は，ジェット気流と

よばれる。

　熱帯収束帯（赤道低圧帯）などの気圧
帯は，太陽から受けるエネルギーとそ
のエネルギーの極方向への移動によっ
て生じるため，ほぼ緯

い
線
せん
に沿っている。

地
ち
軸
じく
の傾

かたむ
きにより，北半球が夏

げ
至
し
のこ

ろには，太陽から降り注ぐエネルギー
は北半球に多い。このため，上昇気流
の発生による熱帯収束帯は北半球側に
移動し，それにあわせて亜

あ
熱
ねっ
帯
たい
高圧帯

も北に移動する（図2）。反対に，北半
球が冬

とう
至
じ
のころには，熱帯収束帯や亜

熱帯高圧帯は南へと移動する。
　降水量の季節変化をみると，熱帯収束帯の近くで
は雨が多い雨季となり，亜熱帯高圧帯が移動してく
ると乾

かん
季
き
になる。大陸の西側では熱帯収束帯の南北

移動の幅
はば
が小さいために一年中雨が多いのに対し，

大陸の東側では熱帯収束帯の南北移動の幅が大きい

ために明
めい
瞭
りょう
な雨季と乾季を示すことが多い。なおア

ジアでは，海面水温の高いインド洋や太平洋から大
量の水が蒸発し，熱帯収束帯に向かって湿

しめ
った風が

吹
ふ
くことから，熱帯収束帯から離

はな
れていても乾季は

弱く，雨が降ることが多い。

8　熱帯収束帯の南北移動の範
はん

囲
い
　アフリカ東部から東南アジアにかけ

た地域では，熱帯収束帯の南北移動の幅
はば
が大きい。

4   

気

　候

33
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　　　　　　　　地球上の大気現象（気象）は，太陽から受けたエネ
ルギーを主なエネルギー源としている。降り注ぐ太
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緯
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ど
ほど多く，熱に変
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換
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されて大気や海洋の大
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循
じゅん

環
かん
により低緯度から高緯度へ移動していく。大気現象は 1年周期

で順を追って繰
く
り返され，長期にわたって毎年繰り返される大気の

総合的な状態を気候という。気候は，気温や降水量，風向・風速と
いった気候要素の統計値で説明され，緯度・標高・地形・海流など
の気候因子によって地域差が生じる。
　　　　　　　　地表付近の空気は熱せられると膨

ぼう
張
ちょう
し，軽くなっ

て上
じょう
昇
しょう
する。こうした場所の地表付近では，周囲か
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こ
む低気圧となる。一方，地表付近の空気が冷やされる

と収縮し，重くなって下降する。こうした場所の地表付近では，周

囲に向かって風が吹き出す高気圧となる。

　地球上では，赤道付近で太陽エネルギーを大量に受け，空気が温

められて軽くなり，上昇気流が発生して気圧の低い熱帯収束帯（赤
道低圧帯）ができる。一方，極付近では冷やされて重くなった空気
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 学習課題
　図3のように，緯

い

度
ど

によって
年降水量が異なる原因は，図1・
2で説明することができる。ど
のような関係性があるのだろう
か。
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気候2節
　気温や降水量，風などの気候要素は地域によって異なるため，地球上の生態系はさまざまである。気候の違

ちが

いは，どのような要因で生まれるのだろうか。また，人々の生活にどのような影
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したときには，スペインから
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キューバから北上した後に，
西風の偏

へん
西
せい
風
ふう
に乗って大西洋

を渡
わた
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ぬ
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季節変化の
しくみがわかる

「深める」欄

地球規模の季節
変化や、雨季・
乾季が生じるし
くみを理解でき
る。

学習の核心に
迫る導入図版

降水量がとくに
多 い の は 北 緯
40～50度、赤
道 付 近、 南 緯
40～60度など
で、それぞれ亜
寒帯低圧帯と熱
帯収束帯の位置
に相当すること
がわかる。

模式図と分布図を対比させることで、理 解しやすくなった「気候」
▶   図表や写真、解説を効果的に配置。
▶   図表と本文を関連づけることで、理解がさらに深まる。

最新動向を踏まえた記述 と各種資料により
理解が深まる「系統地理」
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Key Words 変動帯　三角州　安定陸塊　レグール　季節風（モンスーン）
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WebGIS QR動画

インド ─経済成長に関連づけて考察4節
　インドは，近年，急速に経済が成長している国の一つである。この節では，インドの産業の発展や農村・社
会の変化，国内の経済格差をはじめとする課題を，経済成長に関連づけて考察しよう。

節の
主題 8 南アジアの自然環

かん
境
きょう

　　　　  地
じ
震
しん
が多発する変動帯に属

するのはどの辺りか，p.12 図1を参考にとらえよう。
6 読み解き

4 人工衛星からみたガンジス川河口の三
さん
角
かく
州
す
（インド・

バングラデシュ，2017 年） 堆
たい
積
せき
した土

ど
砂
しゃ
の間に流路が

網
あみ
目
め
状
じょう
にはしり，多島状三角州になっている（→p.19）。

2

8 南アジアの年降水量
　　　　  年降水量が多く，多
雨地域となっているのはどのよ
うな所か，山脈との位置関係に
着目して考えよう。

8
読み解き

8 大インド（タール）砂
さ
漠
ばく
をら

くだで移動する人々（ジャイサ
ルメール近

きん
郊
こう
）

9

6 デカン高原で
の綿花の収

しゅう
穫
かく
（ワラ

ンガル）　レグール
の土

ど
壌
じょう
と収穫期に乾

かん

燥
そう
する気候が綿花の

栽
さい
培
ばい
に適していたた

め，早くから綿花の
生産地となった。

3

8 日系自動車メーカーの工場で働く人 （々デリー郊
こう
外
がい
）5

8 ガンジス川で沐
もく
浴
よく
する人 （々ヴァラナシ，2017年）　ヒンドゥー教徒の重要な聖地であるため，巡

じゅん
礼
れい
者
しゃ
が大勢集まる。1

　インドが位置する南アジアの地形は，大きく三つに区分される。北

部は変動帯に属しており，急
きゅう
峻
しゅん
なヒマラヤ山脈がはしる（図6）。中部

には，ヒマラヤ山脈から流れ出るインダス川やガンジス川などの大
だい
河
か

川
せん
の堆
たい
積
せき
作用により，インダス平原とヒンドスタン平原が形成されて

いる。ガンジス川は，河口付近でブラマプトラ川と合流して巨大な三
さん

角
かく
州
す
（デルタ）を形成している（写真2）。南部のインド半島は安定陸

りく
塊
かい

で，平
へい
坦
たん
なデカン高原が広がる。デカン高原には，レグールとよばれ

る玄
げん
武
ぶ
岩
がん
が風化した肥

ひ
沃
よく
な黒
こく
土
ど
が分布する。

南アジアでは，季節風（モンスーン）の影
えい
響
きょう
によって，雨季と乾

かん
季
き
が

明
めい
瞭
りょう
に分かれる地域が多いことに加え，地域による降水量の差異も大

きい（図8）。降水の大部分が 6～ 10月に南西方向から吹
ふ
き込

こ
む季節

風によってもたらされ，この時期が雨季となる。南西の季節風は，イ

ンド洋上で多量の水分を含
ふく
んだ湿

しめ
った風であり，これが山脈や丘

きゅう
陵
りょう
を

越
こ
える際に大量の雨を降らせる。そのため，インド半島の西海岸では

降水量が多く熱帯雨林がみられるが，内陸のデカン高原では降水量が

少なくなり，サバナやステップが卓
たく
越
えつ
する。また，北東部のヒマラヤ

山脈の山
さん
麓
ろく
は世界的な多雨地域であるのに対して（写真7），西へ行く

ほど降水量は減少し，インドとパキスタンの国境付近は乾
かん
燥
そう
した気候

となり，大インド（タール）砂
さ
漠
ばく
もみられる（写真9）。

●インドが位置する南アジアの自然環
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6.0
一般機械

8 ヒマラヤ山脈南
なん
麓
ろく
の多雨地域（ダージリン） 斜

しゃ
面
めん

に茶畑が広がり，世界的な茶の産地になっている。
7

ヒマラヤ山脈

茶畑

　インドの工業化が進むにつれて，同国から揮発油
など付加価値の高い石油製品の輸入が増え，２国間
の貿易は拡大している（図4）。両国の経済的な結び
つきは，1980年代における日本の自動車メーカー
の進出によってもたらされた。写真■5は，日本の自
動車メーカーがデリー郊

こう
外
がい
に設立した現地法人の組

み立て工場で，1983年に操業を開始した。同社の
小型乗用車は，安価で低燃費，快適な走行が評価さ
れ，インド市場に広く受け入れられた。その後もイ
ンドに進出する自動車メーカーが相次ぎ，デリー近
郊には，複数の日系企業の工場がみられる。一方，
ICT技術者の需

じゅ
要
よう
が高まった2000年以降は，日本

で働くインド人技術者も増えている。近年は，さま
ざまな分野で両国の技術者の往来が増加している。

日本との関わりを
考えながら学習しよう
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写真から
自然環境を読む

諸地域学習の基盤となる「自然環境」のイメージをつかめるよう、
複数の写真を提示。地図（図6）とあわせて確認することで、 
インドの自然環境の多様性を理解できる。

⬆ 教科書 p.254-255

自然環境や日本との関わりを踏まえた、 各地域の冒頭ページ

特色
２

いまがわかる、背景まで わかる、
地域の特色をつかめる 「地誌」
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8 ガンジス川で沐
もく
浴
よく
する人 （々ヴァラナシ，2017年）　ヒンドゥー教徒の重要な聖地であるため，巡

じゅん
礼
れい
者
しゃ
が大勢集まる。1

　インドが位置する南アジアの地形は，大きく三つに区分される。北

部は変動帯に属しており，急
きゅう
峻
しゅん
なヒマラヤ山脈がはしる（図6）。中部

には，ヒマラヤ山脈から流れ出るインダス川やガンジス川などの大
だい
河
か

川
せん
の堆
たい
積
せき
作用により，インダス平原とヒンドスタン平原が形成されて

いる。ガンジス川は，河口付近でブラマプトラ川と合流して巨大な三
さん

角
かく
州
す
（デルタ）を形成している（写真2）。南部のインド半島は安定陸

りく
塊
かい

で，平
へい
坦
たん
なデカン高原が広がる。デカン高原には，レグールとよばれ

る玄
げん
武
ぶ
岩
がん
が風化した肥

ひ
沃
よく
な黒
こく
土
ど
が分布する。

南アジアでは，季節風（モンスーン）の影
えい
響
きょう
によって，雨季と乾

かん
季
き
が

明
めい
瞭
りょう
に分かれる地域が多いことに加え，地域による降水量の差異も大

きい（図8）。降水の大部分が 6～ 10月に南西方向から吹
ふ
き込

こ
む季節

風によってもたらされ，この時期が雨季となる。南西の季節風は，イ

ンド洋上で多量の水分を含
ふく
んだ湿

しめ
った風であり，これが山脈や丘

きゅう
陵
りょう
を

越
こ
える際に大量の雨を降らせる。そのため，インド半島の西海岸では

降水量が多く熱帯雨林がみられるが，内陸のデカン高原では降水量が

少なくなり，サバナやステップが卓
たく
越
えつ
する。また，北東部のヒマラヤ

山脈の山
さん
麓
ろく
は世界的な多雨地域であるのに対して（写真7），西へ行く

ほど降水量は減少し，インドとパキスタンの国境付近は乾
かん
燥
そう
した気候

となり，大インド（タール）砂
さ
漠
ばく
もみられる（写真9）。

●インドが位置する南アジアの自然環
かん
境
きょう

→p.10

→p.19 →p.14

→p.41

→p.35

→p.46

→p.47 →p.49

0
200
500
1000
2000
3000
4000
5000

陸高（m）

セイロン島セイロン島
モルディブ諸島モルディブ諸島

イ ン ド 半 島イ ン ド 半 島

平平
原原

川川

ガガ
ンン
ジジ
スス

スス

イインン
ダダ

アラビア海アラビア海

ベ ン ガ ル 湾ベ ン ガ ル 湾

デ
カ
ン
高
原

デ
カ
ン
高
原

ヒヒ
ママ
ララ
ヤヤ

ヒ ン ド ス タ ン 平 原

ヒ ン ド ス タ ン 平 原

山山 脈脈
アッサムアッサム

カシミールカシミール

インダス
川

インダス
川

大イン
ド砂漠

大イン
ド砂漠

チベット高原チベット高原

タクラマカン砂漠タクラマカン砂漠

（ター
ル）

（ター
ル） 川ラトプマラブ

川ラトプマラブ

＊数字は写真番号を示す

チェンナイチェンナイ

ダッカダッカ

デリーデリー

コルカタコルカタ

ヴァラナシヴァラナシ

ムンバイムンバイ

ベンガルールベンガルール

ダージリンダージリン

イ

ン

ド

洋

西
ガ
ー
ツ
山
脈

西
ガ
ー
ツ
山
脈

東ガ
ーツ
山脈

ク ン
ル ン

山 脈

ク ン
ル ン

山 脈

（崑崙
）

（崑崙
）

15°

90°

75°

5

9

1

7

2

3

〔Diercke Weltatlas 2008, ほか〕0 500km

チェラプンジチェラプンジ

デリーデリー

ムンバイムンバイ

0 500km

2000mm以上
1000～2000
500～1000
250～500
250mm未満
6～10月の季節風

〔CRU資料〕

8 日本とインドの貿易品4

合計
9710
億円

合計
5050
億円

日本の輸出 日本の輸入

揮発油
13.1

プラスチック

有機化合物
16.4％

5.25.0

その他
46.3

その他
30.6

ダイヤモンド

8.0
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〔財務省貿易統計〕
（2020年）
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6.0
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8 ヒマラヤ山脈南
なん
麓
ろく
の多雨地域（ダージリン） 斜

しゃ
面
めん

に茶畑が広がり，世界的な茶の産地になっている。
7

ヒマラヤ山脈

茶畑

　インドの工業化が進むにつれて，同国から揮発油
など付加価値の高い石油製品の輸入が増え，２国間
の貿易は拡大している（図4）。両国の経済的な結び
つきは，1980年代における日本の自動車メーカー
の進出によってもたらされた。写真■5は，日本の自
動車メーカーがデリー郊

こう
外
がい
に設立した現地法人の組

み立て工場で，1983年に操業を開始した。同社の
小型乗用車は，安価で低燃費，快適な走行が評価さ
れ，インド市場に広く受け入れられた。その後もイ
ンドに進出する自動車メーカーが相次ぎ，デリー近
郊には，複数の日系企業の工場がみられる。一方，
ICT技術者の需

じゅ
要
よう
が高まった2000年以降は，日本

で働くインド人技術者も増えている。近年は，さま
ざまな分野で両国の技術者の往来が増加している。

日本との関わりを
考えながら学習しよう
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「日本との関わりを考えながら
学習しよう」欄を設置

日本が世界と政治的・経済的
に深く結びついていることを、
貿易や人・文化の交流などか
ら記述。

自然環境についての記述も
充実

系統地理分野での学習を踏ま
えて、自然環境の特徴を、丁
寧に記述。

自然環境や日本との関わりを踏まえた、 各地域の冒頭ページ
▶   各地域の冒頭に、日本との関わりについての紹介記事や、自然環

境に関する地図と解説文を掲載。地域の全体像への理解が深まる。

いまがわかる、背景まで わかる、
地域の特色をつかめる 「地誌」
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Key Words 新経済政策　自動車産業　情報通信技術（ICT）産業　新中間層　BRICS

　　　　　　　　　　インドでは，イギリスの植民地時代に綿工業

や製鉄業などを中心に近代的な工業がおこった。

独立後は，市場経済と計画経済を合わせた混合経済体制を採用し，

外国からの輸入を制限して，鉄鉱石・石炭などの豊かな鉱産資源を

用いて自給自足型の工業発展を目指した。1970 年ごろには，ほぼ

あらゆる種類の製品を国内生産する体制をつくりあげたが，基幹工

業を担
にな
った公営企

き
業
ぎょう
のなかには効率の悪い企業もあり，また外国資

本を排
はい
除
じょ
したため技術革新が大

おお
幅
はば
に後

おく
れ，国際競争力が失われた。

　そこで，政府は 1980 年代から経済の統制を少しずつ緩
ゆる
め，

1991 年には新経済政策を導入して，経済の自由化を本格的に進め
た。これにより企業の設立や活動が自由となり，100％外国資本に

よる事業も可能になったことで，工業生産は急速な成長をみせた。

　　　　　　　　2000 年代に入ってからの自動車生産の伸
の
びは著

いちじる

しく（図3），デリーやマハーラーシュトラ州西部，
ベンガルール，チェンナイなどが自動車産業の集積地帯となってい
る（図2）。これらの地域の都市郊

こう
外
がい
に造成された工業団地には，国

内企業に加えて日本や韓
かん
国
こく
など，外国資本の自動車の組み立て・部

品工場などが数多く進出している（写真1）。人口が多く，巨
きょ
大
だい
な市

場をもつインドでは，生産された自動車の多くが国内で販
はん
売
ばい
される

が，近年はメキシコやアフリカ諸国などへの輸出も増えている。

1 急速な経済成長を支えた産業の発展
自由化で進んだ
経済の成長

→p.230 →p.230

→p.123

急成長した
自動車産業

→p.132

→p.254

 学習課題
　インドはなぜ，急速な経済成
長を続けているのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 →p.000 （2020年） abcdefgh

WebGIS QR動画

Webの活用
　インド国内において，人気
が高い乗用車の特

とく

徴
ちょう

を調べよ
う。

8 インドにおける自動車の生
産台数の推移と乗用車販

はん
売
ばい
台数

の内訳 　　　　  インドの自
動車販売において，日系企

き
業
ぎょう
は

どのくらいの割合を占
し
めている

のだろうか。

3

読み解き

8 日系自動車メーカーの組み立て工場（ノイダ）　インド市
場向けの小型の 7人乗り乗用車などを生産している。
1 8 インドの鉱工業 　　　　  製鉄や石油精製が盛

さか
んな

のは，どのような地域だろうか。
2 読み解き

自動車産業が盛んな
三日月型の地帯
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独立後のインドでは，人口が急増するなかで食料の不足に悩
なや
まさ

れてきたが，1960 年代に緑の革命とよばれる高収量品種の導入を
中心とした技術革新を行い，穀物生産が飛

ひ
躍
やく
的
てき
に増加した（図4）。

1970 年代には食料の自給を達成し，米と小麦の生産量は，中国に

次いでともに世界第 2位である。高収量品種の栽培には，安定し

た水の供給と肥料の使用が必要であり，井戸や用水路による灌
かん
漑
がい
や

化学肥料が普
ふ
及
きゅう
した。しかし，農業生産にかかる費用の増加を招き，

それを負担できる農民がさらに裕
ゆう
福
ふく
になる一方で，零

れい
細
さい
農民や土地

をもたない農民にはその恩
おん
恵
けい
が少なく，貧

ひん
富
ぷ
の格差を拡大させた。

また，地下水位の低下，農薬や化学肥料の不適切な使用による土
ど
壌
じょう

の汚
お
染
せん
などの問題も生じており，農村部における貧困層の生活の向

上と併
あわ
せて，持続可能な食料生産の在り方が求められている。

　　　　　　　　　近年のインドでは，経済成長に伴
ともな
い，穀物ばか

りでなくミルクや鶏
とり
肉
にく
，卵，野菜類の需

じゅ
要
よう
が高ま

り，生産も伸
の
びている。特にミルクの生産量と消費量の増加は，白

い革命とよばれて注目されている（写真6）。インドでは，牛は神聖
な動物と考えられるため，ヒンドゥー教徒が牛肉を食べることはな

いが，牛や水牛のミルクは，飲用にされるほか，各種乳製品に加工

される。また，ヒンドゥー教徒が食べない牛肉，ムスリムが食べな

い豚
ぶた
肉
にく
に対して，宗教的禁

きん
忌
き
（タブー）が少ない鶏肉の生産量の伸び

も著
いちじる
しく（図7），肉の色にたとえてピンク革命とよばれている。都

市近
きん
郊
こう
では，都市住民に向けた野菜の栽培も広まりつつある。

扌p.89

（2019 年）

経済成長と
食生活の変化

1

扌p.205, 254

扌p.264

2

 確認
　インドにおける緑の革命，白
い革命，ピンク革命について，
それぞれ説明しよう。

白い革命 経済成長に伴
ともな

い，
インドで飲用や各種乳製品の原料
としてのミルクの消費量が急増し
た現象のこと。緑の革命による飼
料の供給体制の改善，酪

らく
農
のう

協同組
合の設立，流通システムの普

ふ
及
きゅう

が
ミルクの生産量の増加を後

あと
押
お

しし
た。
 ピンク革命　インドで経済成
長などを背景として，食肉（特に
鶏
とり

肉
にく

）の生産量や消費量が顕
けん

著
ちょ

に
増加した現象のこと。

1

2

用語

8 直売所にミルクを買いに来た人 （々ムンバイ）　インドでは，
水牛のミルクが総生産量の半分以上を占

し
めている。菜食主義者が

多く，ミルクは人々にとって重要なたんぱく源である。

6

8 インドにおける主な農産物
の生産量の推移
7

8 インドと周辺諸国の農業 　　　　  降水量と作物
の関係に着目しよう。茶・ジュート・さとうきびなどの商
品作物は，どのような地域で栽

さい
培
ばい

が盛
さか

んなのだろうか。

5 読み解き
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〔Alexander Kombiatlas 2003，ほか〕
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新しい
動き

