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左のQRコードをタブレットパソコンやスマートフォンで
読み取ると，本書の内容に関連するコンテンツを利用する
ことができます。
詳しくは，本体の５ページをご覧ください。

・ 特別支援教育やユニバーサルデザイン(UD)の観点から，色覚特性に
配慮した色づかいとなるよう工夫しています。また，見やすく読みま
ちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

・ 環境に配慮した森林認証紙と再生産が可能な植物油などを原料とす
るインキを使用しています。

内 容 解 説 資 料
地 総 ‒ 7 0 7

令和５（2023）年度以降版

教科書のご案内
「教科書発行者行動規範」に
則っております。

おもしろい！　わかりやすい！　ためになる！おもしろい！　わかりやすい！　ためになる！

くらしが見える教科書くらしが見える教科書

＊本冊子に掲載している内容は、
　一部変更となる場合があります。



人々のくらしから、世界を学ぼう！
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各地の伝統的な食文化は，地域ごとにどのような違
ちが

いがあるのだ
ろうか。自

し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

の違いや農業に着目しながらみていこう。
学習課題

受
う

け継
つ

がれる
食文化

　ヨーロッパでは，地域ごとに異なる自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

に対応
して特

とく

徴
ちょう

ある農業が営まれ，そして地域に根ざした食

文化が発達し現在に受
う

け継
つ

がれている。食文化の伝統は料理だけでなく，

チーズやハムといった食品づくりにおいても大切にされている。それぞ

れの産地で伝えられてきた食品づくりの伝統を保護するため，ヨーロッ

パでは，原産地や製造方法を定めて，それ以外の地域では産地の地名を

名乗ることができないようにする制度が設けられている。

アルプス以南の
食文化

　地中海沿岸の南ヨーロッパでは，小麦でつくった
ピザやパスタが食

しょく

卓
たく

に並ぶ。稲
いな

作
さく

も行われており，

スペインのパエリアやイタリアのリゾットのような米料理もある。料理

にはオリーブの実からとれるオリーブオイルがふんだんに使われるほか，

トマトを加えたり，地中海の豊富な魚
ぎょ

介
かい

類
るい

を盛
も

り込
こ

んだりした料理も多

い。また，食事の際にはワインがよく飲まれる。

　地中海性気候のこの地域では，雨の多い冬に小麦を栽
さい

培
ばい

し，乾
かん

燥
そう

する

夏にワインの原料となる ぶどう や，オレンジなどの かんきつ類，オリー

ブやコルクがし といった乾燥に強い樹木作物を栽培する地中海式農業
が行われている。晴天に恵

めぐ

まれる夏には，青い空と太陽の光を求めて，
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アルプス山脈より北の地域から多くの観光客が訪
おとず

れ，地中海沿岸のリ

ゾートはバカンスを楽しむ人々でにぎわう。

アルプス以北の
食文化

　北西・東ヨーロッパでは，じゃがいも やソーセー
ジ，ビールが食卓に並ぶ。また，小麦のパンよりも

ライ麦でつくられた色の黒いパンが多い。南ヨーロッパに比べて気温は

低いが，年間を通じて雨が降ることから，寒さに強い じゃがいも やラ

イ麦などの食料用作物のほかに，大麦や えん麦
ばく

，てんさいなどの飼料

用作物の栽培と，豚
ぶた

や肉牛などの飼育を組み合わせた混合農業が発達し
てきた。豚肉を保存するためのソーセージづくりの伝統は今も受け継が

れており，ドイツやその周辺ではフランクフルトやウインナーなど，地

域ごとに味や料理方法が異なるさまざまな種類のソーセージがみられる。

　ヨーロッパでは，チーズやバターなどの乳製品の種類が豊富なのも特

徴である。デンマークやオランダ，フランス北部などには，土地がやせ

ていて穀物栽培にあまり適していない地域があり，食料用作物ではなく

牧草を栽培して乳牛を飼育する酪
らく

農
のう

が盛
さか

んである。また，大都市に近く

交通が発達した地域では，オランダのチューリップ栽培やパプリカの温

室栽培など，野菜や花
か

卉
き

などを生産する園芸農業が発達している。ヨー
ロッパから，遠く離

はな

れた日本にも航空機で新
しん

鮮
せん

な乳製品や野菜が届けら

れている。
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アルプス以南と以北でみられ
る伝統的な料理の例を，それぞれ本文か
ら書き出そう。

確認

食の伝統を守るために，どの
ような工

く

夫
ふう

が行われているか，説明しよ
う。

説明

2 伝統的な食文化と
地域による違

ち が

い

地中海性気候　地中海式農業　混合農業　酪農　園芸農業Key Words
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⬆ 7 主な農産物の生産　

➡ 6 コルクの収
しゅう
穫
かく
（ポルトガル，

エヴォラ近
きん
郊
こう
，2003年7月）　コ

ルクがしの樹皮をはぎ，瓶
びん
の栓

せん
な

どに使う厚いコルク層を採取する。

⬅ 1 オリーブオイルやトマト，チーズなどを
使ったピザ（イタリア，ナポリ，2018年）　
　写真のピザはマルゲリータとよばれるもの
で，ナポリを代表するピザの一つである。

⬇ 2 店頭で売られるさまざまな種類のソー
セージ（ドイツ，ミュンヘン，2013年）　ドイ
ツでは，成長の早い豚

ぶた
を飼育し，冬の保存食用

に加工したソーセージやハムが食べられてき
た。

原産地でつくられ
た商品であること
を示すラベル

⬆ 3 カマンベールチーズ（フランス，2013年）　
　カマンベール村が発

はっ
祥
しょう
のチーズで，表皮が白

カビに覆
おお
われているのが特

とく
徴
ちょう
である。型

かた
崩
くず
れの

防止や過
か
剰
じょう
なカビの繁

はん
殖
しょく
の抑

よく
制
せい
などを目的に，

木製の箱に入っているものが多い。箱には原産
地でつくられたことを保証するためのラベルが
貼
は
られている。

⬆ 5 ワインの原料となる ぶどうの収
しゅう
穫
かく
（イタリア，シチリア島，カタニア近

きん
郊
こう
，

2014年9月）　イタリアは世界有数のワインの産地であり，なだらかな丘
きゅう
陵
りょう
には

広大な ぶどう畑が広がる。
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海
ト
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混 合 農 業
地中海式農業
酪 農
そ の 他
（森林・放牧など）

らく のう

〔Alexander Kombiatlas 2014，ほか〕
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⬆ 4 ヨーロッパの農業　 資料活用 写真 1・ 2の都市の位置
を確認し，食文化と農業の関わりを考えよう。
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自
然
環
境
●❷ 