急成長しているインドの自動車産業につい
ての記述を刷新、図2に「自動車産業が盛
んな三日月型の地帯」を記載。

新しい
動き

経済成長ととも に進行している「ピ
ンク革命」など、 生活の変化について
の記述を刷新。

産業・経済・文化の最新動向への理解が 深まる、充実の本文・図版・写真

特色
２

いまがわかる、背景まで わかる、
地域の特色をつかめる 「地誌」
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味があり， 祖先が同じだと信じて，婚
こん
姻
いん
はその集団内で行ってきた。

また，各ジャーティは特定の伝統的な職業に従事することが多く，

ジャーティ間の分業によって地域社会が維
い
持
じ
されてきた。これが

カースト制とよばれる身分制度の基本構造である。社会生活や儀
ぎ
礼
れい

の場で，下位カーストは上位カーストから日常的に差別を受けてき

たが，今日では憲法によってカーストによる身分差別は禁止され，

職業選
せん
択
たく
の自由も認められている。婚姻の自由も保障されているが，

伝統的な慣習に基づく結
けっ
婚
こん
が依

い
然
ぜん
として主流である。

　　　　　　　　　　　インドの急速な経済成長は，農業が主体の

州と，工業や ICT産業が発達した州との間

で経済格差の拡大を招いている。国全体としては，西高東低の東西
格差，南高北低の南北格差の傾

けい
向
こう
がみられる。この格差は，貧しい

農村部から，就業機会が多く現金収入が見
み
込
こ
まれる都市部への人口

移動を生んでいる（図4・6）。多くの人々が流入した都市部では，
急速な人口増加に住宅の整備が追いつかないため，河

か
川
せん
や道路・鉄

道沿いなどの未利用地に流入者が不法に住み着き，居住環
かん
境
きょう
が劣
れつ
悪
あく

なスラムを形成している（写真5）。スラムに暮らす多くの人々は，
インフォーマルセクターとよばれる零

れい
細
さい
かつ不安定で収入も低い職

に従事している。各地のスラムでは，貧
ひん
困
こん
による栄養不足の問題や，

上下水道が整っていないことによる衛生問題（図7），各種公共サー
ビスが行き届かないといった，さまざまな問題が生じている。

Caste 1

経済格差の拡大と
さまざまな課題

→p.257

→p.188

→p.189
 確認

　インド社会の特
とく

徴
ちょう

と，経済成
長に伴

ともな

って拡大した経済格差な
どの課題について説明しよう。

　インドにおける，産業の発展，農村や社会の変化，国内の経済格差などの特
とく
徴
ちょう
を，経済成長によ

る変化に着目してまとめよう。
深い
学び

デリーデリー
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8 インドの 1人あたりの州内純生産額と人口移動
　　　　  人口移動には，どのような傾

けい
向
こう
があるのだろうか。

4
読み解き

8 インドの都市人口割合の推
移
6

8 主なアジア諸国における上
下水道整備の現状
7

8 インフラが整備されていないスラム（ムンバイ，2019
年）　あり合わせの材料でつくった簡易住宅が立ち並ぶ。
5

イ

　ン

　ド
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独立後のインドでは，人口が急増するなかで食料の不足に悩
なや
まさ

れてきたが，1960 年代に緑の革命とよばれる高収量品種の導入を
中心とした技術革新を行い，穀物生産が飛

ひ
躍
やく
的
てき
に増加した（図4）。

1970 年代には食料の自給を達成し，米と小麦の生産量は，中国に

次いでともに世界第 2位である。高収量品種の栽培には，安定し

た水の供給と肥料の使用が必要であり，井戸や用水路による灌
かん
漑
がい
や

化学肥料が普
ふ
及
きゅう
した。しかし，農業生産にかかる費用の増加を招き，

それを負担できる農民がさらに裕
ゆう
福
ふく
になる一方で，零

れい
細
さい
農民や土地

をもたない農民にはその恩
おん
恵
けい
が少なく，貧

ひん
富
ぷ
の格差を拡大させた。

また，地下水位の低下，農薬や化学肥料の不適切な使用による土
ど
壌
じょう

の汚
お
染
せん
などの問題も生じており，農村部における貧困層の生活の向

上と併
あわ
せて，持続可能な食料生産の在り方が求められている。

　　　　　　　　　近年のインドでは，経済成長に伴
ともな
い，穀物ばか

りでなくミルクや鶏
とり
肉
にく
，卵，野菜類の需

じゅ
要
よう
が高ま

り，生産も伸
の
びている。特にミルクの生産量と消費量の増加は，白

い革命とよばれて注目されている（写真6）。インドでは，牛は神聖
な動物と考えられるため，ヒンドゥー教徒が牛肉を食べることはな

いが，牛や水牛のミルクは，飲用にされるほか，各種乳製品に加工

される。また，ヒンドゥー教徒が食べない牛肉，ムスリムが食べな

い豚
ぶた
肉
にく
に対して，宗教的禁

きん
忌
き
（タブー）が少ない鶏肉の生産量の伸び

も著
いちじる
しく（図7），肉の色にたとえてピンク革命とよばれている。都

市近
きん
郊
こう
では，都市住民に向けた野菜の栽培も広まりつつある。

扌p.89

（2019 年）

経済成長と
食生活の変化

1

扌p.205, 254

扌p.264

2

 確認
　インドにおける緑の革命，白
い革命，ピンク革命について，
それぞれ説明しよう。

白い革命 経済成長に伴
ともな

い，
インドで飲用や各種乳製品の原料
としてのミルクの消費量が急増し
た現象のこと。緑の革命による飼
料の供給体制の改善，酪

らく
農
のう

協同組
合の設立，流通システムの普

ふ
及
きゅう

が
ミルクの生産量の増加を後

あと
押
お

しし
た。
 ピンク革命　インドで経済成
長などを背景として，食肉（特に
鶏
とり

肉
にく

）の生産量や消費量が顕
けん

著
ちょ

に
増加した現象のこと。

1

2

用語

8 直売所にミルクを買いに来た人 （々ムンバイ）　インドでは，
水牛のミルクが総生産量の半分以上を占

し
めている。菜食主義者が

多く，ミルクは人々にとって重要なたんぱく源である。

6

8 インドにおける主な農産物
の生産量の推移
7

8 インドと周辺諸国の農業 　　　　  降水量と作物
の関係に着目しよう。茶・ジュート・さとうきびなどの商
品作物は，どのような地域で栽

さい
培
ばい

が盛
さか

んなのだろうか。

5 読み解き

水牛

　　米
小　　　麦
綿　　　花
　　茶
ジ ュ ー ト
さとうきび

年降水量
1000mm

1000mm以上1000mm以上

ガガ
ン
ジジ
スス
川川

イ
ン
ダ
ス
川

イ
ン
ダ
ス
川

湾ルガンベ 湾ルガンベ

パキスタン

バングラ
デシュ

スリランカ

イ　ン　ド

ブータン

ネパール

アラビア海アラビア海

デ
カ
ン
高
原

パンジャブ

ダージリン
アッサム

〔Alexander Kombiatlas 2003，ほか〕

� ���km

95 2000 05 10 15

卵

鶏肉

ミルク

米 小麦 野菜
1990

1000

800

600

400

200
100
0

指数

17年

＊1990年の生産量を100とする

〔FAOSTAT〕

イ

　ン

　ド

259

258-259 第2部第2章4節.indd   259258-259 第2部第2章4節.indd   259 2021/04/16   15:082021/04/16   15:08

⬆ 教科書 p.261

新しい
動き

経済成長の一方で経済格差が拡大していることなど、
これからの課題について言及。図4「インドの1人あ
たりの州内純生産額と人口移動」を新規掲載。

経済成長ととも に進行している「ピ
ンク革命」など、 生活の変化について
の記述を刷新。

産業・経済・文化の最新動向への理解が 深まる、充実の本文・図版・写真
▶  すべての地域で、「いま」と「これまで」「これから」を記述。
▶  まもなく世界一の人口大国になるインドについては、産業の発展

や農村・社会の変化など、経済成長に関連づけて考察する。

いまがわかる、背景まで わかる、
地域の特色をつかめる 「地誌」

特
色
２

17

16

16

17

17

ジョブ:0106_00976-08.展示会 05.新詳地理探究 特色書(243326)

 

折り丁番号:16

 

分版名:

 

Cyan

 

Magenta

 

Yellow

 

Black

     

ジョブ:0106_00976-08.展示会 05.新詳地理探究 特色書(243326)

 

折り丁番号:17

 

分版名:

 

Cyan

 

Magenta

 

Yellow

 

Black

     



8 東京スカイツリーと富士山（東京都） 日本列島は変
動帯にあり，多くの美しい火山がみられる（→p.13）。
1 8 さくらんぼの選別・収

しゅう
穫
かく

作業（山形県）　ブランド農
産物の輸出も進められている（→p.93）。
2

　　　　　　　　　本書では，系統地理的な学習（第 1部）と地誌

的な学習（第 2部）を通して，世界の多様な生活

文化を学び，互
たが
いにそれを尊重し合うことの大切さについて考えて

きた。また，日本は世界と比
ひ
較
かく
すると，鮮

あざ
やかな四季の移り変わり

や豊かな自然がみられ，産業が発達し，外国との人や物の行き来が

活発であることを学んできた（写真1～4）。
私たちが暮らす社会は変化が速く（図6），人工知能（AI）やビッ

グデータの利用技術などが急速に発達し，日常生活では情報通信技

術（ICT）を活用することが一
いっ
般
ぱん
的
てき
になっている。現在は普

ふ
通
つう
である

1 日本の強みと地理的な課題
日本が目指す
社会とは

扌p.52

扌p.135

扌p.150

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020年） abcdefgh

WebGIS QR動画

8 燃料電池自動車の生産（愛知県） 脱
だつ
炭
たん
素
そ
社会に向け

た研究と生産が始まっている（→p.116，133）。
3 8 宿

しゅく
坊
ぼう

で食事を楽しむ外国人観光客（和歌山県） 日本
独自の文化に興味をもつ外国人が増えている（→p.156）。
4

将来の国土の在り方1節
日本の強みをより生かせる将来について考え，持続可能な社会を構築していくには，どのようなことに取り

組めばよいのだろうか。
節の
主題

 学習課題
日本はさまざまな強みととも

に，持続可能な社会の実現に向
けての課題を抱

かか

えている。強み
を生かし，課題を解決するため
には，どのような方法があるの
だろうか。

Key Words Society 5.0

5

324

章第1 持続可能な国土像の探究
私たちが暮らす社会は急速に変化しており，将来の予測が難しくなってきている。日本の強

みや課題を整理したうえで，持続可能性を踏
ふ
まえた将来の国土の在り方について，他地域との

結びつきや地域の特
とく
徴
ちょう
などに着目して探究しよう。
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8　 S
エスディージーズ
DGs の達成状

じょう
況
きょう

の比
ひ

較
かく

　　　　　  日本の達成状況を，ほかの国と比較しよう。そのうえで，あなたがこれから力を
入れていきたい目標を三つ挙げて，具体的な解決方法を考えよう。

5   読み解き

8　 日本の誇
ほこ

りについての世論
調査の結果　　　　　  本書で
学んだ事

じ
項
こう

と関係が深い項
こう

目
もく

は，
どれだろうか。

7   
読み解き

8　 人間社会の変化
　S

ソ サ エ テ ィ ー
ociety 5.0 とは，狩

しゅ
猟
りょう

社会，
農耕社会，工業社会，情報社会
に続く，人類史上 5 番目の新し
い 社 会 の こ と。 日 本 政 府 が
2016 年に提言した，今後の日
本が目指す社会とされている。

6   

ことが数年後には通用しないこともありうるなかで，将来の予測が

難しい社会を生きていくことになる。私たちは，日本がもつ豊かな

自然や育んできた社会，文化，伝統を大切にしつつ（図7），日本の
強みをより生かせる将来について考えていく必要がある（図5）。
　　　　　　　　　　　本書では，地球的課題として，地球温暖化

や森林破
は
壊
かい
，砂

さ
漠
ばく
化
か
，経済格差と貧

ひん
困
こん
，民族

紛
ふん
争
そう
などに直面する国・地域があることを学び，その解決策を追究

してきた。そして日本も，さまざまな地理的な課題を抱
かか
えている。

　地理的な課題には，地域の規模（地域スケール）に応じてさまざま

なものがある。このうち，世界規模の課題としては，例えば発展途
と

上
じょう
国
こく
への日本の技術援

えん
助
じょ
や，環

かん
境
きょう
面
めん
でのさらなる貢

こう
献
けん
が挙げられる。

ODAを拠
きょ
出
しゅつ
して発展途上の国々を支

し
援
えん
することで，生活の安定や

環境保全の面で世界に貢献することができる。日本は資源や食料な

どを輸入に大きく依
い
存
そん
しており，国際社会への貢献は日本の平和と

繁
はん
栄
えい
にも役立つことになる。

　次に，アジア規模の課題では，中国や韓
かん
国
こく
などとのより一層の交

流が挙げられる。一部の国とは反目し合った時代もあったが，特に

若い世代の交流を通じ，目先の利害を越
こ
えた友好関係の構築が望ま

れている。

　日本国内では，中央と地方のバランスのとれた発展が必要である。

地方経済が停
てい
滞
たい
し雇

こ
用
よう
が縮小すれば，働き口を求めて中央に移動す

る人々が増える。そうなると地方では人口が減少し，経済がさらに

停滞するといった悪
あく
循
じゅん
環
かん
が生じる。持続可能な社会を構築していく

には，均
きん
衡
こう
のとれた国土の発展が不可欠な条件となる。

さまざまな規模の
地理的な課題

扌p.70

扌p.72 扌p.74 扌p.261, 277, 286, 304

扌p.206

扌p.161
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＊ の単位は％。数字は SDGs の番号を示す（→巻頭 3，p.78） 〔Sustainable Development Report 2019〕

時代 人間社会

人類の誕生 Society 1.0
（狩猟社会）

紀元前
1万3000年ごろ

Society 2.0
（農耕社会）

18世紀末以降 Society 3.0
（工業社会）

20世紀後半以降 Society 4.0
（情報社会）

21世紀前半以降 Society 5.0
〔内閣府資料，ほか〕

（2019年）〔社会意識に関する世論調査〕
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％

治 安 の よ さ

美 し い 自 然

優れた文化や芸術

長い歴史と伝統

国民の勤勉さ，才能

国民の人情味や
義理がたさ

自由で平和な社会

高い科学技術
の水準 22.3 

56.4％

52.3

48.9

47.6

37.8

32.0

25.9

（複数回答）

将
来
の
国
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の
在
り
方
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⬆ これからの日本が目指す社会について示唆。

地域を見る目 日本各地の地域活性化

Key Words
地方創生　世界遺産
世界ジオパーク　インバウンド

5

10

15

　　　　　　　　　　　　　地理的な諸課題を解決し，持続可能な

日本の国土像を考えていくなかで，外交

や資源・エネルギーなど，外国との関係が深いものについては，国

家スケールでの対応も求められる。また，福
ふく
祉
し
や医

い
療
りょう
，防災，まち

づくりなど，日常生活や暮らしぶりと関係が深いものについては，

全国一律の対応ではなく，都道府県や市区町村，地区といった地域

の規模（地域スケール）に応じて，それぞれの事情を踏
ふ
まえた取り組

みが求められる。

　そのため近年では，各地域がそれぞれの特
とく
徴
ちょう
を生かし，自立的か

つ持続的で，魅
み
力
りょく
ある社会をつくり出すための地方創生の在り方が

模
も
索
さく
されている。地域を自立させるまちづくりやむらづくりに取

り組んでいる自治体も多い。また，世界遺産や世界ジオパークを生
かした地域おこしや，訪日外国人（インバウンド）観光客の誘

ゆう
致
ち
，地

元の特産品の掘
ほ
り起こしなど，全国各地がそれぞれの地域の自然や

社会，文化，伝統などに合わせてさまざまに工
く
夫
ふう
し，互

たが
いに切

せっ
磋
さ
琢
たく

磨
ま
している（写真1・2）。

これからの日本社会と
地域活性化

1

扌p.155 扌p.155

扌p.154

Webの活用
　地域活性化の事例を調べよ
う。

1 東京への一極集中を是
ぜ
正
せい
し，人

口減少や雇
こ
用
よう
減少に苦しむ地方自治

体の活性化を目指すこと。2014 年
に「まち・ひと・しごと創生法」が制
定され，地方創生の取り組みが国を
挙げて進められている。

　洞
とう
爺
や
湖
こ
有
う
珠
す
山
ざん
ジオパークの周辺には，洞爺カルデ

ラや有珠山などの雄大で美しい景色と温泉，縄
じょう
文
もん
遺
い

跡
せき
など，多くの見どころがある（→p.13）。有珠山は
何度も噴

ふん
火
か
を繰

く
り返してきた活火山であるが，

2000年の噴火では，事前に全員避
ひ
難
なん
を実現できて，

人的被
ひ
害
がい
はなかった。そのときの噴火で被害を受け

た建造物の一部をそのまま災害遺構として保存し，
観光資源にすることによって，訪

おとず
れた人々に火山活

動の実態を伝える役割を果たしている。

　観光は地域活性化の切り札とされている。伊
い
賀
が
市

は伊賀流忍者発
はっ
祥
しょう
の地として早くから忍者に着目

し，広く発信してきた。例えば，世界一の忍
にん
術
じゅつ
資料

を誇
ほこ
る「伊賀流忍者博物館」を 1998 年に開館し，

2001 年には，気軽に忍者体験が楽しめる「伊賀上
野NINJAフェスタ」を始めた。海外でも忍者の存在
はよく知られている。忍者を生かした観光客の呼び
込
こ
みやまちづくり を目的として，2017 年，忍者

の日である 2月 22日に｢忍者市 ｣の宣言をした。

8　火山について学ぶ登山ツアー（北海道，有
う
珠
す
山
ざん
）1   8　忍

にん
者
じゃ

に変身して散策する観光客（三重県，伊
い
賀
が
市）2   

火山と地域との共生（世界ジオパーク） 忍
にん

者
じゃ

を観光資源とした地域おこし

 確認
　日本各地でみられる地域活性
化の取り組みには，どのような
ものがあるのだろうか。また，
持続可能な開発目標との関わり
を説明しよう。

　日本が抱
かか
える地理的な課題の現状を整理し，課題解決

に向けた取り組みについて，具体例を挙げて説明しよう。
深い
学び326
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8 東京スカイツリーと富士山（東京都） 日本列島は変
動帯にあり，多くの美しい火山がみられる（→p.13）。
1 8 さくらんぼの選別・収

しゅう
穫
かく

作業（山形県）　ブランド農
産物の輸出も進められている（→p.93）。
2

　　　　　　　　　本書では，系統地理的な学習（第 1部）と地誌

的な学習（第 2部）を通して，世界の多様な生活

文化を学び，互
たが
いにそれを尊重し合うことの大切さについて考えて

きた。また，日本は世界と比
ひ
較
かく
すると，鮮

あざ
やかな四季の移り変わり

や豊かな自然がみられ，産業が発達し，外国との人や物の行き来が

活発であることを学んできた（写真1～4）。
私たちが暮らす社会は変化が速く（図6），人工知能（AI）やビッ

グデータの利用技術などが急速に発達し，日常生活では情報通信技

術（ICT）を活用することが一
いっ
般
ぱん
的
てき
になっている。現在は普

ふ
通
つう
である

1 日本の強みと地理的な課題
日本が目指す
社会とは

扌p.52

扌p.135

扌p.150

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020年） abcdefgh

WebGIS QR動画

8 燃料電池自動車の生産（愛知県） 脱
だつ
炭
たん
素
そ
社会に向け

た研究と生産が始まっている（→p.116，133）。
3 8 宿

しゅく
坊
ぼう

で食事を楽しむ外国人観光客（和歌山県） 日本
独自の文化に興味をもつ外国人が増えている（→p.156）。
4

将来の国土の在り方1節
日本の強みをより生かせる将来について考え，持続可能な社会を構築していくには，どのようなことに取り
組めばよいのだろうか。

節の
主題

 学習課題
日本はさまざまな強みととも

に，持続可能な社会の実現に向
けての課題を抱

かか

えている。強み
を生かし，課題を解決するため
には，どのような方法があるの
だろうか。

Key Words Society 5.0

5

324

章第1 持続可能な国土像の探究
私たちが暮らす社会は急速に変化しており，将来の予測が難しくなってきている。日本の強
みや課題を整理したうえで，持続可能性を踏

ふ
まえた将来の国土の在り方について，他地域との

結びつきや地域の特
とく
徴
ちょう
などに着目して探究しよう。
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8　 S
エスディージーズ
DGs の達成状