ロ
シ
ア
　

1
章

寒冷な気候の下
もと

では，人々の生活にどのような工
く

夫
ふう

がみられるの
だろうか。衣服や住居に着目しながらみていこう。
学習課題

寒冷な土地での
衣服の工

く

夫
ふ う

　ウラル山脈の東に広がるシベリアの冬は，寒さが
厳しく，昼間でも冷

れい

凍
とう

庫
こ

より気温が低い日が続く。

そのため，屋外の市
いち

場
ば

では魚は凍
こお

ったまま売られている。人々は厚手の

毛皮のコートやダウンジャケット，耳まで覆
おお

う帽
ぼう

子
し

などで身を包み，長
なが

靴
ぐつ

をはいている。晴れた日には洗
せん

濯
たく

物
もの

を屋外に干して水分を凍らせ，表

面の氷をはたいて乾
かわ

かしている。

　ロシアは国土の大部分が大陸性気候の地域であり，夏と冬の気温差が

非常に大きい。なかでもシベリアは，首都モスクワのある西部と比べて

冬の寒さが特に厳しく，タイガとよばれる針葉樹の森が広がる。また，
高
こう

緯
い

度
ど

に位置しており，冬は長くて夏は短い。しかし，夏には気温が

30℃近くまで上がることもあり，暖かな日ざしが降り注ぐ晴れた日に

は多くの人が公園などで日光浴を楽しんでいる。

寒さを乗
の

り越
こ

える
住居の工夫

　ロシアでは戸建て住宅は少なく，都市部の多く
の人は集合住宅に暮らしている。シベリアには永

えい

久
きゅう

凍
とう

土
ど

という土
ど

壌
じょう

が広がっており，集合住宅は永久凍土の深くまで柱を

➡ p.59 3
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➡ p.58，129

➡ p.58 QR動画

打
う

ち込
こ

んで建てられている。建物が地面に接していると，熱で永久凍土

がとけて建物が傾
かたむ

くおそれがあることから，１階部分を空
くう

洞
どう

にした高
たか

床
ゆか

にしている。室内は真冬でも暖かく保たれ，半
はん

袖
そで

で過ごせるほどである。

　暖
だん

房
ぼう

の燃料には主に天然ガスが使われ，発電所で沸
わ

かした温水を建物

に送り，建物に配管されたパイプを通して各部屋を暖めている。温水の

温度は一
いっ

括
かつ

して管理され，地域全体で暖める しくみになっている。集

合住宅が多い理由の一つには，暖房の効率を高める目的がある。

人々の暮らしを支える
鉱産資源

　ロシアは鉱産資源に恵
めぐ

まれており，天然ガ
スと原油は世界有数の生産量を誇

ほこ

る。これら

は人々の暮らしを支えるエネルギー資源であり，重要な輸出品でもある。

ソ連時代には東ヨーロッパ諸国へ長く延びるパイプラインによって運ば

れていたが，ソ連の解体後，ロシアになってパイプラインはさらに西に

延ばされ，ヨーロッパ各地に輸出されるようになった。近年は，シベリ

アから日本や中国に輸出するためのパイプラインなど，アジア向けの輸

送ルートも開発されている。資源の輸出によって，ロシア経済は急成長

を遂
と

げており，モスクワやサンクトペテルブルクなどには，多くの外国

資本が参入している。また，自動車関連産業や先端技術産業が躍
やく

進
しん

して

おり，B
ブ リ ッ ク ス

RICSの一国として将来の発展が注目されている。

2  

➡巻末 ➡ p.176 2

7 ，➡ p.176 4  

3  

➡ p.63

➡ p.100

寒冷なロシアでの衣服や住居
の特

とく

徴
ちょう

を本文から書き出そう。
確認

ロシアで集合住宅が多い理由
を，気候や鉱産資源と関連づけて説明し
よう。

説明

1 寒冷地での生活と
人々の工

く

夫
ふ う

タイガ　永久凍土　鉱産資源　BRICSKey Words

⬆ 1 冬の屋外の市
いち
場
ば
（ヤクーツク，2021年1月）　シベリアのヤクーツクでは，最も寒い時期には気温が－50℃近くまで下がることがある。

資料活用 魚はどのような状態で売られているだろうか。

⬆ 2 高
たか
床
ゆか
になっている建物（ヤクーツク，

2021年1月）　

世界の街かど

トナカイと暮らすネネツの人々
　シベリア北部の北極海に近いツンド
ラ地帯には，トナカイの遊牧を行うネ
ネツの人々が暮らしている。トナカイ
はそりを引かせて移動手段となり，解
体して食用にされるほか，毛皮や薬の
材料として角も使われる。近年，彼

かれ

ら
の生

せい

活
かつ

圏
けん

で天然ガス田の開発が進めら
れており，これによる環

かん

境
きょう

汚
お

染
せん

が懸
け

念
ねん

されている。
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〔Diercke Weltatlas 2008，ほか〕
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⬆ 3 ロシアと周辺諸国の主
な鉱産資源　 資料活用 油田
とガス田からパイプラインが
各地に延びていることに着目
しよう。