じょう
況
きょう

の比
ひ

較
かく

　　　　　  日本の達成状況を，ほかの国と比較しよう。そのうえで，あなたがこれから力を
入れていきたい目標を三つ挙げて，具体的な解決方法を考えよう。

5   読み解き

8　 日本の誇
ほこ

りについての世論
調査の結果　　　　　  本書で
学んだ事

じ
項
こう

と関係が深い項
こう

目
もく

は，
どれだろうか。

7   
読み解き

8　 人間社会の変化
　S

ソ サ エ テ ィ ー
ociety 5.0 とは，狩

しゅ
猟
りょう

社会，
農耕社会，工業社会，情報社会
に続く，人類史上 5 番目の新し
い 社 会 の こ と。 日 本 政 府 が
2016 年に提言した，今後の日
本が目指す社会とされている。

6   

ことが数年後には通用しないこともありうるなかで，将来の予測が

難しい社会を生きていくことになる。私たちは，日本がもつ豊かな

自然や育んできた社会，文化，伝統を大切にしつつ（図7），日本の
強みをより生かせる将来について考えていく必要がある（図5）。
　　　　　　　　　　　本書では，地球的課題として，地球温暖化

や森林破
は
壊
かい
，砂

さ
漠
ばく
化
か
，経済格差と貧

ひん
困
こん
，民族

紛
ふん
争
そう
などに直面する国・地域があることを学び，その解決策を追究

してきた。そして日本も，さまざまな地理的な課題を抱
かか
えている。

　地理的な課題には，地域の規模（地域スケール）に応じてさまざま

なものがある。このうち，世界規模の課題としては，例えば発展途
と

上
じょう
国
こく
への日本の技術援

えん
助
じょ
や，環

かん
境
きょう
面
めん
でのさらなる貢

こう
献
けん
が挙げられる。

ODAを拠
きょ
出
しゅつ
して発展途上の国々を支

し
援
えん
することで，生活の安定や

環境保全の面で世界に貢献することができる。日本は資源や食料な

どを輸入に大きく依
い
存
そん
しており，国際社会への貢献は日本の平和と

繁
はん
栄
えい
にも役立つことになる。

　次に，アジア規模の課題では，中国や韓
かん
国
こく
などとのより一層の交

流が挙げられる。一部の国とは反目し合った時代もあったが，特に

若い世代の交流を通じ，目先の利害を越
こ
えた友好関係の構築が望ま

れている。

　日本国内では，中央と地方のバランスのとれた発展が必要である。

地方経済が停
てい
滞
たい
し雇

こ
用
よう
が縮小すれば，働き口を求めて中央に移動す

る人々が増える。そうなると地方では人口が減少し，経済がさらに

停滞するといった悪
あく
循
じゅん
環
かん
が生じる。持続可能な社会を構築していく

には，均
きん
衡
こう
のとれた国土の発展が不可欠な条件となる。

さまざまな規模の
地理的な課題

扌p.70

扌p.72 扌p.74 扌p.261, 277, 286, 304

扌p.206

扌p.161
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（2019年）

データなし
データなし

＊ の単位は％。数字は SDGs の番号を示す（→巻頭 3，p.78） 〔Sustainable Development Report 2019〕

時代 人間社会

人類の誕生 Society 1.0
（狩猟社会）

紀元前
1万3000年ごろ

Society 2.0
（農耕社会）

18世紀末以降 Society 3.0
（工業社会）

20世紀後半以降 Society 4.0
（情報社会）

21世紀前半以降 Society 5.0
〔内閣府資料，ほか〕

（2019年）〔社会意識に関する世論調査〕

0 10 20 30 40 50 60
％

治 安 の よ さ

美 し い 自 然

優れた文化や芸術

長い歴史と伝統

国民の勤勉さ，才能

国民の人情味や
義理がたさ

自由で平和な社会

高い科学技術
の水準 22.3 

56.4％

52.3

48.9

47.6

37.8

32.0

25.9

（複数回答）

将
来
の
国
土
の
在
り
方

325

324-327 第3部第1章1節.indd   325324-327 第3部第1章1節.indd   325 2022/01/11   14:352022/01/11   14:35

▶  第3部「現代世界におけるこれからの日本の国土像」は、中学校地理、
高校地理総合から続く地理学習の集大成にあたる。

生徒自身で探究課題を設定するための、 学習を振り返るページを設置

特色
３ 将来の在り方を構想する 「日本の国土像」

18

日本の国土と社会の特徴，地理的課題 （本書のページ） 探究課題の例

地震とそれに伴う津波
四季明瞭，豊かな自然
雨や風による災害，冷害

（p.12，62）
（p.52，64）
（p.65）

・自然災害に強い国土づくり
・ 日本の豊かな自然と表裏一体となる防災・減災社会の在り方

付加価値が高い農業，新技術を生かした工業
食料自給率の低下，食の安全
代替エネルギーの開発，省エネルギー化
海底資源の活用
各地で発達してきた伝統産業

（p.92，137）
（p.100，101）
（p.119，120）
（p.119，219）

（p.138）

・国内の持続的な農林水産業の保護と育成
・食料やエネルギーの，量と質の安定的な確保の実現
・環境に優しい省エネルギー・省資源社会の実現に向けて

観光産業の発展
少子高齢化，労働力の不足
東京への一極集中，都市間の地域格差
伝統的建造物の保全
外国人との共生

（p.156，158）
（p.174，176）

（p.192）
（p.197）
（p.211）

・ 世界遺産や世界ジオパークを生かした地域おこしやまちづくり
・少子化対策による人口の維持
・均衡のとれた国土開発に向けた首都機能分散の在り方
・安心して暮らせるコミュニティづくり
・ 増加する在留外国人とのダイバーシティ社会の実現に向けて

四季が明瞭で，そ
れぞれの季節で自
然が美しい。

世界各地の環境問
題の解決に，日本
の技術が生かされ
ている。

代替エネルギーの
開発や，省エネル
ギー化が進む。

四方を海に囲まれ
て，海洋資源が豊
富にある。

ブランド農産物の
開発など，付加価
値が高い農業が展
開されている。

都市部への人口集
中が進む。地方へ
の移住を進める動
きもある。

観光産業が21世
紀の新たな主力産
業となりつつある。

次世代自動車の開
発など，新技術を
生かした工業が展
開されている。

生活文化の欧米化
が進んだが，日本
独自の文化も大切
にされている。

伝統産業や伝統的
な街並み，建造物
を大切にしている。

8 日本の国土と社会について伸
の
ばすべき点と改善すべき点を書き出した例

　　　　  どのような伸ばすべき点や改善すべき点があるか，書き出そう。
3
読み解き

8 これまでの学習から導き出せる探究課題の例4

日本の国土と社会は，現代
を生きている私たちだけのも
のではない。私たちには，祖
先から受け継

つ
いだ豊かな生活

と環
かん
境
きょう
を守り，将来に引き継

いでいく責任がある。
　これまでの学習を踏

ふ
まえ

て，日本の国土と社会につい
て，あなたが考える伸

の
ばすべ

き点と，改善すべき点を書き
出そう。

探究課題にはどのようなものがあるのだろうか。
地域活性化の観点も踏まえると，例えば，「日本の
豊かな自然と表

ひょう
裏
り
一体となる防災・減災社会の在

り方」，「環境に優
やさ
しい省エネルギー・省資源社会

の実現に向けて」，「世界遺産や世界ジオパークを
生かした地域おこしやまちづくり」，「均

きん
衡
こう
のとれ

た国土開発に向けた首都機能分散の在り方」といっ
たものなどが考えられる。
　また，その地域スケールも，首

しゅ
都
と
圏
けん
や京

けい
阪
はん
神
しん
な

どの地域単位や，都道府県や市区町村といった行
政単位など，主題に応じてさまざまなものが考え
られる。

探究課題の設定にあたって

Step 1

　より多くの人々が豊かに暮らせる社会にするた
めには，持続的に成長できるように，これからの
日本の国土と社会を探究し，よりよい環境を残し
ていくことが重要となる。
　2節（p.328 ～ 335）には，日本が抱

かか
える地理的

な課題の解決の方向性や将来の国土と社会の在り
方を構想するために，探究課題に取り組んだ例を
掲
けい
載
さい
している。国連の持続可能な開発目標

（S
エスディージーズ
DGs）（→巻頭 3，p.78）も参考にして，さまざ

まな探究課題を設定し，それらを追究しよう。

Step 2

将
来
の
国
土
の
在
り
方
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地域を見る目 日本各地の地域活性化

Key Words
地方創生　世界遺産
世界ジオパーク　インバウンド

5

10

15

　　　　　　　　　　　　　地理的な諸課題を解決し，持続可能な

日本の国土像を考えていくなかで，外交

や資源・エネルギーなど，外国との関係が深いものについては，国

家スケールでの対応も求められる。また，福
ふく
祉
し
や医

い
療
りょう
，防災，まち

づくりなど，日常生活や暮らしぶりと関係が深いものについては，

全国一律の対応ではなく，都道府県や市区町村，地区といった地域

の規模（地域スケール）に応じて，それぞれの事情を踏
ふ
まえた取り組

みが求められる。

　そのため近年では，各地域がそれぞれの特
とく
徴
ちょう
を生かし，自立的か

つ持続的で，魅
み
力
りょく
ある社会をつくり出すための地方創生の在り方が

模
も
索
さく
されている。地域を自立させるまちづくりやむらづくりに取

り組んでいる自治体も多い。また，世界遺産や世界ジオパークを生
かした地域おこしや，訪日外国人（インバウンド）観光客の誘

ゆう
致
ち
，地

元の特産品の掘
ほ
り起こしなど，全国各地がそれぞれの地域の自然や

社会，文化，伝統などに合わせてさまざまに工
く
夫
ふう
し，互

たが
いに切

せっ
磋
さ
琢
たく

磨
ま
している（写真1・2）。

これからの日本社会と
地域活性化

1

扌p.155 扌p.155

扌p.154

Webの活用
　地域活性化の事例を調べよ
う。

1 東京への一極集中を是
ぜ
正
せい
し，人

口減少や雇
こ
用
よう
減少に苦しむ地方自治

体の活性化を目指すこと。2014 年
に「まち・ひと・しごと創生法」が制
定され，地方創生の取り組みが国を
挙げて進められている。

　洞
とう
爺
や
湖
こ
有
う
珠
す
山
ざん
ジオパークの周辺には，洞爺カルデ

ラや有珠山などの雄大で美しい景色と温泉，縄
じょう
文
もん
遺
い

跡
せき
など，多くの見どころがある（→p.13）。有珠山は

何度も噴
ふん
火
か
を繰

く
り返してきた活火山であるが，

2000年の噴火では，事前に全員避
ひ
難
なん
を実現できて，

人的被
ひ
害
がい
はなかった。そのときの噴火で被害を受け

た建造物の一部をそのまま災害遺構として保存し，
観光資源にすることによって，訪

おとず
れた人々に火山活

動の実態を伝える役割を果たしている。

　観光は地域活性化の切り札とされている。伊
い
賀
が
市

は伊賀流忍者発
はっ
祥
しょう
の地として早くから忍者に着目

し，広く発信してきた。例えば，世界一の忍
にん
術
じゅつ
資料

を誇
ほこ
る「伊賀流忍者博物館」を 1998 年に開館し，

2001 年には，気軽に忍者体験が楽しめる「伊賀上
野NINJAフェスタ」を始めた。海外でも忍者の存在
はよく知られている。忍者を生かした観光客の呼び
込
こ
みやまちづくり を目的として，2017 年，忍者

の日である 2月 22日に｢忍者市 ｣の宣言をした。

8　火山について学ぶ登山ツアー（北海道，有
う
珠
す
山
ざん
）1   8　忍

にん
者
じゃ

に変身して散策する観光客（三重県，伊
い
賀
が
市）2   

火山と地域との共生（世界ジオパーク） 忍
にん

者
じゃ

を観光資源とした地域おこし

 確認
　日本各地でみられる地域活性
化の取り組みには，どのような
ものがあるのだろうか。また，
持続可能な開発目標との関わり
を説明しよう。

　日本が抱
かか
える地理的な課題の現状を整理し，課題解決

に向けた取り組みについて，具体例を挙げて説明しよう。
深い
学び326
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⬆ 生徒一人ひとりが自覚
をもって、日本の国土と社
会を未来に引き継いでいく
責任があることを示唆。

⬅ 日本の国土像につ
いて、スケールに応じ
て探究していくことの
重要性を示唆。

地域を見る目 日本各地の地域活性化

Key Words
地方創生　世界遺産
世界ジオパーク　インバウンド
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　　　　　　　　　　　　　地理的な諸課題を解決し，持続可能な

日本の国土像を考えていくなかで，外交

や資源・エネルギーなど，外国との関係が深いものについては，国

家スケールでの対応も求められる。また，福
ふく
祉
し
や医

い
療
りょう
，防災，まち

づくりなど，日常生活や暮らしぶりと関係が深いものについては，

全国一律の対応ではなく，都道府県や市区町村，地区といった地域

の規模（地域スケール）に応じて，それぞれの事情を踏
ふ
まえた取り組

みが求められる。

　そのため近年では，各地域がそれぞれの特
とく
徴
ちょう
を生かし，自立的か

つ持続的で，魅
み
力
りょく
ある社会をつくり出すための地方創生の在り方が

模
も
索
さく
されている。地域を自立させるまちづくりやむらづくりに取

り組んでいる自治体も多い。また，世界遺産や世界ジオパークを生
かした地域おこしや，訪日外国人（インバウンド）観光客の誘

ゆう
致
ち
，地

元の特産品の掘
ほ
り起こしなど，全国各地がそれぞれの地域の自然や

社会，文化，伝統などに合わせてさまざまに工
く
夫
ふう
し，互

たが
いに切

せっ
磋
さ
琢
たく

磨
ま
している（写真1・2）。

これからの日本社会と
地域活性化

1

扌p.155 扌p.155

扌p.154

Webの活用
　地域活性化の事例を調べよ
う。

1 東京への一極集中を是
ぜ
正
せい
し，人

口減少や雇
こ
用
よう
減少に苦しむ地方自治

体の活性化を目指すこと。2014 年
に「まち・ひと・しごと創生法」が制
定され，地方創生の取り組みが国を
挙げて進められている。

　洞
とう
爺
や
湖
こ
有
う
珠
す
山
ざん
ジオパークの周辺には，洞爺カルデ

ラや有珠山などの雄大で美しい景色と温泉，縄
じょう
文
もん
遺
い

跡
せき
など，多くの見どころがある（→p.13）。有珠山は

何度も噴
ふん
火
か
を繰

く
り返してきた活火山であるが，

2000年の噴火では，事前に全員避
ひ
難
なん
を実現できて，

人的被
ひ
害
がい
はなかった。そのときの噴火で被害を受け

た建造物の一部をそのまま災害遺構として保存し，
観光資源にすることによって，訪

おとず
れた人々に火山活

動の実態を伝える役割を果たしている。

　観光は地域活性化の切り札とされている。伊
い
賀
が
市

は伊賀流忍者発
はっ
祥
しょう
の地として早くから忍者に着目

し，広く発信してきた。例えば，世界一の忍
にん
術
じゅつ
資料

を誇
ほこ
る「伊賀流忍者博物館」を 1998 年に開館し，

2001 年には，気軽に忍者体験が楽しめる「伊賀上
野NINJAフェスタ」を始めた。海外でも忍者の存在
はよく知られている。忍者を生かした観光客の呼び
込
こ
みやまちづくり を目的として，2017 年，忍者

の日である 2月 22日に｢忍者市 ｣の宣言をした。

8　火山について学ぶ登山ツアー（北海道，有
う
珠
す
山
ざん
）1   8　忍

にん
者
じゃ

に変身して散策する観光客（三重県，伊
い
賀
が
市）2   

火山と地域との共生（世界ジオパーク） 忍
にん

者
じゃ

を観光資源とした地域おこし

 確認
　日本各地でみられる地域活性
化の取り組みには，どのような
ものがあるのだろうか。また，
持続可能な開発目標との関わり
を説明しよう。

　日本が抱
かか
える地理的な課題の現状を整理し，課題解決

に向けた取り組みについて，具体例を挙げて説明しよう。
深い
学び326
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▶  1節「将来の国土の在り方」では、日本には持続可能な社会の実現に向け
ての課題があるとともに、強みがあることを示唆。望ましい日本の国土
像などをさまざまな角度から探究していけるように配慮。

日本の国土と社会の特徴，地理的課題 （本書のページ） 探究課題の例

地震とそれに伴う津波
四季明瞭，豊かな自然
雨や風による災害，冷害

（p.12，62）
（p.52，64）
（p.65）

・自然災害に強い国土づくり
・ 日本の豊かな自然と表裏一体となる防災・減災社会の在り方

付加価値が高い農業，新技術を生かした工業
食料自給率の低下，食の安全
代替エネルギーの開発，省エネルギー化
海底資源の活用
各地で発達してきた伝統産業

（p.92，137）
（p.100，101）
（p.119，120）
（p.119，219）

（p.138）

・国内の持続的な農林水産業の保護と育成
・食料やエネルギーの，量と質の安定的な確保の実現
・環境に優しい省エネルギー・省資源社会の実現に向けて

観光産業の発展
少子高齢化，労働力の不足
東京への一極集中，都市間の地域格差
伝統的建造物の保全
外国人との共生

（p.156，158）
（p.174，176）

（p.192）
（p.197）
（p.211）

・ 世界遺産や世界ジオパークを生かした地域おこしやまちづくり
・少子化対策による人口の維持
・均衡のとれた国土開発に向けた首都機能分散の在り方
・安心して暮らせるコミュニティづくり
・ 増加する在留外国人とのダイバーシティ社会の実現に向けて

四季が明瞭で，そ
れぞれの季節で自
然が美しい。

世界各地の環境問
題の解決に，日本
の技術が生かされ
ている。

代替エネルギーの
開発や，省エネル
ギー化が進む。

四方を海に囲まれ
て，海洋資源が豊
富にある。

ブランド農産物の
開発など，付加価
値が高い農業が展
開されている。

都市部への人口集
中が進む。地方へ
の移住を進める動
きもある。

観光産業が21世
紀の新たな主力産
業となりつつある。

次世代自動車の開
発など，新技術を
生かした工業が展
開されている。

生活文化の欧米化
が進んだが，日本
独自の文化も大切
にされている。

伝統産業や伝統的
な街並み，建造物
を大切にしている。

8 日本の国土と社会について伸
の
ばすべき点と改善すべき点を書き出した例

　　　　  どのような伸ばすべき点や改善すべき点があるか，書き出そう。
3
読み解き

8 これまでの学習から導き出せる探究課題の例4

日本の国土と社会は，現代
を生きている私たちだけのも
のではない。私たちには，祖
先から受け継

つ
いだ豊かな生活

と環
かん
境
きょう
を守り，将来に引き継

いでいく責任がある。
　これまでの学習を踏

ふ
まえ

て，日本の国土と社会につい
て，あなたが考える伸

の
ばすべ

き点と，改善すべき点を書き
出そう。

探究課題にはどのようなものがあるのだろうか。
地域活性化の観点も踏まえると，例えば，「日本の
豊かな自然と表

ひょう
裏
り
一体となる防災・減災社会の在

り方」，「環境に優
やさ
しい省エネルギー・省資源社会

の実現に向けて」，「世界遺産や世界ジオパークを
生かした地域おこしやまちづくり」，「均

きん
衡
こう
のとれ

た国土開発に向けた首都機能分散の在り方」といっ
たものなどが考えられる。
　また，その地域スケールも，首

しゅ
都
と
圏
けん
や京

けい
阪
はん
神
しん
な

どの地域単位や，都道府県や市区町村といった行
政単位など，主題に応じてさまざまなものが考え
られる。

探究課題の設定にあたって

Step 1

　より多くの人々が豊かに暮らせる社会にするた
めには，持続的に成長できるように，これからの
日本の国土と社会を探究し，よりよい環境を残し
ていくことが重要となる。
　2節（p.328 ～ 335）には，日本が抱

かか
える地理的

な課題の解決の方向性や将来の国土と社会の在り
方を構想するために，探究課題に取り組んだ例を
掲
けい
載
さい
している。国連の持続可能な開発目標

（S
エスディージーズ
DGs）（→巻頭 3，p.78）も参考にして，さまざ

まな探究課題を設定し，それらを追究しよう。

Step 2

将
来
の
国
土
の
在
り
方
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生徒自身で探究課題を設定するための、 学習を振り返るページを設置

将来の在り方を構想する 「日本の国土像」 特
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パッケージ型インフラ事業の海外展開深める

Key Words 加工貿易　貿易摩擦

5

10

15

5

10

15

　　　　　　　　日本の貿易は長らく加工貿易が中心であった。第
二次世界大戦前は繊

せん
維
い
原料を輸入し，糸や織物など

の繊維製品に加工して輸出していた。戦後は重化学工業の生産に必

要な石油や鉄鉱石などの原燃料を輸入し，鉄鋼や家電製品などの機

械類を生産して輸出した。1980 年代後半からは，輸出の中心は自

動車や集積回路（IC）など技術的に高度な工業製品に移った（図1）。
一方，円高やアジア諸国の工業発展によって，近年はアジアの国々

から家電製品など工業製品の輸入が増えている。

　第二次世界大戦後，日本の最大の貿易相手国は長年にわたってア

メリカ合衆国であった。経済復興が進むと，日本は自動車や家電製

品を大量に輸出したが，アメリカ合衆国からの輸入は大きく増加せ

ず，日本の大
おお
幅
はば
な貿易黒字が生じた。1980 年代には両国間で貿易

摩
ま

擦
さつ
が起こり，これに対応するべく海外に生産拠

きょ
点
てん
を移す日本企

き
業
ぎょう

が増えていった。2000 年代半ばからは，中国が日本の最大の貿易

相手国になり，日本は中国から多くの製品を輸入している（図2）。
　1981 年以来，日本は貿易黒字が続いていたが，1990 年代後半

以降は産業競争力が一部の分野で低下した事情もあって，黒字は減

少傾
けい
向
こう
にあり，その後の世界金

きん
融
ゆう
危機で落ち込

こ
んだ。さらに，東日

本大
だい
震
しん
災
さい
の影

えい
響
きょう
で国内の原子力発電所の運転が停止されたことを

3 日本の貿易

貿易の変化

扌p.128 扌p.130

扌p.132 扌p.123, 125

1

扌p.136

1

（2008 年）扌p.307

（2011年） 扌p.111

きっかけに，不足分を火力発電で賄
まかな
うための天然ガスや原油・石炭

の輸入が増加したことで，近年は貿易赤字の傾向が続いている（図3）。
　　　　　　　　世界各国が自由貿易協定（FTA）を積極的に結ん

でいるのに対して，日本は当初，WTOの差別な

く加盟国間で貿易を行うという原則を重視する立場から，個別に

FTAを結ぶことに消極的だった。しかし，FTAの輪の中に入らな

いと日本製品の輸出にとって不利になるため，日本は 2002 年にシ

ンガポールとの間に経済連
れん
携
けい
協定（EPA）を結んで以降，積極的な

姿勢に転じている（図6）。日本は，単に貿易を自由化するだけの
FTAではなく，人材の交流や経済協力なども含

ふく
んだ EPAを各国と

結んでいる。EPAが結ばれて関税が撤
てっ
廃
ぱい
されると，輸出が多い産

業には有利となる。その一方で，安い農産物が流入して日本の農業

が打
だ
撃
げき
を受けることへの懸

け
念
ねん
もある。また EPAの締

てい
結
けつ
に伴

ともな
い，日

本で担
にな
い手が不足している介

かい
護
ご
などの領域で締結国の有資格者が働

くことも認められたが，十分な受け入れ態勢が整っていないなどの

理由で，日本国内で働いている外国人労働者はまだ少ない。

日本の
FTAとEPA

扌p.163

扌p.162

扌p.163

扌p.92

扌p.176, 211

 確認
　日本の貿易品に変化が生じた
理由を，「加工貿易」と「貿易摩

ま

擦
さつ

」の語句を用いて説明しよう。

 学習課題
　図1から，日本の貿易品目の
変化が分かる。変化の背景をと
らえるとともに，日本の貿易の
課題を考えよう。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

発効年月 相手国・地域
2002年11月 シンガポール
2008年12月 ASEAN
2009年 9月 スイス
2011年 8月 インド

2018年12月 TPP11協定
（→p.163）

2019年 2月 ヨーロッパ連合
（EU）

2020年 1月 アメリカ合衆国
2021年 1月 イギリス

2022年 1月 RCEP
（→p.163）

(2022年4月現在） 〔経済産業省資料，ほか〕
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〔国土交通省資料〕
（2020年）

ぺルー

アメリカ合衆国

タイ
マレーシア・シンガポール

ベトナム

インドネシア

フィリピン
インド

イギリス

ミャンマー

アラブ首長国連邦

エジプト
超電導リニア計画
高速鉄道計画

リマメトロ整備事業

カイロ地下鉄整備計画

高速鉄道計画

アブダビメトロ
整備事業

高速鉄道計画
チェンナイ地下鉄建設計画
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欠な使い捨てマスクなどの医
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療
りょう
用品

の多くも，日本は中国から輸入して
いる。2020 年に新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）が短期間に
世界中に広がった（扌p.152）際に
は，日本国内でマスクの供給不足が
起こり，社会全体で混乱が生じた。
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　貿易の不
ふ

均
きん

衡
こう

をめ
ぐって関係国間で発生する紛

ふん
争
そう

の
こと。ある国や地域との間に，輸
出と輸入に極

きょく
端
たん

な偏
かたよ

りが生じた場
合や，自国からの輸出が相手国で
差別的な取り扱

あつか
いを受けて不利益

が生じた場合などに発生する。

1

用語

　貿易の自由化が進むと，各国は国内産業の市場が広がる利点がある一方で，競争力が弱い国内の
産業を保護する必要もある。国内産業を守りつつ健全な貿易を促

そく
進
しん
する方法について説明しよう。

深い
学び

　新興国を中心に，電力や水道などインフラ整備の
需
じゅ
要
よう
が拡大している。日本政府も民間企

き
業
ぎょう
と協力し

て，調査から設計，建設，運営，維
い
持
じ
管理までを含

ふく

むパッケージ型のインフラ輸出に力を入れている。
　一
いっ
般
ぱん
的
てき
に日本の強みは，高い技術力の下

もと
，高品質

で欠
けっ
陥
かん
が少なく，安全性が高い点である。一方で，

それらは高価格で完成まで時間がかかるということ
につながりやすく，ほかの国との受注競争で必ずし
も有利に働いていない。
　例えば鉄道の分野では，日本の鉄道車両は故障が
少なく，安全性が高い点が世界的に評価されている。
しかし，受注するには車両だけではなく，列車の運

行システムや線路などの鉄道施
し
設
せつ
，開業後の維持・

管理までをまとめて売り込
こ
んでいく必要がある。当

初は新幹線型の高速鉄道が有望とされ，イギリスや
台
たい
湾
わん
などで日本の車両が採用された。日本の新幹線

は，通勤電車並みの運行頻
ひん
度
ど
で高速列車を安全かつ

正確に運行する高い技術力を誇
ほこ
るが，多くの国では

そこまでの技術は必要とされず，低価格で受注する
外国企業と競合し，苦戦を強

し
いられている。

　そうしたなかでも，東南アジアの都市鉄道などで，
車両をはじめ沿線開発まで含めた日本の鉄道運行の
知識や技能が評価されている。一部では輸出に結び
つき，現地の交通渋

じゅう
滞
たい
の緩
かん
和
わ
に貢
こう
献
けん
している。

4　 日本の輸出入額と貿易収支
の推移　　　　　  日本の貿易
収支は，どのように推移してい
るのだろうか。
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　　　　　　　　日本の貿易は長らく加工貿易が中心であった。第
二次世界大戦前は繊

せん
維
い
原料を輸入し，糸や織物など

の繊維製品に加工して輸出していた。戦後は重化学工業の生産に必

要な石油や鉄鉱石などの原燃料を輸入し，鉄鋼や家電製品などの機

械類を生産して輸出した。1980 年代後半からは，輸出の中心は自

動車や集積回路（IC）など技術的に高度な工業製品に移った（図1）。
一方，円高やアジア諸国の工業発展によって，近年はアジアの国々

から家電製品など工業製品の輸入が増えている。

　第二次世界大戦後，日本の最大の貿易相手国は長年にわたってア

メリカ合衆国であった。経済復興が進むと，日本は自動車や家電製

品を大量に輸出したが，アメリカ合衆国からの輸入は大きく増加せ

ず，日本の大
おお
幅
はば
な貿易黒字が生じた。1980 年代には両国間で貿易

摩
ま

擦
さつ
が起こり，これに対応するべく海外に生産拠

きょ
点
てん
を移す日本企

き
業
ぎょう

が増えていった。2000 年代半ばからは，中国が日本の最大の貿易

相手国になり，日本は中国から多くの製品を輸入している（図2）。
　1981 年以来，日本は貿易黒字が続いていたが，1990 年代後半

以降は産業競争力が一部の分野で低下した事情もあって，黒字は減

少傾
けい
向
こう
にあり，その後の世界金

きん
融
ゆう
危機で落ち込

こ
んだ。さらに，東日

本大
だい
震
しん
災
さい
の影

えい
響
きょう
で国内の原子力発電所の運転が停止されたことを
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貿易の変化
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きっかけに，不足分を火力発電で賄
まかな
うための天然ガスや原油・石炭

の輸入が増加したことで，近年は貿易赤字の傾向が続いている（図3）。
　　　　　　　　世界各国が自由貿易協定（FTA）を積極的に結ん

でいるのに対して，日本は当初，WTOの差別な

く加盟国間で貿易を行うという原則を重視する立場から，個別に

FTAを結ぶことに消極的だった。しかし，FTAの輪の中に入らな

いと日本製品の輸出にとって不利になるため，日本は 2002 年にシ

ンガポールとの間に経済連
れん
携
けい
協定（EPA）を結んで以降，積極的な

姿勢に転じている（図6）。日本は，単に貿易を自由化するだけの
FTAではなく，人材の交流や経済協力なども含

ふく
んだ EPAを各国と

結んでいる。EPAが結ばれて関税が撤
てっ
廃
ぱい
されると，輸出が多い産

業には有利となる。その一方で，安い農産物が流入して日本の農業

が打
だ
撃
げき
を受けることへの懸

け
念
ねん
もある。また EPAの締

てい
結
けつ
に伴

ともな
い，日

本で担
にな
い手が不足している介

かい
護
ご
などの領域で締結国の有資格者が働

くことも認められたが，十分な受け入れ態勢が整っていないなどの

理由で，日本国内で働いている外国人労働者はまだ少ない。

日本の
FTAとEPA

扌p.163

扌p.162

扌p.163

扌p.92

扌p.176, 211

 確認
　日本の貿易品に変化が生じた
理由を，「加工貿易」と「貿易摩

ま

擦
さつ

」の語句を用いて説明しよう。

 学習課題
　図1から，日本の貿易品目の
変化が分かる。変化の背景をと
らえるとともに，日本の貿易の
課題を考えよう。
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現状と課題、
将来の展望

エネルギー資源の転換と貿易収支の関係について記述。エネルギーを安定
して確保していくことがいかに難しいことであるか、持続可能性を踏まえ
た日本の国土像を構想する際の視点の一つになりうることを示唆。

日本の事例を豊富に掲載　現状と課題、 将来の展望について積極的に言及

特色
３ 将来の在り方を構想する 「日本の国土像」
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ンガポールとの間に経済連
れん
携
けい
協定（EPA）を結んで以降，積極的な

姿勢に転じている（図6）。日本は，単に貿易を自由化するだけの
FTAではなく，人材の交流や経済協力なども含

ふく
んだ EPAを各国と

結んでいる。EPAが結ばれて関税が撤
てっ
廃
ぱい
されると，輸出が多い産

業には有利となる。その一方で，安い農産物が流入して日本の農業

が打
だ
撃
げき
を受けることへの懸

け
念
ねん
もある。また EPAの締

てい
結
けつ
に伴

ともな
い，日

本で担
にな
い手が不足している介

かい
護
ご
などの領域で締結国の有資格者が働

くことも認められたが，十分な受け入れ態勢が整っていないなどの

理由で，日本国内で働いている外国人労働者はまだ少ない。

日本の
FTAとEPA

扌p.163

扌p.162

扌p.163

扌p.92

扌p.176, 211

 確認
　日本の貿易品に変化が生じた
理由を，「加工貿易」と「貿易摩

ま

擦
さつ

」の語句を用いて説明しよう。

 学習課題
　図1から，日本の貿易品目の
変化が分かる。変化の背景をと
らえるとともに，日本の貿易の
課題を考えよう。
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発効年月 相手国・地域
2002年11月 シンガポール
2008年12月 ASEAN
2009年 9月 スイス
2011年 8月 インド

2018年12月 TPP11協定
（→p.163）

2019年 2月 ヨーロッパ連合
（EU）

2020年 1月 アメリカ合衆国
2021年 1月 イギリス

2022年 1月 RCEP
（→p.163）
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〔国土交通省資料〕
（2020年）

ぺルー

アメリカ合衆国

タイ
マレーシア・シンガポール

ベトナム

インドネシア

フィリピン
インド

イギリス

ミャンマー

アラブ首長国連邦

エジプト
超電導リニア計画
高速鉄道計画

リマメトロ整備事業

カイロ地下鉄整備計画

高速鉄道計画

アブダビメトロ
整備事業

高速鉄道計画
チェンナイ地下鉄建設計画

マレーシア～シンガポール間高速鉄道計画

ジャカルタ都市高速鉄道事業

通勤鉄道事業
マニラ首都圏地下鉄事業

高速鉄道整備事業
ハノイ市都市鉄道整備事業
ホーチミン市都市鉄道整備事業

高速鉄道整備事業
バンコク都市鉄道整備事業

ヤンゴン都市鉄道
整備事業

1 感
かん
染
せん
症
しょう
の蔓

まん
延
えん
を防ぐために不可

欠な使い捨てマスクなどの医
い
療
りょう
用品

の多くも，日本は中国から輸入して
いる。2020 年に新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）が短期間に
世界中に広がった（扌p.152）際に
は，日本国内でマスクの供給不足が
起こり，社会全体で混乱が生じた。

 貿易摩
ま

擦
さつ

　貿易の不
ふ

均
きん

衡
こう

をめ
ぐって関係国間で発生する紛

ふん
争
そう

の
こと。ある国や地域との間に，輸
出と輸入に極

きょく
端
たん

な偏
かたよ

りが生じた場
合や，自国からの輸出が相手国で
差別的な取り扱

あつか
いを受けて不利益

が生じた場合などに発生する。

1

用語

　貿易の自由化が進むと，各国は国内産業の市場が広がる利点がある一方で，競争力が弱い国内の
産業を保護する必要もある。国内産業を守りつつ健全な貿易を促

そく
進
しん
する方法について説明しよう。

深い
学び

　新興国を中心に，電力や水道などインフラ整備の
需
じゅ
要
よう
が拡大している。日本政府も民間企

き
業
ぎょう
と協力し

て，調査から設計，建設，運営，維
い
持
じ
管理までを含

ふく

むパッケージ型のインフラ輸出に力を入れている。
　一
いっ
般
ぱん
的
てき
に日本の強みは，高い技術力の下

もと
，高品質

で欠
けっ
陥
かん
が少なく，安全性が高い点である。一方で，

それらは高価格で完成まで時間がかかるということ
につながりやすく，ほかの国との受注競争で必ずし
も有利に働いていない。
　例えば鉄道の分野では，日本の鉄道車両は故障が
少なく，安全性が高い点が世界的に評価されている。
しかし，受注するには車両だけではなく，列車の運

行システムや線路などの鉄道施
し
設
せつ
，開業後の維持・

管理までをまとめて売り込
こ
んでいく必要がある。当

初は新幹線型の高速鉄道が有望とされ，イギリスや
台
たい
湾
わん
などで日本の車両が採用された。日本の新幹線

は，通勤電車並みの運行頻
ひん
度
ど
で高速列車を安全かつ

正確に運行する高い技術力を誇
ほこ
るが，多くの国では

そこまでの技術は必要とされず，低価格で受注する
外国企業と競合し，苦戦を強

し
いられている。

　そうしたなかでも，東南アジアの都市鉄道などで，
車両をはじめ沿線開発まで含めた日本の鉄道運行の
知識や技能が評価されている。一部では輸出に結び
つき，現地の交通渋

じゅう
滞
たい
の緩
かん
和
わ
に貢
こう
献
けん
している。

4　 日本の輸出入額と貿易収支
の推移　　　　　  日本の貿易
収支は，どのように推移してい
るのだろうか。

3   
読み解き

8　 日本の貿易相手国・地域の変化2   8　 日本の貿易品目の変化1   

8　 日本が結んだ主な経済連
れん

携
けい

協定（EPA）
6   

8　 営業を開始したジャカルタ都市
高速鉄道（インドネシア，2019 年）

5   

4　 世界各地で進む
鉄道プロジェクト

4   

貿
易
と
経
済
圏
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日本が結んだ経済連携の現状と課題
を記述。あわせて、外国人労働者の
受け入れ問題の展望を考察できる。

具体的な事例

鉄道の分野を例としたコラム。調査
から設計、建設、運営、維持管理ま
でを含むパッケージ型のインフラ輸
出の現状と課題、日本の貢献のよう
すを理解できる。

日本の事例を豊富に掲載　現状と課題、 将来の展望について積極的に言及
▶  単元｢現代世界におけるこれからの国土像｣の探究にも連動。
▶  日本と世界各地の地理的事象を比較・対照させることで、 
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将来の在り方を構想する 「日本の国土像」 特
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探究 TRY 5 感
かん
染
せん
症
しょう
の拡大と交通・通信などへの影

えい
響
きょう

　現代世界では，航空交通の発達によって時間距
きょ
離
り

（→ p.146）が短縮し，国境を越
こ
えた移動がしやすく

なった。仕事や観光などを目的とした人の移動が活
発化し，世界各国のさまざまな製品が輸出輸入され
るなど，人や物のグローバル化が急速に進んでいる。
　しかし，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
によって，その状

じょう
況
きょう
は一変した。この感染症は，

2020 年 1月から 2月ごろに中国で感染が拡大し，
後に世界各地で大流行した。人の移動や物資の流れ

は滞
とどこお
り，社会のさまざまな面で混乱が生じた。

　他方で，この感染症は生活様式（ライフスタイル）
や価値観の変化をもたらした。感染の拡大を防ぐた
め，各国では都市封

ふう
鎖
さ
（ロックダウン）や外出規制な

どが行われた。その結果，テレワークやオンライン
会議，オンライン授業など，情報通信（ICT）技術を
活用した新しい生活様式の導入が進んだ。
　ここでは，新型コロナウイルス感染症の拡大と交
通・通信などへの影響について探究しよう。

１．図■2のように，世界では2020年から2021年にかけて新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
が急速に拡大した。早

い時期（2020年 2月1日）に感染者が確認された国・地域は，どの辺りだろうか。図■1から読み取ろう。
２．図■1から，感染者が確認された時期には違

ちが
いがあることが読み取れる。その背景について，p.146 図■2

などを参考に，航空路線によるつながりに着目して考察しよう。

TRY1

8　新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
の広がりと累

るい
計
けい
感染者数　短期間のうちに世界規模で感染が拡大した。1   

8　航空機の欠航を知らせる電光掲
けい
示
じ
板
ばん
（千葉県，成田国際空港，

2020 年 4月）　新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
の拡大によって，多く

の国々で出入国規制が行われたり，人々が移動を自
じ
粛
しゅく
したりしたた

め，航空機の利用者が大きく減少した。

3   8　新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
の累

るい
計
けい
感染者数の

推移　2021 年 1月，世界の累計感染者数は 1億
人に達した。2020 年 11 月に 5000 万人を超

こ
え

えてから，わずか 2か月半で倍増した。

2   

億人
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
2020年2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021年1 2月

〔ジョンズホプキンス大学資料〕

アフリカ・オセアニアなど
ラテンアメリカ
アメリカ合衆国・カナダ
ヨーロッパ
アジア

〔ジョンズホプキンス大学資料〕

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の感染者が
確認された国・地域

2020年2月1日時点
2020年3月1日
2020年4月1日
資料なし

累計感染者数

50万人
（2020年7月1日時点）

＊20万人以上の国

メキシコ

アメリカ
合衆国

ブラジル

ロシア

インド

ペルー

イギリス

チリ

スペイン

イタリア

トルコ
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29

28
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24
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28
65

60
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交
通
・
通
信

５．新型コロナウイルス感
かん

染
せん

症
しょう

の拡大によって，社会のさまざまな活動で代
だい

替
たい

手段が登場しているが，情報
通信技術で代替しにくい分野もある。この分野の共通性について，図■7も参考にグループで討論しよう。

６．今後，感
かん

染
せん

症
しょう

の拡大が起こったときに，交通・通信や商業などの分野が持続的な発展を続けていくため
に求められることは何か，あなたの考えをまとめよう。

３．日本では，2020 年 4 月に緊
きん

急
きゅう

事態宣言が出され，外出の自
じ

粛
しゅく

が求められた。図■4で，人の滞
たい

在
ざい

が減少
した地域は，どの辺りだろうか。地図帳で大阪市の地図を見て，その地域で減少した理由を考察しよう。

４．図■5・■6は，テレワークや在宅学習が増えるなど，人々の生活様式が大きく変化したことを示している。
在宅勤務の利点について，次の語を用いて説明しよう。【 地理的距

きょ
離
り
通信技術 通勤時間 】

TRY2

4 地域経済分
ぶん
析
せき
システム（R

リ ー サ ス
ESAS）を

使って人の滞
たい
在
ざい
状
じょう
況
きょう
を表示した例（大阪市

付近，休日 14 時の比
ひ

較
かく

） 赤色が濃
こ

いほ
ど，人が多いことを示している。RESASは，
地域の活性化などを目的として，国や民
間企

き
業
ぎょう

から提供された統計データを扱
あつか

っ
ており，必要なものを選んで地図やグラ
フで表すことができる（→巻頭１）。

4

8 新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
の主な影

えい
響
きょう
とその対応例7

影響のあった分野 主な影響 対応例

働き方全般 対面での営業活動や
会議などの自粛

テレワークやオンライン会議の
推進，書類押印の原則廃止など

医療・福祉 医療機関のひっ迫，介護
施設などでの面会の自粛

宿泊療養施設の確保やオンライ
ン診療の開始など

教育 学校の臨時休業 ICT環境の整備，オンライン授業
の実施など

スポーツ，
芸能など イベントの中止や延期 オンラインコンサートやライブ

映像の配信サービスの実施

宿泊，観光，
飲食業

外出自粛に伴う需要の
大幅減少

政府による需要喚起策「Go To
キャンペーン」などの実施

農産物・水産物 外食需要などの減少に
よる食品ロスの増加

オンライン販売など，販路の複
線化

サプライチェーン
（→p.125）

工場生産の一時停止およ
び減産による供給不足 部品，材料の調達先の分散化

8 テレワーク実
じっ
施
し
率
りつ
の推移5

％
30
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0

〔パーソル総合研究所資料〕（2020年）

39

315
〜
410

412
〜
529

62
〜

11 18

11 23
〜
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中部
近畿近畿

中国・四国九州

北海道・
東北

8 消費動向の変化 自宅で過ごす時間が増
えたことが，消費動向にも現れている。
6

％％
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消費支出の対前年同月実質増減率

（2020年4月）〔総務省資料〕

2019 年 4月

2020年 4月

梅田

大阪城

難波

ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

なん ば

〔2021年2月閲覧〕

〔2021年2月閲覧〕

討論・
論述

＊この地図で使用している「混雑統計®」データは，NTT ド
コモが提供する「ドコモ地図ナビ」等，一部のアプリ利用
者より許諾

だく
を得た上で送信される携

けい
帯電話の位置情報を，

NTT ドコモが総体的かつ統計的に加工を行ったデータ。
位置情報は最短 5 分毎

ごと
に測位される GPS データ（緯

い
度経

度情報）であり，個人を特定する情報は含
ふく

まれない。
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感染症が急速拡大した背景には、
航空交通網の影響があることな
どに着目させ、考察する。

外出の自粛によって、人々 の行動がどの
ように変化したか、地図や グラフをもと
に考察し、説明する。

⬆ 教科書 p.152-153
TRY 2TRY 1

資料読解を通じて思考力・判断力・表現 力を養う「探究TRY」

特色
４ 探究する力が身につく 「探究TRY」「読み解き」
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交
通
・
通
信

５．新型コロナウイルス感
かん

染
せん

症
しょう

の拡大によって，社会のさまざまな活動で代
だい

替
たい

手段が登場しているが，情報
通信技術で代替しにくい分野もある。この分野の共通性について，図■7も参考にグループで討論しよう。

６．今後，感
かん

染
せん

症
しょう

の拡大が起こったときに，交通・通信や商業などの分野が持続的な発展を続けていくため
に求められることは何か，あなたの考えをまとめよう。

３．日本では，2020 年 4 月に緊
きん

急
きゅう

事態宣言が出され，外出の自
じ

粛
しゅく

が求められた。図■4で，人の滞
たい

在
ざい

が減少
した地域は，どの辺りだろうか。地図帳で大阪市の地図を見て，その地域で減少した理由を考察しよう。

４．図■5・■6は，テレワークや在宅学習が増えるなど，人々の生活様式が大きく変化したことを示している。
在宅勤務の利点について，次の語を用いて説明しよう。【 地理的距

きょ
離
り
通信技術 通勤時間 】

TRY2

4 地域経済分
ぶん
析
せき
システム（R

リ ー サ ス
ESAS）を

使って人の滞
たい
在
ざい
状
じょう
況
きょう
を表示した例（大阪市

付近，休日 14 時の比
ひ

較
かく

） 赤色が濃
こ

いほ
ど，人が多いことを示している。RESASは，
地域の活性化などを目的として，国や民
間企

き
業
ぎょう

から提供された統計データを扱
あつか

っ
ており，必要なものを選んで地図やグラ
フで表すことができる（→巻頭１）。

4

8 新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
の主な影

えい
響
きょう
とその対応例7

影響のあった分野 主な影響 対応例

働き方全般 対面での営業活動や
会議などの自粛

テレワークやオンライン会議の
推進，書類押印の原則廃止など

医療・福祉 医療機関のひっ迫，介護
施設などでの面会の自粛

宿泊療養施設の確保やオンライ
ン診療の開始など

教育 学校の臨時休業 ICT環境の整備，オンライン授業
の実施など

スポーツ，
芸能など イベントの中止や延期 オンラインコンサートやライブ

映像の配信サービスの実施

宿泊，観光，
飲食業

外出自粛に伴う需要の
大幅減少

政府による需要喚起策「Go To
キャンペーン」などの実施

農産物・水産物 外食需要などの減少に
よる食品ロスの増加

オンライン販売など，販路の複
線化

サプライチェーン
（→p.125）

工場生産の一時停止およ
び減産による供給不足 部品，材料の調達先の分散化

8 テレワーク実
じっ
施
し
率
りつ
の推移5

％
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0

〔パーソル総合研究所資料〕（2020年）
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〜

関東関東
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近畿近畿

中国・四国九州

北海道・
東北

8 消費動向の変化 自宅で過ごす時間が増
えたことが，消費動向にも現れている。
6

％％
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梅田
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ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

なん ば

〔2021年2月閲覧〕

〔2021年2月閲覧〕

討論・
論述

＊この地図で使用している「混雑統計®」データは，NTT ド
コモが提供する「ドコモ地図ナビ」等，一部のアプリ利用
者より許諾

だく
を得た上で送信される携

けい
帯電話の位置情報を，

NTT ドコモが総体的かつ統計的に加工を行ったデータ。
位置情報は最短 5 分毎

ごと
に測位される GPS データ（緯

い
度経

度情報）であり，個人を特定する情報は含
ふく

まれない。
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交通・通信や商業などの
持続的な発展について、
討論・論述する。

外出の自粛によって、人々 の行動がどの
ように変化したか、地図や グラフをもと
に考察し、説明する。

!
「探究TRY」一覧（全10か所）

ページ テーマ（タイトル）

26-27 気候変動の影響を受ける
サンゴの生態

60-61 気象や気候と深く関わる火災

102-103 農業と食料需給の地域性

138-139 地場産業における
持続可能な発展の模索

152-153 感染症の拡大と交通・通信
などへの影響

158-159 環境保全と観光振興の両立

196-197 都市景観の保全と
さまざまな再開発

218-219 排他的経済水域の活用

288-289 EU と ASEAN の
共通点・相違点

306-307 国際社会に影響を与える
アメリカ合衆国

討論・論述

資料読解を通じて思考力・判断力・表現 力を養う「探究TRY」
▶  複数の資料を読解しなが

ら、自身の考えを説明し
たり、議論したりする
ページ。3 段階の設問を
通して、主体的で探究的
な学習活動に取り組む。

▶  テーマ設定や設問など
は、   学校法人河合塾 の
編集協力により制作。

探究する力が身につく 「探究TRY」「読み解き」 特
色
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探究 TRY 3 農業と食料需
じゅ
給
きゅう
の地域性

　農業は，もともとそれぞれの地域で自給的農業と
して成立した。産業革命以降にヨーロッパで発展し
た商業的農業や，ヨーロッパの旧植民地で始まった
企
き

業
ぎょう

的
てき

農業なども，現在では世界各地に広がりをみ
せている。地形や気候などの自然条件のほか，この
ような植民地の歴史や，先進国と発展途

と
上
じょう

国
こく

の違
ちが

い
などの社会条件が複雑に関連し合い，地域によって
農業の形態や生産性に違いが生じている。
　そして，このような農業の地域性は，食文化や農
産物の自給率にも表れている。ヨーロッパを例にみ

ると，混合農業や地中海式農業が行われる地域では，
小麦が栽

さい
培
ばい

され，主食もパンやパスタ，ピザなど，
小麦が主食となっている。特にフランスでは大規模
な小麦生産が行われているため（写真1），穀物の自
給率が高い。一方，冷

れい
涼
りょう

な気候である北海沿岸の地
域は，酪

らく
農
のう

が盛
さか

んである。そのため，オランダでは
穀物の自給率は低いが，乳製品の自給率が高い。
　ここでは，国・地域ごとの農業や食料需給の特

とく
徴
ちょう

を読み解き，地域性を踏
ふ

まえた食料需給の在り方を
探究しよう。

１．ヨーロッパの農業とアフリカの農業には，どのような違
ちが

いがあるのだろうか。図■2から読み取れること
をもとに，次の語句を用いて説明しよう。【 生産性 】

２．図■3をみると，就農率が高く農業を基幹産業としているのに，穀物貿易における輸入の割合が高い国が
ある。その一方で，就農率が低い国のなかには，穀物輸出の割合が高い国がある。なぜ，このような状

じょう
況
きょう

になっているのか，その理由を次の語句を用いて説明しよう。【 商品作物　生産性 】

TRY1

8　世界の就農率と主な国の穀物貿易額　　　　　  就農率が高い国・地域は，どの辺りに多いのだろうか。3 読み解き

8　主な国の労働生産性と土地生産性28　小麦の収
しゅう
穫
かく
（フランス北西部，2019 年 7 月）1   
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食
料
問
題

５．図■6のⒶをみると，日本の食料自給率にはどのような特
とく

徴
ちょう

があるといえるだろうか。また，食料を輸入
に依

い
存
そん

することによって，どのような課題が生じると考えられるだろうか。グループで討論しよう。
６．５で討論したことを踏

ふ
まえ，食料を安定的に確保するためにはどのような取り組みが大切か，あなたの

考えをまとめよう。

３．図■4・■5を比
ひ

較
かく

し，１人あたりの生産量と供給量が同程度である国が多いのは，米と小麦のどちらだろ
うか。また，そのような傾

けい
向
こう

を示す理由を，次の語句を用いて説明しよう。【 自給的 】
４．図■6のⒷ～Ⓓは，オランダ，スペイン，フランスのいずれかの国である。Ⓑ～Ⓓにあてはまるのはどの

国か，写真■1・■7・■8も参考にして考えよう。また，そのように判断した理由も説明しよう。

TRY2

8　 さまざまな種類のチーズが並ぶ専門店
（オランダ，アルクマール，2018 年）

7   

8　 主な国の１人あたりの小麦の生産量と供給量4   8　 主な国の１人あたりの米の生産量と供給量5   

8　 色とりどりの青果物が並ぶ市
いち

場
ば
（スペイ

ン，バルセロナ，2016 年）
8

8　 主な国の食料自給率　複数の指標について，中心から放射状に軸
じく

を
とり，各指標の数値を頂点として線で結んだ多角形のグラフはレーダー
チャートとよばれ，できあがったグラフの形や大きさで比

ひ
較
かく

する。

6   
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牛乳・
乳製品
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＊魚介類には飼肥料用を含む （2017年）〔農林水産省資料〕（2017年）〔農林水産省資料〕
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国・地域によって、農業や
食料需給にはどのような特
徴があるかを考察する。

特色
４ 探究する力が身につく 「探究TRY」「読み解き」

24

探究 TRY 3 農業と食料需
じゅ
給
きゅう
の地域性

　農業は，もともとそれぞれの地域で自給的農業と
して成立した。産業革命以降にヨーロッパで発展し
た商業的農業や，ヨーロッパの旧植民地で始まった
企
き

業
ぎょう

的
てき

農業なども，現在では世界各地に広がりをみ
せている。地形や気候などの自然条件のほか，この
ような植民地の歴史や，先進国と発展途

と
上
じょう

国
こく

の違
ちが

い
などの社会条件が複雑に関連し合い，地域によって
農業の形態や生産性に違いが生じている。
　そして，このような農業の地域性は，食文化や農
産物の自給率にも表れている。ヨーロッパを例にみ

ると，混合農業や地中海式農業が行われる地域では，
小麦が栽

さい
培
ばい

され，主食もパンやパスタ，ピザなど，
小麦が主食となっている。特にフランスでは大規模
な小麦生産が行われているため（写真1），穀物の自
給率が高い。一方，冷

れい
涼
りょう

な気候である北海沿岸の地
域は，酪

らく
農
のう

が盛
さか

んである。そのため，オランダでは
穀物の自給率は低いが，乳製品の自給率が高い。
　ここでは，国・地域ごとの農業や食料需給の特

とく
徴
ちょう

を読み解き，地域性を踏
ふ

まえた食料需給の在り方を
探究しよう。

１．ヨーロッパの農業とアフリカの農業には，どのような違
ちが

いがあるのだろうか。図■2から読み取れること
をもとに，次の語句を用いて説明しよう。【 生産性 】

２．図■3をみると，就農率が高く農業を基幹産業としているのに，穀物貿易における輸入の割合が高い国が
ある。その一方で，就農率が低い国のなかには，穀物輸出の割合が高い国がある。なぜ，このような状

じょう
況
きょう

になっているのか，その理由を次の語句を用いて説明しよう。【 商品作物　生産性 】

TRY1

8　世界の就農率と主な国の穀物貿易額　　　　　  就農率が高い国・地域は，どの辺りに多いのだろうか。3 読み解き

8　主な国の労働生産性と土地生産性28　小麦の収
しゅう
穫
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（フランス北西部，2019 年 7 月）1   
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食
料
問
題

５．図■6のⒶをみると，日本の食料自給率にはどのような特
とく

徴
ちょう

があるといえるだろうか。また，食料を輸入
に依

い
存
そん

することによって，どのような課題が生じると考えられるだろうか。グループで討論しよう。
６．５で討論したことを踏

ふ
まえ，食料を安定的に確保するためにはどのような取り組みが大切か，あなたの

考えをまとめよう。

３．図■4・■5を比
ひ

較
かく

し，１人あたりの生産量と供給量が同程度である国が多いのは，米と小麦のどちらだろ
うか。また，そのような傾

けい
向
こう

を示す理由を，次の語句を用いて説明しよう。【 自給的 】
４．図■6のⒷ～Ⓓは，オランダ，スペイン，フランスのいずれかの国である。Ⓑ～Ⓓにあてはまるのはどの

国か，写真■1・■7・■8も参考にして考えよう。また，そのように判断した理由も説明しよう。

TRY2

8　 さまざまな種類のチーズが並ぶ専門店
（オランダ，アルクマール，2018 年）

7   

8　 主な国の１人あたりの小麦の生産量と供給量4   8　 主な国の１人あたりの米の生産量と供給量5   

8　 色とりどりの青果物が並ぶ市
いち

場
ば
（スペイ

ン，バルセロナ，2016 年）
8

8　 主な国の食料自給率　複数の指標について，中心から放射状に軸
じく

を
とり，各指標の数値を頂点として線で結んだ多角形のグラフはレーダー
チャートとよばれ，できあがったグラフの形や大きさで比

ひ
較
かく

する。

6   
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持続可能な日本の食料需給に向けて探究する。
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Key Words
三大都市圏　中枢管理機能　一極集中　地価高騰　スプロール現象　ドーナツ化現象　Uターン　I ターン
地域格差　東海道メガロポリス　
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　　　　　　　日本では，東京・名
な
古
ご
屋
や
・京

けい
阪
はん
神
しん
の三大都

と
市
し

圏
けん
に人

口が集中している（図1）。これらの大都市圏にはさま
ざまな都市機能が集中し，雇

こ
用
よう
の機会も多い。なかでも首都東京は，

金
きん
融
ゆう
機能のみならず，大手企

き
業
ぎょう
の本社機能といった中

ちゅう
枢
すう

管理機能や
外国企業などの集積の程度が特に高く，一極集中が進んできた（図
2・3）。東京の 1か所にさまざまな機能が集中することは，世界
都市東京として，ニューヨークやロンドンと肩を並べる存在感を

示す一方で，人口過密による通勤時間帯の混雑や廃
はい
棄
き
物
ぶつ
の増加，土

地・住宅の不足による地価高
こう

騰
とう
などの問題を引き起こし，生活環

かん
境
きょう

の悪化も招く。住宅不足の状態が続くと，市街地が周辺部へと急速

に拡大し，郊
こう
外
がい
では無

む
秩
ちつ
序
じょ
な開発が行われるようになる。その結果，

農地や緑地のなかに住宅・工場などが虫食い状に広がるスプロール
現象も進行した（写真4）。一方，高層のオフィス街や官庁街が分布
する都心部では，居住する人の数が郊外に比べて急激に少なくなり，

空
くう
洞
どう
化
か
が進行するドーナツ化現象もみられるようになった。

　こうしたなか，東京への一極集中を是
ぜ
正
せい
する目的から，首都機能

の一部を地方に分散させるために，1970 年代に筑
つく
波
ば
研究学園都市

の建設が行われ，東京から現在の茨城県つくば市へ，大学や研究機

関の計画的な移転が行われた（写真7）。近年では，情報通信技術
（ICT）の発達により，地方に居ながらにして最新情報を入手できる

3 日本の都市・居住問題
東京への
一極集中

扌p.224, 323

1

sprawl

1

扌p.123

 学習課題
　日本では，図2・3のように
東京への一極集中が進むこと
で，どのような都市問題が生じ
ているのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画

 スプロール現象　都市が拡大
していく過程で，住宅や工場など
が，以前からあった農地のなかに
無
む

秩
ちつ

序
じょ

に広がっていく現象のこ
と。地価が安い都市周辺部で急速
に都市化が進んだ場合に起こり，
農地のなかに住宅や工場が虫食い
状に混在する。

1

用語

1 東京から京
けい
阪
はん
神
しん
まで，都市域が帯

状に連なっている地域は，東海道メ
ガロポリスともよばれる（→p.186）。

8　 三大都
と

市
し

圏
けん

の面積と人口が日本全体に占
し

める割合1   

8　 ドイツと日本の中
ちゅう

枢
すう

管理機能の分布　　　　　  中央省庁や企
き

業
ぎょう

の本社などの分布に着目し，ドイツと日本を比
ひ

較
かく

しよう。
3   読み解き8　 さまざまな指標でみた東京への一極集中

　　　　  面積とほかの指標の割合を比べよう。
2   

読み解き

8　 スプロール現象がみられる
地域（埼玉県，　いたま市）

4
ささ

1.8 

総面積
37.8万km2

総人口
1億2709万人

〔平成27年 国勢調査報告〕（2015年）
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Key Words 人民公社　生産責任制　郷鎮企業　養殖業

　　　　　　　　巨
きょ
大
だい
な人口を抱

かか
える中国は食料を輸入に頼

たよ
らず国

内で自給する政策をとり，特にとうもろこしなど

の穀物の生産に力を入れている。1980 年代には小麦を大量に輸入

していたが，1990 年代後半以降はほぼ自給できるようになった。

一方，かつては自給していた大豆を 1990 年代後半からはアメリカ

合衆国やブラジルなどから大量に輸入している。中国の穀物生産は，

ホワイ川（淮河）とチンリン（秦嶺）山脈を結ぶ線より南では米，それ

より北では小麦が多い（図1）。東北部ではとうもろこしが主に栽
さい

培
ばい
されているが，大

だい
河
か
川
せん
の流域では稲

いな
作
さく
も盛

さか
んである。各地の食生

活は農業と対応しており，華
か
中
ちゅう
や華

か
南
なん
での主食は米飯が多く，米粉

でつくったビーフンもよく食されている（図2）。一方，華
か
北
ほく
では小麦

粉を使ったマントウ（饅頭）やめん類，ぎょうざがよく食されてい

る。また華北や東北部にはとうもろこし粉を使った蒸
む
しパンもある。

　　　　　　　　中国では 1950 年代に農業を集団で営む人民公社
の制度が導入された。しかし，農業生産が停

てい
滞
たい
した

ため，1980 年代前半に人民公社が解体され，個々の農家に土地を

分けて経営を任せる代わりに，国家に一定量の穀物を販
はん
売
ばい
する義務

を課す生産責任制が導入された。これによって農業生産は大きく伸
の

び，食生活の向上に対応して各地域がそれぞれの特
とく
徴
ちょう
を生かした作

物を栽培し，中国全土や国外に出
しゅっ
荷
か
するようになった。例えばシャ

ントン（山東）省では，交通の要所にある利点を生かして大規模な野

菜生産が行われ，日本にも出荷されている（図6）。内モンゴル（内

2 中国の食生活と農業・水産業
穀物自給の
重視

扌p.91, 313

農業の変化
と課題

1

1

 学習課題
多くの人口を抱

かか

える中国の農
業や水産業は，どのように変化
してきたのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 扌p.000 （2020 年） abcdefgh

WebGIS QR動画
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人民公社　かつて中国の農村
にみられた，経済のほか，行政や
教育の機能も併

あわ
せもった組織のこ

と。集団で農業を営むとともに，
工場の運営を行っていた。

1

用語

1 農村部の郷
ごう
（村）や鎮

ちん
（町）で農民

たちが集団で設立した工場や商店，
および農民が個人で起こした工場や
商店などは，郷

ごう
鎮
ちん

企
き

業
ぎょう
とよばれた。

8 中国の米・小麦・とうもろ
こしの生産量の推移
3

8 中国の農業 　　　　  米はどのような地域で生産さ
れているのだろうか。
1 読み解き 8 中国の主な料理 　　　　  各地の主な料理の材料や特

とく
徴
ちょう

を，図1と関連させて考えよう。
2 読み解き

　p.232~233 に出てくる省
や自治区の場所を調べよう。

地図帳の活用

232
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⬆ 教科書 p.192（部分）

⬆ 教科書 p.232（部分）

円グラフと分布図の
読み解き（比較）

円グラフ：国内における一極集中の程度を読み取れる。
分布図　： ドイツと比較することで、日本は一極集中が過度

に進んでいることを確認できる。

各種資料から考察を促す「読み解き」

特色
４ 探究する力が身につく 「探究TRY」「読み解き」
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Key Words 健康寿命　高齢化　倍加年数　高齢化社会　高齢社会　超高齢社会　福祉国家

 学習課題
　図1は，世界の老年人口の割
合を示している。高

こう

齢
れい

化
か

の進展
は，どのような人口問題を引き
起こしているのだろうか。

5

10

15

　　　　　　　　人々の平均寿
じゅ
命
みょう
には地域差があり，先進国で長く，

発展途
と
上
じょう
国
こく
で短い（図2）。その背景には，人々の栄

養状態や，住宅・上下水道などの衛生環
かん
境
きょう
，医

い
療
りょう
といった生活条件

の違
ちが
いがある。しかし，長

ちょう
寿
じゅ
は人類が追い求めてきた理想であり，

長い目でみると，各国の平均寿命は着実に伸
の
びてきた。平均寿命の

長い国の一つである日本では，平均寿命が 80歳
さい
を超

こ
え，90歳に迫

せま

ろうとしている。平均寿命が伸びると，高
こう
齢
れい
になってからの人生の

時間が大
おお
幅
はば
に長くなるため，人生の在り方も変わってくる。例えば，

長くなった人生の時間をより充
じゅう
実
じつ
して過ごすために，健康寿命を伸

ばす取り組みにも関心が払
はら
われるようになってきている。

　　　　　　　　　　ヨーロッパや日本では，高齢化が進んでいる
（図1）。このことは，長寿の実現という点で

人々の望みにかなうものである。しかし，社会のしくみが寿命の伸

びに伴
ともな
う人生の変化に対応できなければ，高齢化は課題の多いもの

になる。例えば，年金などの制度によって高齢者の生活を保障する

（2）高齢化に関わる問題

伸びる寿命

扌p.98 扌p.206

1

高齢者を支える
若者たち

Webの活用
　健康寿

じゅ

命
みょう

を伸
の

ばす取り組み
を調べよう。

1 人が人生のなかで健康に暮らせ
る平均的な時間の長さのこと。

0
5
10
15
20
25
30
35
40

2050 年2040 年2030 年2020 年2010 年2000 年95 年1990 年85 年80 年75 年1970 年65 年60 年55 年1950 年1900 年

〔World Population Prospects 2019, ほか〕
＊（　）は老年人口の割合が7％から

14％に倍増するのに要した年数

％
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1900 20 40 60 80 2000 20 40 50年

日本

アメリカ合衆国 デンマーク

韓国

インド中国

推計

デンマーク（53年）

日本（24年） 韓国（18年）
アメリカ合衆国（72年）

エクセルの作図をトレースする

70
65

60

55
50

75

80
85
90

チリチリ

シエラレオネシエラレオネ

中央アフリカ中央アフリカ

インドインド インドネシアインドネシア サウジアラビアサウジアラビア

中国中国
日本日本

エジプトエジプト

カメルーンカメルーン

ギニアギニア
タンザニアタンザニア

スウェーデンスウェーデンフランスフランス

ロシアロシア

ブラジルブラジル

オーストラリアオーストラリア

アメリカ合衆国アメリカ合衆国

パプアニューギニアパプアニューギニア

ジャマイカジャマイカ

歳

平
均
寿
命

1人あたりのGDP
100 1000 10000 100000ドル
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世界平均72.6歳世界平均72.6歳

世界平均11375ドル

デンマーク
20.0％

（最高）
日本
28.0％

中国 11.5%
韓国 15.1％

（最低）
アラブ首長国連邦
1.2％

〔World Bank資料〕

老年人口の割合

21％以上
14～21
7～14

4％未満
4～7

資料なし
＊世界平均は9.1％

（国・地域別）
（2019年）

8　 平均寿
じゅ

命
みょう

と 1 人あたりの GDP　　　　　  平均寿命と
1 人あたりの GDP は，どのような関係があるのだろうか。

2 読み解き 8　 老年人口の割合の推移　日本は，ほかの国と比べて短
い期間で老年人口割合が 14％を超

こ
える高

こう
齢
れい

社会を迎
むか

えた。
3   

4　 世界の老年人口の
割合　　　　　  老年人
口の割合が高い国・低い
国はどのような地域に多
いのだろうか。

1   
読み解き
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散布図の読み解き

平均寿命と1人あたりのGDP
には、相関関係があることを読
み取れる。

階級区分図の読み解き

老年人口の割合には地域性が
あることを読み取れる。

分布図の読み解き
（比較）

中国国内の農業生産と食文化には深い
関係があることを読み取れる。

▶  各種資料には適宜、「読み解き」コーナーを設置。
▶ 資料を考察する視点や読み解きの能力が身につく。

探究する力が身につく 「探究TRY」「読み解き」 特
色
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（1海里＝緯度1度分の長さ＝1852m）
かい り

200海里（約370km）
24海里

12海里

公海接続
水域

領海領土

排他的経済水域

領空
基線

宇宙空間

大気圏

（2020年）
〔外務省資料，ほか〕

独立した時期 独立国数
1944年以前
1945～1959年
1960～1979年
1980年以降

その他の
地域
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69
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Key Words
国家　主権　領域　国民　領土　領海　領空　基線　接続水域　排他的経済水域　独立国　植民地　宗主国
アフリカの年　中央集権国家　連邦国家　民族国家　多民族国家　社会主義　資本主義　冷戦　国際連合（国連）

　　　　　　　　現代世界は，国家を単位として構成される。国家
が成立するためには，主権・領域・国民の三者が必

要であり，これを国家の三要素という。ここで主権とは，他国の干
かん

渉
しょう
を受けることなく，国家を統治するための最高の権力である。領

域とは，主権が及
およ
ぶ範

はん
囲
い
であり，領土・領海・領空から構成される

（図1）。領域のなかで，国家主権の及ぶ陸地と海域が，それぞれ領
土・領海である。領海は，一

いっ
般
ぱん
には海岸の基線から12海里までの範

囲であるが，国によって主張が異なるため，紛
ふん
争
そう
が起こることもある。

領海の外側には接続水域と，接続水域を含
ふく
む排

はい
他
た
的
てき
経済水域（EEZ）

があり，それぞれ緩
ゆる
やかな主権が及んだり，沿岸国による排他的な

海洋資源の利用・管理などが認められたりしている。領土・領海の上

空を領空といい，主権が及ぶ空域であるが宇宙空間は含まれない。

　　　　　　　　日本のように，他国から干渉されずに政治を行う

ことができる国が独立国である。主権をもたない非
独立地域は植民地であり，それを領有・支配する本国を宗

そう
主
しゅ
国
こく
とよ

ぶ。第二次世界大戦ごろまで，アジアやアフリカ，オセアニアには

多くの植民地があったが，戦後，独立や返
へん
還
かん
が相次いだ（図2）。特

に 1960 年は，アフリカの 17か国が独立を果たしたため，アフリ
カの年とよばれる。

1 現代世界と国家

国家と領域

1

2 Exclusive Economic Zone 3

→p.218

国家と主権

4

 学習課題
図1は領域の模式図である。

国家の成立に必要な要素や，そ
の形態にはどのようなものがあ
るのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 →p.000 （2020年） abcdefgh

WebGIS QR動画

8 領土・領海・領空の模式図　　　  領海の外側
には接続水域を含

ふく
む排

はい
他
た
的
てき
経済水域がある。

1 QR動画 8 第二次世界大戦後の独立国数の推移 　　　　  独立国数は，
どのように推移しているのだろうか。
2 読み解き

国家の領域と領土問題3節
国家の領域は，山脈や河

か
川
せん
，経線や緯

い
線
せん
などさまざまな境界線で区分されている。領域が定められたり，そ

の領域が変
へん
更
こう
されたり，国家が新たに誕生したりすることで，どのような問題が起こっているのだろうか。

節の
主題

基線 海岸の低潮線，もしく
は湾
わん
口
こう
や湾内などに引かれる直線

であり，領海や排
はい
他
た
的
てき
経済水域の

範
はん
囲
い
を定める基準線のこと。
接続水域 領海の外側に接続

し，沿岸国が出入国管理，通関，
衛生などにおける，一定の権限を
行使できる海域のこと。
排
はい
他
た
的
てき
経済水域 沿岸国に水

産資源や海底の鉱産資源などにつ
いての独

どく
占
せん
的
てき
な利用・管理が認め

られている海域のこと。船
せん
舶
ぱく
の航

行，海底ケーブルの敷
ふ
設
せつ
，航空機

の航行は，公海上と変わらず自由
である。国連海洋法条約により，
200 海里までの設定が認められ
ている。
植民地 政治的・経済的に宗

そう

主
しゅ
国
こく
の支配下に置かれ，自由に主

権を行使することができない国や
地域のこと。第二次世界大戦前の
アジアやアフリカは，ほとんどが
ヨーロッパ諸国の植民地として支
配され，宗主国への原料および資
源供給地とされていた。

1

2

3

4

用語
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学 の習 流 れ

資料の読み解きを
促す課題

重要語句を確認
できる Key Words

節の学習事項に
対応した問い

資料や本文を考察
していくための課題

学習事項を確認し、
地理的な見方・
考え方を働かせて
考察する問い

⬆ 教科書 p.212-213

3段階の学習の流れによって、理解がさら に深まる紙面構成

学習を見通す1

考察を深める2

学習を振り返る3

特色
５ 学習を円滑に進められる 紙面構成と特設ページ
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〔国際連合資料〕

安全保障
理事会 総会信託統治

理事会
経済社会
理事会

国際司法
裁判所

国連貿易開発会議（UNCTAD）
国連開発計画（UNDP）
国連環境計画（UNEP）
国連児童基金（UNICEF）
国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）
国連世界食糧計画（WFP）
国連大学（UNU）　など

専門機関
国際労働機関（ILO）
国連食糧農業機関（FAO）
国連教育科学文化機関（UNESCO）
世界保健機関（WHO）
国際復興開発銀行（IBRD）
国際開発協会（IDA）
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（現在活動停止）

事務局
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〔国連広報センター資料〕
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　　　　　　　　国家の形態・構成・規模は多様である。日本など

多くの国は，地方自治体に比べて中央政府の権限が

強い中央集権国家である。また，アメリカ合衆国やロシアのように，
司法権と立法権などの権限をもつ州や共和国などが連合して成り

立っている国を連
れん
邦
ぽう
国家という。一方，国民に注目すると，民族と

しての意識が強まるにつれて，同じ民族が集まり国家を形成する場

合があり，このような国家は民族国家とよばれる。しかし，現実に
は一つの民族から成り立つ単一民族国家はほとんど存在せず，複数

の民族から構成される多民族国家となっている。
　　　　　　　　多様な国家が地球上で共存していくために，国家

どうしは条約や同盟を結び，政治的・経済的な関係

を強めている。こうした関係がうまくいかなくなると国際紛争が起

こり，やがて戦争となることもある。第二次世界大戦後，世界はソ

連や中国を中心とする東側の社会主義国と，アメリカ合衆国や西
ヨーロッパなど西側の資本主義国とに分

ぶん
裂
れつ
し，どのような国家や社

会を理想とするかによって対立する冷戦の時代に入った。この対立
は，朝

ちょう
鮮
せん
戦争やベトナム戦争をはじめ，アメリカ合衆国とソ連とい

う軍事大国の傘
さん
下
か
にあった地域に戦争や紛争をもたらした。1980

年代末に冷戦は終結し，多くの社会主義国が方向を転
てん
換
かん
した。

　1945 年に発
ほっ
足
そく
した国際連合（国連）は，世界の平和と安全を維

い
持
じ

し，国際協力を進めるための世界規模の組織として重要な役割を果

たしている（図3・4）。そこでは，面積・人口・経済力・国家形態に
関係なく，国を単位とした一国一票の多数決が尊重されている。近

年では，環
かん
境
きょう
問題のような地球的な課題の解決においても，国連が

中心的な役割を果たすことが一層期待されている。

国家の
形態と民族

5

6

扌p.202

扌p.206

国際連合の
役割

7

8

（1950〜53年） （1965〜75年）

扌p.68

 確認
　国家の形態を，中央政府の権
限の強さ，構成する民族に着目
して分類し，説明しよう。

8　国連加盟国数の変化3 8　国連の組織図4

	 中央集権国家　中央政府がす
べての国民と国土を直接統治する
国家のこと。日本やフランスなど
が，その例である。
	 連

れん
邦
ぽう
国家　複数の州や共和国

などが，連邦政府の下
もと
に連合して

形成された国家のこと。連邦国家
においては，州や共和国に自治権
が与
あた
えられ，それぞれの代表が中

央政府の議会に集まって政策や法
制度などを決める。スイスやブラ
ジルなどが，その典型である。
	 社会主義　資本主義を批判
し，生産手段の共有と共同管理，
計画的な生産と平等な分配を目指
す思想・運動のこと。またそれを
具現化しようとする政治体制の国
家を社会主義国家という。
	 資本主義　生産手段や資金を
もつ資本家が労働者を雇

やと
い，生産

した製品を販
はん
売
ばい
して利

り
潤
じゅん
を手に入

れる経済活動・思想のこと。また
それを主

しゅ
軸
じく
においた政治体制の国

家を資本主義国家という。

5

6

7

8

用語

Webの活用
　図■4から国連の専門機関を
一つ選び，その活動について
調べよう。

国
家
の
領
域
と
領
土
問
題
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　　　　　　　　現代世界は，国家を単位として構成される。国家
が成立するためには，主権・領域・国民の三者が必

要であり，これを国家の三要素という。ここで主権とは，他国の干
かん

渉
しょう
を受けることなく，国家を統治するための最高の権力である。領

域とは，主権が及
およ
ぶ範

はん
囲
い
であり，領土・領海・領空から構成される

（図1）。領域のなかで，国家主権の及ぶ陸地と海域が，それぞれ領
土・領海である。領海は，一

いっ
般
ぱん
には海岸の基線から12海里までの範

囲であるが，国によって主張が異なるため，紛
ふん
争
そう
が起こることもある。

領海の外側には接続水域と，接続水域を含
ふく
む排

はい
他
た
的
てき
経済水域（EEZ）

があり，それぞれ緩
ゆる
やかな主権が及んだり，沿岸国による排他的な

海洋資源の利用・管理などが認められたりしている。領土・領海の上

空を領空といい，主権が及ぶ空域であるが宇宙空間は含まれない。

　　　　　　　　日本のように，他国から干渉されずに政治を行う

ことができる国が独立国である。主権をもたない非
独立地域は植民地であり，それを領有・支配する本国を宗

そう
主
しゅ
国
こく
とよ

ぶ。第二次世界大戦ごろまで，アジアやアフリカ，オセアニアには

多くの植民地があったが，戦後，独立や返
へん
還
かん
が相次いだ（図2）。特

に 1960 年は，アフリカの 17か国が独立を果たしたため，アフリ
カの年とよばれる。

1 現代世界と国家

国家と領域

1

2 Exclusive Economic Zone 3

→p.218

国家と主権

4

 学習課題
図1は領域の模式図である。

国家の成立に必要な要素や，そ
の形態にはどのようなものがあ
るのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 →p.000 （2020年） abcdefgh

WebGIS QR動画

8 領土・領海・領空の模式図　　　  領海の外側
には接続水域を含

ふく
む排

はい
他
た
的
てき
経済水域がある。

1 QR動画 8 第二次世界大戦後の独立国数の推移 　　　　  独立国数は，
どのように推移しているのだろうか。
2 読み解き

国家の領域と領土問題3節
国家の領域は，山脈や河

か
川
せん
，経線や緯

い
線
せん
などさまざまな境界線で区分されている。領域が定められたり，そ

の領域が変
へん
更
こう
されたり，国家が新たに誕生したりすることで，どのような問題が起こっているのだろうか。

節の
主題

基線 海岸の低潮線，もしく
は湾
わん
口
こう
や湾内などに引かれる直線

であり，領海や排
はい
他
た
的
てき
経済水域の

範
はん
囲
い
を定める基準線のこと。
接続水域 領海の外側に接続

し，沿岸国が出入国管理，通関，
衛生などにおける，一定の権限を
行使できる海域のこと。
排
はい
他
た
的
てき
経済水域 沿岸国に水

産資源や海底の鉱産資源などにつ
いての独

どく
占
せん
的
てき
な利用・管理が認め

られている海域のこと。船
せん
舶
ぱく
の航

行，海底ケーブルの敷
ふ
設
せつ
，航空機

の航行は，公海上と変わらず自由
である。国連海洋法条約により，
200 海里までの設定が認められ
ている。
植民地 政治的・経済的に宗

そう

主
しゅ
国
こく
の支配下に置かれ，自由に主

権を行使することができない国や
地域のこと。第二次世界大戦前の
アジアやアフリカは，ほとんどが
ヨーロッパ諸国の植民地として支
配され，宗主国への原料および資
源供給地とされていた。

1

2

3

4

用語

212
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持続可能な社会
を目指して❷

食の安全
ー安全・安心な食品の確保を目指してー

世界有数の食料輸入国である日本は，国内で消費する食料の多くを外国に依
い
存
そん
している。食生活もグローバ

ル化した状況の下
もと
，私たちの食の安全への信

しん
頼
らい
をゆるがす出来事が国内外で起こっている。安全・安心な食品

を確保するためには，どのような取り組みが必要なのだろうか。

１．外国産の輸入食品には，どのような利点や課題があるのだろうか。次の語句を用いて 150字以内で説明し
よう。　【　価格　　農薬　　遺伝子組み換え 】

２．安全・安心な食品を確保するための対策を，あなたなりに一つ考えて提案しよう。

考察

●食の安全にはどのような課題があるのか
・残留農薬や細

さい
菌
きん
は目にみえないため，健康被

ひ
害
がい
や食中

毒が発生してから問題が発覚することがある（図5）。
・遺伝子組み換

か
えやク

clone
ローン技術は，優れた農

のう
畜
ちく
産
さん
物
ぶつ
の

生産が期待できる一方で，生態系や人体への悪
あく
影
えい
響
きょう
を

引き起こす可能性が懸
け
念
ねん
されている。

・鳥インフルエンザなど家
か
畜
ちく
の伝染病が発生すると，人

間への感
かん
染
せん
や健康への影響が懸念される。

・福島第一原子力発電所の事故を受け，食品中の放射性
物質検出の不安が高まり，風評被害が広がった。

●食の安全を確保するための取り組み
・残留農薬や食品添

てん
加
か
物
ぶつ
の規制を強化する。

・原産地表示，遺伝子組み換え食品表示を義務化する。
・有機農業の推進を図

はか
り，消費者が購

こう
入
にゅう
できる商品の選

せん

択
たく
肢
し
を広げる（写真6）。

・ト
traceability

レーサビリティ（流通経路の追
つい
跡
せき
）制度を整備する。

・鳥インフルエンザや豚
ぶた
熱
ねつ
などの発生に備えた国際的な

監
かん
視
し
・対応システムを強化する。

・定められた食品について，放射性物質検査の実
じっ
施
し
と検

査結果の公表を義務化する。

年 事　　項
1996 腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒発生
2000 日本企業の乳製品で集団食中毒発生

2001
遺伝子組み換え食品の表示制度開始
国内で初めてBSE（牛海綿状脳症）感染牛を確認
ほうれんそうなど中国産冷凍野菜の残留農薬基準値超過

2003 食品安全基本法施行，食品安全委員会発足アメリカ合衆国でBSE確認，アメリカ産牛肉輸入停止
2004 国内で鳥インフルエンザ発生
2007 日本の食品会社で数々の消費期限や生産地の偽装発覚
2008 中国産冷凍ぎょうざで食中毒発生
2009 消費者庁の発足
2010 宮崎県を中心に口

こう
蹄
てい
疫
えき
が流行，約29万頭の家畜を殺処分

2011 福島第一原子力発電所の事故による食品中の放射性物質検出
2012 食品中の放射性物質の新基準値設定，検査結果を公表

2014 景品表示法改正による規制強化日本の食品会社で数々の異物混入が発覚
2015 食品表示法施行，機能性食品表示制度開始
2017 原料原産地表示に関する食品表示基準改正

食料品輸出額に占める
日本の割合（主に2019年）

10％以上
5～10
2.5～5
2.5％未満
資料なし 〔UN Comtrade〕

6 各国・地域の食料品輸出
額に占める日本の割合
　　　 割合の高い国から

は，どのような食料を輸入し
ているのだろうか。

4

読み解き

8 有機（オーガニック）野菜を販
はん
売
ばい
する店（東京都，2016年）

　オーガニックとは，農薬や化学肥料に頼
たよ
らず，自然の恵

めぐ
み

を生かした栽
さい
培
ばい
・加工方法のことである。

6

4 食の安全に関するさまざまな動き5

→巻頭 3 食
料
問
題

101

101 持続可能な未来を目指して-2.indd   101101 持続可能な未来を目指して-2.indd   101 2021/04/15   10:522021/04/15   10:52

持続可能な社会
を目指して❻

日本に住む外国人との共生
ー多文化と共生するダイバーシティ社会を目指してー

日本には，中国や韓
かん
国
こく
の人々をはじめ，日系ブラジル人など多くの外国人が暮らしている。少子高

こう
齢
れい
化
か
が進

んだ現在，不足する労働力を外国人によって補うことは避
さ
けられなくなってきている。多様な文化をもつ人々

と共生する社会（ダ
diversity

イバーシティ社会）を目指すためには，どのような取り組みが必要なのだろうか。

１．日本に住む外国人を取り巻く環
かん
境
きょう
において，どのような問題が生じているのだろうか。次の語句を用いて

150字以内で説明しよう。　【　技能実習　　低賃金　　外国語対応　】
２．多文化と共生するダイバーシティ社会を実現するためには，どのようなことが大切だろうか。

考察

●日本に住む外国人
・1910 年の日本の韓

かん
国
こく
併合以来，朝

ちょう
鮮
せん
半島から多くの

人々が日本に移り住み，韓国系と朝鮮系の集団が母国
との関係を保ち，民族意識をもって暮らしている。

・1980 年代にはフィリピンなどから多くの外国人労働
者が流入し，1990 年に法律が改正されると，ブラジ
ルなどの南米から日本に出

で
稼
かせ
ぎに来る日系人が増えた。

・特に自動車関連工場の多い静岡県浜
はま
松
まつ
市や愛知県豊

とよ
田
た

市，群馬県大
おお
泉
いずみ
町
まち
などでは，多くの日系人が工場で働

きながら地域住民として生活している（写真4）。

●日本に住む外国人との共生をめぐる課題と対応
・工業やサービス業などで労働力の不足が深刻となり，
政府は日系人など外国人に出稼ぎの門戸を開いたが，
専門的技能をもたない未熟練労働者の受け入れは認め
ておらず，他国に比べ外国人労働者の割合は小さい。
・政府は発展途

と
上
じょう
国
こく
の支

し
援
えん
を目的とし，外国人技能実習

生を受け入れているが，研修という名目で外国人が低
賃金で働かされている実態が問題となっている。
・外国人が増加した地域では，役所や学校，住民生活な
どで外国語対応の取り組みが進められている。

8 日本に住む外国人の出身地・在留資格別割合5 8 工場で研修するベトナム人技能実習生（埼玉県）6

4 都道府県別にみた在留外国人 　　　　  在留外国人
の割合が高いのは，どのような都道府県だろうか。
3 読み解き

東京
59.3

千葉
16.7

埼玉
19.6

茨城
7.1

神奈川
23.5

大阪
25.5 愛知

28.1

10.0

静岡

岐阜
兵庫

京都

福岡

群馬

6.0
11.5

6.4

6.1

8.3

0 200km

〔法務省資料，ほか〕

総人口に占める
在留外国人の割合 在留外国人数

（2019年） （2019年）
2.5％以上
2.0～2.5
1.5～2.0
1.0～1.5
1.0％未満

50万人

10万人

9.3

在留外国人の出身地

合計
293
万人

その他
18.5 中国

　　27.7％

韓国
15.2

ベトナム
14.0

9.6

フィリピン

7.2
ブラジル

ネパール
3.3

インドネシア
2.3

（台湾）
2.2

在留外国人の在留資格別割合

合計
293
万人

その他
  8.3

永住者
37.7%

14.0
技能実習留学

11.8
技術・
人文知識・
国際業務

7.0定住者

6.9
家族滞在 5.0

日本人の
配偶者等

〔法務省資料〕
（2019年）

84 ブラジルの食材が売ら
れるスーパーマーケット（上）
とポルトガル語で表示された
ごみ置き場の注意書き（左，と
もに群馬県，大

おお
泉
いずみ
町
まち
，2019年）

4

→巻頭3 民
族
・
宗
教
と
民
族
問
題
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それぞれのテーマについて、SDGsの17の目標を意識して考察する。

持続可能な社会の実現に向けた、生徒自身の行動を考え
る設問を用意。論述する力を伸ばす指導に活用できる。

⬆ 教科書 p.101

SDGsの具体的な取り組みを紹介した「持 続可能な社会を目指して」

特色
５ 学習を円滑に進められる 紙面構成と特設ページ

30

持続可能な社会
を目指して❻

日本に住む外国人との共生
ー多文化と共生するダイバーシティ社会を目指してー

日本には，中国や韓
かん
国
こく
の人々をはじめ，日系ブラジル人など多くの外国人が暮らしている。少子高

こう
齢
れい
化
か
が進

んだ現在，不足する労働力を外国人によって補うことは避
さ
けられなくなってきている。多様な文化をもつ人々

と共生する社会（ダ
diversity

イバーシティ社会）を目指すためには，どのような取り組みが必要なのだろうか。

１．日本に住む外国人を取り巻く環
かん
境
きょう
において，どのような問題が生じているのだろうか。次の語句を用いて

150字以内で説明しよう。　【　技能実習　　低賃金　　外国語対応　】
２．多文化と共生するダイバーシティ社会を実現するためには，どのようなことが大切だろうか。

考察

●日本に住む外国人
・1910 年の日本の韓

かん
国
こく
併合以来，朝

ちょう
鮮
せん
半島から多くの

人々が日本に移り住み，韓国系と朝鮮系の集団が母国
との関係を保ち，民族意識をもって暮らしている。
・1980 年代にはフィリピンなどから多くの外国人労働
者が流入し，1990 年に法律が改正されると，ブラジ
ルなどの南米から日本に出

で
稼
かせ
ぎに来る日系人が増えた。

・特に自動車関連工場の多い静岡県浜
はま
松
まつ
市や愛知県豊

とよ
田
た

市，群馬県大
おお
泉
いずみ
町
まち
などでは，多くの日系人が工場で働

きながら地域住民として生活している（写真4）。

●日本に住む外国人との共生をめぐる課題と対応
・工業やサービス業などで労働力の不足が深刻となり，
政府は日系人など外国人に出稼ぎの門戸を開いたが，
専門的技能をもたない未熟練労働者の受け入れは認め
ておらず，他国に比べ外国人労働者の割合は小さい。
・政府は発展途

と
上
じょう
国
こく
の支

し
援
えん
を目的とし，外国人技能実習

生を受け入れているが，研修という名目で外国人が低
賃金で働かされている実態が問題となっている。
・外国人が増加した地域では，役所や学校，住民生活な
どで外国語対応の取り組みが進められている。

8 日本に住む外国人の出身地・在留資格別割合5 8 工場で研修するベトナム人技能実習生（埼玉県）6

4 都道府県別にみた在留外国人 　　　　  在留外国人
の割合が高いのは，どのような都道府県だろうか。
3 読み解き

東京
59.3

千葉
16.7

埼玉
19.6

茨城
7.1

神奈川
23.5

大阪
25.5 愛知

28.1

10.0

静岡

岐阜
兵庫

京都

福岡

群馬

6.0
11.5

6.4

6.1

8.3

0 200km

〔法務省資料，ほか〕

総人口に占める
在留外国人の割合 在留外国人数

（2019年） （2019年）
2.5％以上
2.0～2.5
1.5～2.0
1.0～1.5
1.0％未満

50万人

10万人

9.3

在留外国人の出身地

合計
293
万人

その他
18.5 中国

　　27.7％

韓国
15.2

ベトナム
14.0

9.6

フィリピン

7.2
ブラジル

ネパール
3.3

インドネシア
2.3

（台湾）
2.2

在留外国人の在留資格別割合

合計
293
万人

その他
  8.3

永住者
37.7%

14.0
技能実習留学

11.8
技術・
人文知識・
国際業務

7.0定住者

6.9
家族滞在 5.0

日本人の
配偶者等

〔法務省資料〕
（2019年）

84 ブラジルの食材が売ら
れるスーパーマーケット（上）
とポルトガル語で表示された
ごみ置き場の注意書き（左，と
もに群馬県，大

おお
泉
いずみ
町
まち
，2019年）

4

→巻頭3 民
族
・
宗
教
と
民
族
問
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!
「持続可能な社会を目指して」一覧
（全７か所）

ページ テーマ（タイトル）

79
サヘルの緑化への挑戦
ー  ニジェールの農村の持続可能な 

発展を目指して ー

101 食の安全
ー 安全・安心な食品の確保を目指して ー

121
発展途上国の農村に明かりを
－  未電化地域に持続可能な電力を届ける 

取り組み －

177
ワークライフバランスの
実現に向けて
ー 出産や子育てがしやすい社会の実現を －

195
脱炭素型の小規模な都市交通手段
－  都市部で住民が自転車を共有する 

取り組み －

211
日本に住む外国人との共生
－  多文化と共生するダイバーシティ 

社会を目指して －

220
平和と SDGs 達成のために
ー  誰一人取り残さない社会の実現を 

目指して －

⬆ 教科書 p.211

SDGsの具体的な取り組みを紹介した「持 続可能な社会を目指して」
▶  地図やグラフ、写真などの 

資料や解説文の読み解きを 
通して、 持続可能な社会の 
実現を考察する課題探究 
ページ。

学習を円滑に進められる 紙面構成と特設ページ 特
色
５
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地形分類図から土地の成り立ちや自然災害リスクを調べる
地理院地図では，過去に発生あるいは将来発生しう

る自然災害について，さまざまな情報を入手できる。
例えば，土地の成り立ちを知る際に有効なのが，地形
分類図（治

ち
水
すい
地形分類図）である。地形分類図は，治水

対策を進めることを目的に，主に平野部を対象として，
扇
せん
状
じょう
地
ち
・自然堤

てい
防
ぼう
・旧河道・後

こう
背
はい
湿
しっ
地
ち
などの詳

しょう
細
さい
な地

形分類を表示した地図で，治水地形分類図は，これに
堤
てい
防
ぼう
などの河

か
川
せん
工作物を加えたものである。地理院地

図の画面上では，小地形ごとの自然災害リスクの解説
を読むこともできる（図■）。地理院地図を活用して，
居住地や学校所在地などの身近な地域の自然災害リス
クについての理解を深めよう。

3

１ ．地理院地図のウェブサイトを開き，検
けん
索
さく
バーに調べたい市区町村の

地名を入力して，「標準地図」を表示させよう。
２ ．「地図の種類」を選

せん
択
たく
するウインドウ（図2）で「土地の成り立ち・土地

利用」→「地形分類（ベクトルタイル提供実験）」→「地形分類（自然地
形）」と選択し，地形分類図を表示させよう。
３ ．地形分類図が表示できたら，さまざまな場所をクリックして，その
土地の成り立ちと自然災害リスクについて調べよう。

TRY

SKILL 6 地理院地図の利用（2） ～地形分類図の活用～

（2021年2月閲覧）

液状化地点

0 500m

〔村上 哲・永瀬英生〕

8 液状化現象で舗
ほ
装
そう
された地面に亀

き
裂
れつ
が入った

様子（熊本県，熊本市，2016年）
5

4 2016 年 4 月の熊本地震による液状化現象
の発生地点を地形分類図上にプロットした例
図 中の　　　の範

はん
囲
い
を示している。

4

3

8 地理院地図のウェブサイトで地形分類図を表示した例（熊本県，御
み
船
ふね
町
まち
・甲
こう
佐
さ
町
まち
付近）3

4 地理院地図のウェブサイトで表示する地図情報を選
せん
択
たく
するためのウインドウ　こ

のウインドウで，活断層図や治
ち
水
すい
地形分類図，災害伝承・避

ひ
難
なん
場所，近年の災害など，

調べたい地域の災害に関するさまざまな情報を選択し，地図上に表示することができる。

2

（2021年2月閲覧）

日
本
の
自
然
環
境

67
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⬆ 教科書 p.67

地理的技能を身につけ、活用して考察さ せるSKILLページ

特色
５ 学習を円滑に進められる 紙面構成と特設ページ

32

１．図3の右側の地図で，屯
とん
田
でん
兵
へい
村
そん
のなごりである「兵」のつく地名を探し，青色で囲もう。

２ ．図3の左側の地図で，東西方向と南北方向にまっすぐに伸
の
びている道路を赤色でなぞろう。そして，これら

の道路と同じだと思われる道路を右側の地図でも探し，同じように赤色でなぞろう。
３ ．2の作業の結果から読み取れる土地区画の特

とく
徴
ちょう
を説明しよう。

４ ．難
なん
波
ぱ
田
た
川
がわ
やポンウシベツ川

がわ
は，どの方角へ流れているのだろうか。また，1988 ～ 2003年にかけて人工的

につくられた愛
あた
宕
ご
新
しん
川
かわ
の建設目的について，下流域の土地利用変化に着目しながら説明しよう。

TRY

SKILL 9 地形図の利用（3）～新旧比較でみる村落の変化～

1916（大正 5）年ごろ 2021（令和 3）年ごろ

8 北海道にみられる屯
とん
田
でん
兵
へい
村
そん
起源の集落の変化 上

かみ
川
かわ
盆
ぼん
地
ち
に広がる旭

あさひ
川
かわ
の市街地東部。かつては路村の形態が顕

けん
著
ちょ
だっ

たが，1970～ 80年代にかけて市街地が広がり，開
かい
拓
たく
当初の村落形態が明

めい
瞭
りょう
でなくなる地区もみられるようになった。

3

〔電子地形図25000「永山」「西神楽」令和3年2月調製〕〔1：25000「永山」「邊別」大正5年測図〕

1916（大正 5）年ごろ

QR地形図

田

村
落
と
都
市

183

182-183 SKILL-8-9.indd   183182-183 SKILL-8-9.indd   183 2021/04/15   14:562021/04/15   14:56

１．図1で，各農家の土地が短
たん
冊
ざく
形
がた
になっているのはなぜか，その理由を説明しよう。

２ ．図2の散村は，砺
と
波
なみ
平野を流れる庄

しょう
川
がわ
が形成した広大な扇

せん
状
じょう
地
ち
上
じょう
に分布している。土地はどの方角に向かっ

て緩
ゆる
やかに傾

けい
斜
しゃ
しているのか，標高点や等高線を参考に読み取ろう。

３．図2の写真から分かる，風が強い砺波平野における散村の形態の利点について説明しよう。

TRY

SKILL 8 地形図の利用（2）　～村落の形態～

8 砺
と
波
なみ
平野にみられる散村 入植した農家が自宅周辺を開

かい
墾
こん
して耕地を広げ，散村が形成された。家の周りには屋

や
敷
しき
林
りん

とよばれる防風林が植えられ，冬の積雪や季節風，春先のフェーン現象（→p.37）による強風から家
か
屋
おく
を守っている。

2

8 武
む
蔵
さし
野
の
の台地にみられる路

ろ
村
そん
江
え
戸
ど
時代に開

かい
拓
たく
された新

しん
田
でん
集落で，各農家は短

たん
冊
ざく
形
がた
の土地を，道路側から宅地，耕地，

薪
たきぎ
や肥料用の落ち葉をとる林地（雑

ぞう
木
き
林
ばやし
）の順に配して利用した。林地の多くは，現在，工場や宅地などに転用されている。

1

屋敷林

屋敷林

〔電子地形図25000「所沢」令和3年2月調製〕 （2021年2月閲覧）〔地理院地図〕

〔電子地形図25000「砺波」令和3年2月調製〕

QR地形図

182
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解説の工夫

注目すべき点や考え方の
道筋を提示。

設問の工夫

1 題ずつ、段階を踏んだ
作業指示（スモールステッ
プ）により、着実に地理的
技能が身につく。

!
「SKILL」一覧（全10か所）

ページ テーマ（タイトル）
21 地理院地図の利用（1）～地形断面図の作成～

22 地形図の利用（1） ～小地形と土地利用～

31 景観写真の見方

43 雨温図・ハイサーグラフの読み取り方

44 ケッペンの気候区分と判定

67 地理院地図の利用（2） ～地形分類図の活用～

169 人口ピラミッドの読み取り方

182 地形図の利用（2） ～村落の形態～

183 地形図の利用（3） ～新旧比較でみる村落の変化～

225 地域区分のしかた

地理的技能を身につけ、活用して考察さ せるSKILLページ ▶  地理学習において必要とされる
地理的技能について解説し、 
取り組むページ。

学習を円滑に進められる 紙面構成と特設ページ 特
色
５
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トピック 世界の農業を動かす穀物

106 ２章　資源と産業

8❸小麦カレンダー〈ECONOMIC GEOGRAPHY，ほか〉　各
国の小麦の収穫期を一覧にしたものが小麦カレンダーである。
北半球では 3〜 10月，南半球では 11〜 2月が収穫期となる。

8❶米・小麦の生産地と移動〈FAOSTAT，ほか〉　　　　米と小麦の輸出量の違いを読み取ろう。読図

世界各地で主食とされる米と小麦

［1］ 米　穀物のなかで単位面積あたりの収穫量が最
大であり，栄養も豊富で食料としてすぐれている。
稲の生育には高い気温と多量の水が必要である。植
え付け時期には多量の灌

かん
漑
がい
用水を必要とし，生育期

間の 2〜 3か月の平均気温が 20℃をこえる地域が
稲作の好適地となる。また，灌漑のため低平な耕地
が適し，おもに沖

ちゅう
積
せき
平野で栽培されている。主要産

地であるモンスーンアジアでは，米を主食とする
人々が多く，小規模な水田がおもに家族労働により
耕作される。収穫量の大半が自国で消費され，輸出
されるのは生産量のわずか数％にすぎない。

❶❷6

［2］ 小麦　生育期に冷
れい
涼
りょう
で湿

しつ
潤
じゅん
，成熟期に温暖で乾

燥する気候が生育に適する。秋に種をまき初夏に収
穫する冬小麦が多いが，冷涼な地域では春に種をま
き秋に収穫する春小麦の栽培も行われる。春小麦と
冬小麦，また北半球と南半球とで収穫期が異なるた
め，年間を通して世界のどこかで収穫されている。
小麦はパンやパスタなどの原料になる小麦粉として
使われる。米と比較すると国際商品としての性格が
強く，全生産量の約 3割が輸出に向けられる。小
麦の主要輸出国での生産は，大型農業機械を用いた
企業的経営により，きわめて大規模に行われている。

❸6

お も な 生 産 地

その他の生産地

米 小麦

米の移動（万t）（2013年） 小麦の移動（万t）（2013年）

華北平原

パンジャブ地方

黒土地帯

パンパ マリー川流域

プ
レ
ー
リ
ー

グ
レ
ー
ト
プ
レ
ー
ン
ズ

50～100 100～150 150以上 200～300 300～400 400以上

8❷米・小麦の生産国と輸出国〈FAOSTAT〉　
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深める 世界の農業を動かす穀物

［2］小麦　生育期に冷
れい

涼
りょう

で湿
しつ

潤
じゅん

，成熟期に温暖で乾
かん

燥
そう

する気候が栽培に適する。秋に種をまき初夏に収
穫する冬小麦が多いが，冷涼な地域では，春に種を
まき秋に収穫する春小麦の栽培も行われる。春小麦
と冬小麦，また北半球と南半球とで収穫期が異なる
ため，年間を通して世界のどこかで収穫されている。
小麦はパンやパスタなどの原料になる小麦粉として
使われる。米と比

ひ
較
かく

すると国際商品としての性格が
強く，全生産量の 2 ～ 3 割が輸出に向けられる。
小麦の主要輸出国での生産は，大型農業機械を用い
た企

き
業
ぎょう

的
てき

経営により，極
きわ

めて大規模に行われている。

●世界各地で主食とされる米と小麦
［1］米　穀物のなかで単位面積あたりの収

しゅう
穫
かく

量
りょう

が最
大であり，栄養も豊富で食料として優

すぐ
れている。稲

いね

の生育には高い気温と多量の水が必要で，特に植え
付け時期には豊富な灌

かん
漑
がい

用水を必要とする。生育期
間中の 2 ～ 3 か月の平均気温が 20℃を超

こ
える地域

が稲
いな

作
さく

の好適地であり，低平で灌漑しやすい沖
ちゅう

積
せき

平
野（→ p.18）で主に栽

さい
培
ばい

されている。主要産地であ
るモンスーンアジア（→ p.35, 225）では，米を主
食とする人々が多く，小規模な水田が主に家族労働
により耕作される。収穫量の大半が自国で消費され，
輸出されるのは生産量のごく一部に満たない。

（1点=10万t）

米・小麦の主要栽培地
米 小麦

50万～70万 70万～90万 90万t以上米

200万～300万 300万～400万 400万t以上
小麦

米・小麦の移動（2019年）

〔FAOSTAT，ほか〕
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8　 小麦カレンダー　各国の小麦の収
しゅう

穫
かく

期
き

を一覧にしたものが
小麦カレンダーである。北半球では３～ 10 月，南半球では 11
～２月が収穫期となる。

3   

8　 米・小麦の生産国と輸出国2   

8　 米・小麦の生産地と貿易　　　　　  米と小麦の輸出量には，どのような違
ちが

いがあるのだろうか。1   読み解き
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これまでの教科書の紙面
（『新詳地理 B』p.106）

文字の種類 や記載事項
などを一か ら見直し。

1

原寸大

カラーユニ バーサルデ
ザインに配 慮。

2

読みやすく、 誤 読 を 防
ぐユニバー サルデザイ
ンフォント （UD フォン
ト）を採用。

3

その他 表現の改善
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106 ２章　資源と産業

8❸小麦カレンダー〈ECONOMIC GEOGRAPHY，ほか〉　各
国の小麦の収穫期を一覧にしたものが小麦カレンダーである。
北半球では 3〜 10月，南半球では 11〜 2月が収穫期となる。

8❶米・小麦の生産地と移動〈FAOSTAT，ほか〉　　　　米と小麦の輸出量の違いを読み取ろう。読図

世界各地で主食とされる米と小麦

［1］ 米　穀物のなかで単位面積あたりの収穫量が最
大であり，栄養も豊富で食料としてすぐれている。
稲の生育には高い気温と多量の水が必要である。植
え付け時期には多量の灌

かん
漑
がい
用水を必要とし，生育期

間の 2〜 3か月の平均気温が 20℃をこえる地域が
稲作の好適地となる。また，灌漑のため低平な耕地
が適し，おもに沖

ちゅう
積
せき
平野で栽培されている。主要産

地であるモンスーンアジアでは，米を主食とする
人々が多く，小規模な水田がおもに家族労働により
耕作される。収穫量の大半が自国で消費され，輸出
されるのは生産量のわずか数％にすぎない。

❶❷6

［2］ 小麦　生育期に冷
れい
涼
りょう
で湿

しつ
潤
じゅん
，成熟期に温暖で乾

燥する気候が生育に適する。秋に種をまき初夏に収
穫する冬小麦が多いが，冷涼な地域では春に種をま
き秋に収穫する春小麦の栽培も行われる。春小麦と
冬小麦，また北半球と南半球とで収穫期が異なるた
め，年間を通して世界のどこかで収穫されている。
小麦はパンやパスタなどの原料になる小麦粉として
使われる。米と比較すると国際商品としての性格が
強く，全生産量の約 3割が輸出に向けられる。小
麦の主要輸出国での生産は，大型農業機械を用いた
企業的経営により，きわめて大規模に行われている。

❸6

お も な 生 産 地

その他の生産地

米 小麦
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8❷米・小麦の生産国と輸出国〈FAOSTAT〉　
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［2］小麦　生育期に冷
れい

涼
りょう

で湿
しつ

潤
じゅん

，成熟期に温暖で乾
かん

燥
そう

する気候が栽培に適する。秋に種をまき初夏に収
穫する冬小麦が多いが，冷涼な地域では，春に種を
まき秋に収穫する春小麦の栽培も行われる。春小麦
と冬小麦，また北半球と南半球とで収穫期が異なる
ため，年間を通して世界のどこかで収穫されている。
小麦はパンやパスタなどの原料になる小麦粉として
使われる。米と比

ひ
較
かく

すると国際商品としての性格が
強く，全生産量の 2 ～ 3 割が輸出に向けられる。
小麦の主要輸出国での生産は，大型農業機械を用い
た企

き
業
ぎょう

的
てき

経営により，極
きわ

めて大規模に行われている。

●世界各地で主食とされる米と小麦
［1］米　穀物のなかで単位面積あたりの収

しゅう
穫
かく

量
りょう

が最
大であり，栄養も豊富で食料として優

すぐ
れている。稲

いね

の生育には高い気温と多量の水が必要で，特に植え
付け時期には豊富な灌

かん
漑
がい

用水を必要とする。生育期
間中の 2 ～ 3 か月の平均気温が 20℃を超

こ
える地域

が稲
いな

作
さく

の好適地であり，低平で灌漑しやすい沖
ちゅう

積
せき

平
野（→ p.18）で主に栽

さい
培
ばい

されている。主要産地であ
るモンスーンアジア（→ p.35, 225）では，米を主
食とする人々が多く，小規模な水田が主に家族労働
により耕作される。収穫量の大半が自国で消費され，
輸出されるのは生産量のごく一部に満たない。

（1点=10万t）

米・小麦の主要栽培地
米 小麦

50万～70万 70万～90万 90万t以上米

200万～300万 300万～400万 400万t以上
小麦

米・小麦の移動（2019年）

〔FAOSTAT，ほか〕
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8　 小麦カレンダー　各国の小麦の収
しゅう

穫
かく

期
き

を一覧にしたものが
小麦カレンダーである。北半球では３～ 10 月，南半球では 11
～２月が収穫期となる。

3   

8　 米・小麦の生産国と輸出国2   

8　 米・小麦の生産地と貿易　　　　　  米と小麦の輸出量には，どのような違
ちが

いがあるのだろうか。1   読み解き
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新しい教科書の紙面
（『新詳地理探究』p.90）

これまでの教科書の紙面
（『新詳地理 B』p.106）

文字の種類 や記載事項
などを一か ら見直し。

原寸大

カラーユニ バーサルデ
ザインに配 慮。

読みやすく、 誤 読 を 防
ぐユニバー サルデザイ
ンフォント （UD フォン
ト）を採用。

表現の改善 そ
の
他

35

図表の表現、文字（フォント）を一新。
より見やすく、読み取りやすい表現に。
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代表的な地形や村落・都市（23テーマ）に関する地理院地図にリンク。
空中写真や3D画像などを表示。詳細な解説付き。

地理院地図で見てみよう

⬆ メニュー画面 ⬆ 「台地・沖積平野」の解説画面
解説を選択すると、詳細な解説が表示
される。

⬅ 「台地・沖積平野」の地理院地図画面
地理院地図を選択すると、該当の地域の地理院
地図が表示される。

QRコンテンツ

「地理院地図で見てみよう」のテーマ
1 山地の生活（火山） 7 海岸段丘 13 断層 19 門前町・鳥居前町

2 扇状地 8 沈水海岸 14 条里制・塊村 20 港町

3 台地・沖積平野 9 離水海岸 15 名田百姓村・散村 21 宿場町

4 三角州 10 砂州・砂嘴・陸繫島 16 新田集落・路村 22 都心構造（東京）

5 自然堤防 11 サンゴ礁 17 屯田兵村 23 都心構造（大阪）

6 河岸段丘 12 カルスト地形 18 城下町

授業や自学自習ですぐに活用できる！
教科書に関連したデジタルコンテンツ

QR
コンテンツ   教科書内容の理解を助 ける充実のコンテンツ

36

教科書に準拠した一問一答を
掲載。計427問。

教科書に WebGIS のマークが
ある用語に関連するWeb�

GISコンテンツを掲載。簡単な操作で
GISを活用した授業ができる。各テー
マに対応するワークシートも用意。

教科書に QR動画 のマークが
ある用語に関連する動画。

側注解説で取り上げた語など、
計382語を掲載。

一問一答

アクセスWebGIS 動画

用語解説

「アクセス WebGIS」のテーマ
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 火山地形の読み取り方

５ 河川地形とさまざまな気象災害１（扇状地）

６ 河川地形とさまざまな気象災害２（河岸段丘と氾濫原）

7 植民地支配の影響が残るアフリカの産業

8 EU統合による工業や社会への影響

9 世界の食卓に影響を与える農業

10 産業の発展を支えてきた移民の力

掲載している動画
１ 津波 8 土石流
２ 火砕流 9 高潮
３ 扇状地 10 かんがい
４ 三角州 11 領土・領空・領海
５ サンゴ礁 12 国際河川
６ 氷河地形 13 永久凍土
７ 季節風と降水

⬆  「都市・居住問題」の例（解説画面） ⬆   「貿易」の例

このほか、統計資料、地図の歴史や地図投影
法についての解説、学習に最適なリンク集を
掲載。

教科書p.4「QRコンテンツ」や教科書の裏表紙に掲載
しているQRコードを読み取ることでアクセス可能。
＊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(株)デンソーウェーブの登録商標です。

▲ QR コンテンツはこちらから

QR
コ
ン
テ
ン
ツ

  教科書内容の理解を助 ける充実のコンテンツ
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第２部 現代世界の地誌的考察
第２章 現代世界の諸地域
４節 インド

―経済成長に関連づけて考察

１ 急速な経済成長を
支えた産業の発展

教科書 ～ 学習課題学習課題

Q インドはなぜ，急速な経済成長を続けて
いるのだろうか。

インドの工業の発展を，経済の自由化という
側面から考察する。
近年，インドの 産業が成長している背景
を考察する。

＜学習のポイント＞

書　名 内 　 容

新詳地理探究
指導資料
Webサポート
コンテンツ付
定価：25,300円（税込）

①指導資料
◦  一般ページ： 学習のポイント、指導内容の整理、写真・図版の解説、本文の解説、

「確認」の解答例など。
◦  特設ページ： 「探究 TRY」「持続可能な社会を目指して」「SKILL」の解説・解答

例など。

②指導書 Web サポート*
◦ 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（.xlsx）
◦ 特設ページワークシート（.docx）
◦ 評価問題例〈テスト例〉（.docx）
◦ 映像資料
◦ 年間指導計画案 ･ 評価規準例（.xlsx）
◦ 板書例（.txt）
◦ 教科書紙面（.pdf）
◦ 教科書本文（.txt）
◦ 教科書掲載図版〈カラー/モノクロ〉（.jpg）

◦ 準拠ノートデータ（.docx）
◦  教科書QRコンテンツ〈一問一答〉

（.xlsx）
◦  教科書QRコンテンツ〈用語解説〉

（.xlsx）
◦ 白地図集（.jpg）
◦  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）

*Web サポートは、帝国書院ウェブサイトからデジタルコンテンツを
ダウンロードいただけるサービスです。
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Key Words 新経済政策　自動車産業　情報通信技術（ICT）産業　新中間層　BRICS

　　　　　　　　　　インドでは，イギリスの植民地時代に綿工業

や製鉄業などを中心に近代的な工業がおこった。

独立後は，市場経済と計画経済を合わせた混合経済体制を採用し，

外国からの輸入を制限して，鉄鉱石・石炭などの豊かな鉱産資源を

用いて自給自足型の工業発展を目指した。1970 年ごろには，ほぼ

あらゆる種類の製品を国内生産する体制をつくりあげたが，基幹工

業を担
にな
った公営企

き
業
ぎょう
のなかには効率の悪い企業もあり，また外国資

本を排
はい
除
じょ
したため技術革新が大

おお
幅
はば
に後

おく
れ，国際競争力が失われた。

　そこで，政府は 1980 年代から経済の統制を少しずつ緩
ゆる
め，

1991 年には新経済政策を導入して，経済の自由化を本格的に進め
た。これにより企業の設立や活動が自由となり，100％外国資本に

よる事業も可能になったことで，工業生産は急速な成長をみせた。

　　　　　　　　2000 年代に入ってからの自動車生産の伸
の
びは著

いちじる

しく（図3），デリーやマハーラーシュトラ州西部，
ベンガルール，チェンナイなどが自動車産業の集積地帯となってい
る（図2）。これらの地域の都市郊

こう
外
がい
に造成された工業団地には，国

内企業に加えて日本や韓
かん
国
こく
など，外国資本の自動車の組み立て・部

品工場などが数多く進出している（写真1）。人口が多く，巨
きょ
大
だい
な市

場をもつインドでは，生産された自動車の多くが国内で販
はん
売
ばい
される

が，近年はメキシコやアフリカ諸国などへの輸出も増えている。

1 急速な経済成長を支えた産業の発展
自由化で進んだ
経済の成長

→p.230 →p.230

→p.123

急成長した
自動車産業

→p.132

→p.254

 学習課題
　インドはなぜ，急速な経済成
長を続けているのだろうか。

ああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ（図12345678）
1 1 →p.000 （2020年） abcdefgh

WebGIS QR動画

Webの活用
　インド国内において，人気
が高い乗用車の特

とく

徴
ちょう

を調べよ
う。

8 インドにおける自動車の生
産台数の推移と乗用車販

はん
売
ばい
台数

の内訳 　　　　  インドの自
動車販売において，日系企

き
業
ぎょう
は

どのくらいの割合を占
し
めている

のだろうか。

3

読み解き

8 日系自動車メーカーの組み立て工場（ノイダ）　インド市
場向けの小型の 7人乗り乗用車などを生産している。
1 8 インドの鉱工業 　　　　  製鉄や石油精製が盛

さか
んな

のは，どのような地域だろうか。
2 読み解き

自動車産業が盛んな
三日月型の地帯
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原油パイプライン

〔Diercke Weltatlas 2008,  ほか〕
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乗用車販売台数
内訳（2019年度）
乗用車販売台数
内訳（2019年度）
合計277万台合計277万台

日系企業
インド企業
韓国企業

乗用車と
トラック・バスの
合計生産台数
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合計生産台数

〔SIAM india資料, ほか〕
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□学習課題  

Q：インドはなぜ，急速な経済成長を続けているのだろうか。
 
＜学習のポイント＞ 

（1）インドの経済はどのように発展してきたのだろうか。 

（2）インドの ICT 産業が発展した背景とは，どのようなものだろうか。 

（3）経済成長によって人々の生活はどのように変化しているのだろうか。 
 
●自由化で進んだ経済の成長

⚫ 独立後のインドの工業化 

… 鉄鉱石や石炭などの豊かな鉱産資源を用いて自給自足型の工業発展を推進 

→ 製品の国内生産は実現できたが，外国資本を排除したことで技術革新は後れた 

→ 国際競争力の喪失 

⚫ 1980 年代 政府による経済統制の緩和 

1991 年〜  〔① 〕を導入して，経済の自由化を本格的に推進 

→ 100％外国資本による事業も可能になり，工業生産は急速に成長 

 

●急成長した自動車産業  

⚫ 2000 年代 〔② 〕が盛んに 

自動車産業の集積地 

… デリーやマハーラーシュトラ州西部，ベンガル―ル，チェンナイなど 

→ 都市郊外の工業団地には国内企業のほか，外国資本の自動車の組み立て・部品工場などが進出 

⚫ インドの巨大市場 

… 人口が多く，巨大な市場を抱える 

→ 自動車の多くは国内販売。近年，メキシコやアフリカ諸国などへの輸出も増加 

 

●経済成長をけん引する ICT 産業
⚫ 〔③ 〕の発展 

ソフトウェア開発やデータ処理業務。経済成長をけん引する重要な産業となる 

 

第２部 第２章 現代世界の諸地域 ４節 インド ―経済成長に関連づけて考察 

１ 急速な経済成長を支えた産業の発展  
教科書  

p.256～257
年 月 日 

情報通信技術（ICT）産業

新経済政策

自動車産業

自由化で進んだ経済の成長

●独立後のインドの工業化
…鉄鉱石や石炭などの豊かな鉱産資源を
て自給自足型の工業発展を推進

→製品の国内生産は実現できたが，外国資本
を排除したことで技術革新は後れた

→国際競争力の喪失
● 年代 政府による経済統制の緩和

年〜 〔① 新経済政策 〕を導入して，
経済の自由化を本格的に推進

→ ％外国資本による事業も可能になり，
工業生産は急速に成長

◀  授業プリントの 
イメージ
授業スライドの赤字の
部分を穴埋めにしてい
るので、スライドと連
携して活用できる。

◀  教科書紙面の 
イメージ
教科書紙面の PDF
データ。電子黒板
に投影可能。

▲ 授業スライドのイメージ

Googleスライドも
ご利用いただけます

指導資料1

関連
教材 充実のラインアップで、 授業をサポート

指導書 Web サポートの例
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書　名 内 　 容
新詳地理探究 
演習ノート
定価：730円（税込）

◦ 教科書に完全準拠した書籍版ノート。学習事項が着実に定着。
◦ 実践的な資料読解力を養えるよう、過去の入試問題を多数掲載。
◦ 演習ページの詳しい解説で、入試対策も万全。

デジタル準拠ノート 
新詳地理探究
デジタル版　定価：980円（税込）
セット版（書籍＋デジタル）
定価：1,480 円（税込）

◦ 『新詳地理探究演習ノート』を、タブレット用に再構成。
◦ 入力した解答は、自動で正誤判定される。
◦ 先生用管理ページで、生徒の学習進捗状況を確認できる。　　
◦ 作問ツールで、新たな問題を作成し、配信できる。

書　名　/　特　色　※価格は 2025 年度版のものです。 販売形態

新詳地理資料 COMPLETE 2025
◦  地理総合から地理探究までの学習内容を掲載。巻末には

共通テスト対策ページを設置。この1冊で地理学習を網羅。
◦  「地理力＋ ( プラス )」と解答例の「＋ ( プラス ) のガイド」

で基礎・基本はもちろん、思考力・判断力・表現力まで
身につけられる。

◦  タブレット端末から見られるクラウド配信版も用意。

書籍版
　定価1,030円（税込）
クラウド配信版
　定価 990 円（税込）
セット版（書籍 + クラウド配信）

　定価1,500円（税込）

図説地理資料 世界の諸地域 NOW 2025
◦  世界・日本の全地域を地誌的に網羅。地理探究の地誌 

分野との親和性も高い資料集。
◦  学習項目を整理したまとめ表や、用語解説、資料も充実。
◦  「動画 check」では、二次元コードを読み取って地形や 

風土を扱った映像資料を視聴できる。
◦  タブレット端末から見られるクラウド配信版も用意。

書籍版
　定価1,020円（税込）
クラウド配信版
　定価 990 円（税込）
セット版（書籍 + クラウド配信）

　定価1,500円（税込）

地理統計  2025 年版
◦  統計にワンポイント解説を付し、統計の変化や背景、 

読み取る視点がわかる。
◦  「用語別目次」により、統計をキーワードから探し出せる。
◦  重要事項や数値が読み取りやすい 2 色印刷。

書籍版
　定価 450 円（税込）

地理統計 Plus  -Web GIS 付き -   2025 年版
◦  『地理統計』に情報を大幅 Plus。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。
◦  複数の統計データの重ね合わせやベースマップの変更も可能。
◦  「国旗解説・国別資料編」では、197 か国の国旗の由来

や国別基礎資料を掲載。

書籍版
　定価 710 円（税込）

※価格は 2025 年度版のものです。

教科書準拠ノート2

資料集・統計3

関
連
教
材充実のラインアップで、 授業をサポート
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項　目 特　色

総合的な
特色

◦  因果関係がわかる詳細な本文記述と豊富な資料 ( 図表、写真 ) により、地理的な見方・考え方を働かせた学習ができる。
◦   全体を通して系統地理単元が充実している。最新の具体事例が積極的に記載され、現代世界への地理的な理解を深

められる教科書になっている。
◦   日本の強みや課題に関する内容を随所に掲載しており、持続可能な日本の国土像を探究できる教科書になっている。

内容

◦  世界と日本の最新動向が因果関係を踏まえて記述されており、世界各地の地理に対する理解を深められる。
◦ 系統地理単元は、事例が豊富で、因果関係まで記述されているため、体系的に整理しやすくなっている。
◦ 地誌単元は、その地域の基盤となる自然環境や歴史的背景を踏まえて記述されており、地域に対する理解が深まる。
◦  系統地理単元では日本の事例が、地誌単元では日本と世界との関わりが豊富に取り上げられ、日本と世界各地の地

理的事象を比較・対照させることで、現代世界が抱える諸課題への理解をより深められるようになっている。
◦  日本における地理的な課題の解決の方向性や将来の国土と社会の在り方を構想するための具体的な課題探究の取り

組みが提示されており、持続可能な日本の国土像を探究していくための工夫がなされている。
◦ 学習上の重要事項がもれなく丁寧に記述されており、知識を確実に定着できるようになっている。

構成・分量

◦  学習指導要領に合わせて、重要事項が適切かつ丁寧に解説されている。世界の諸地域が偏りなく取りあげられてお
り、幅広い学習が可能である。

◦  学習課題 → 導入資料 → 展開 → 確認・深い学び と学習の流れを整理した紙面構成によって、効果的に学習できる。
発展的な内容も学習できるように側注欄の解説や資料、特設コーナーが充実している。

◦  「SKILL」ページが豊富に設置されており、地理学習に必要な地理的技能を身につけられる。
◦  「深める」や「地域を見る目」などのコラム、「持続可能な社会を目指して」や「探究 TRY」などの特設ページが設け

られており、学習に関連する事象について、より深く、より幅広く探究していくことが可能である。

表記・表現
及び

使用上の便宜

◦  背景や因果関係までわかる詳細な本文記述により、現代世界の地理的事象や諸地域を深く理解できる本文となって
いる。また、ふりがなや重要語句へのゴシック（太字）も効果的に振られている。

◦  地図・グラフ・写真などの資料が豊富に設けられており、生徒が自らの力で地理的事象の傾向を読み取り、視覚的
に理解できるようになっている。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。

◦  本文には関連図版・写真の図番号が示されており、資料の活用を促す工夫がなされている。本文内容を補足する側
注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。

◦ 本文行間には、関連する事項が扱われているページの参照ページが割り当てられている。

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、ユニバーサルデザインフォント（UD フォント）が使用され、読み取
りやすくなる配慮がなされている。

◦  カラーユニバーサルデザインに配慮されており、色覚特性がある生徒にも読み取りやすい表現になっている。

その他
◦ 環境に配慮した用紙が使用されているほか、裏写りがしない用紙が使用されている。
◦ 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、デジタル教材など、充実した関連教材が用意されている。
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