⬆ 5 トナカイの遊牧（ヤマロ・ネネツ自
治管区，2017年4月）　

ロシア人
78％

タタール人 4

チュヴァシ人 1

その他 14

バシキール人 1
ウクライナ系 1

チェチェン人 1

（2010年）〔CIA資料〕
スラブ系民族
トルコ系民族

➡ 6 ロシア
の民族の割合　

「このバスは天然ガスで
走行しています」

⬆ 7 天然ガスで走るバス（サンクトペテルブル
ク，2017年）　ロシアでは天然ガスがガソリ
ンよりも安く，排

はい
ガスに含

ふく
まれる有害物質も少

ないため，天然ガス対応車の導入が増えている。

機械類
12.1

原油
17.3％ 原油

26.0％

石油製品
8.4 

合計
1042億
ドル

合計
3592億
ドル

2017年1990年＊

＊ソ連

〔UN Comtrade，ほか〕
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4.2 

その他
33.9

機械類
石炭
鉄鋼

天然
ガス
10.8

石油製品
16.2

➡ 4 ロシアの輸出品
の変化

1 大陸内部にみられる，夏の気温が高く冬の
冷
ひ

え込
こ

みが厳しい気候のこと。気温の日
にち

較
かく

差
さ

と
年
ねん

較
かく

差
さ

が大きく，降水量は少ない。

⬆ 1 インドネシアの市
いち
場
ば
（カリマンタン島，ポンティアナック，2006年9月）　

　景観写真を見るときに注目すべきポイントを知っていると，行ったことがない場所の写真から，その
土地の気候の様子や，人々の生活の特

とく

徴
ちょう

など，さまざまな情報を読み取ることができる。ここでは，イ
ンドネシアの市

いち

場
ば

の写真を参考にポイントを確認し，ツバルとアラブ首
しゅ

長
ちょう

国
こく

連
れん

邦
ぽう

の写真の注目すべき箇
か

所
しょ

と，写真から分かる気候の特徴を読み取ろう。

景観写真の読み取り方

9
　世界各地の気候の特

とく

徴
ちょう

を表す代表的な指標は，気温と降水量である。これらの指標をグラフで表現し
たものに雨温図がある。ここでは，雨温図から気候の特徴を読み取る方法を身につけよう。8

雨温図の見方

図 1の 3都市の雨温図から，気温の最も高い月（最
暖月）と最も低い月（最寒月）を読み取り，その差（年

ねん

較
かく

差
さ

）が何℃
であるのか，記入しよう。
東京（　 　）℃　バンコク（　 　）℃　ハバロフスク（　 　）℃

降水量が多い月が数か月連続し，少ない月も同じよ
うに数か月連続していれば，雨季と乾

かん

季
き

がある。図 1の 3都市の
なかで，雨季と乾季が明らかな都市を答えよう。　
  （  　　　　　　　　　 ）

図 2を見て，次の文章の（　　）に当てはまる数字を
記入しよう。
　ローマとケープタウンは，ともに地中海性気候に属するが，
降水量が最も少なく気温が高い時期は，ローマでは（　　）月
ごろ，ケープタウンでは（　　）月ごろである。このように，
同じ気候区でも，北半球にあるローマと南半球にあるケープ
タウンとでは，気温の折れ線グラフの凹

おう

凸
とつ

が異なる。

1STEP

2STEP

3STEP

Let ' s  TRY
年較差

最暖月

最寒月

降
水
量

気
温

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃ mm

東　京 Cfa

１ ４ ７ １０月１ ４ ７ １０月１ ４ ７ １０月

（日本）

３００

２００

１００

０

年平均気温　 15.4℃
年降水量 1528.8ｍｍ

バンコク Aw
（タイ）

年平均気温　 28.9℃
年降水量 1653.1ｍｍ

ハバロフスク Dw
（ロシア）

年平均気温　 2.3℃
年降水量 663.9ｍｍ

〔理科年表 2021，ほか〕

⬆ 1 東京，バンコ
ク，ハバロフスク
の雨温図　

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃

ケープタウン Cs

１ ４ ７ １０月

３００

２００

１００

０

mm

ローマ Cs

１ ４ ７ １０月

（南アフリカ共和国）（イタリア）
年平均気温　 １５.６℃
年降水量 ７１６.９ｍｍ

年平均気温　 １６.８℃
年降水量 ５４５.８ｍｍ

〔理科年表 2021，ほか〕
➡ 2 ローマ，ケー
プタウンの雨温図　

　調べたい地域の樹木の有
う

無
む

，気温や降水量が分かれば，下の指標をもとにその地域がケッペンの気候
区分のどの気候区に属するのかを判定することができる。

世 界 の
気 候

樹林の
ない気候

樹林の
ある気候

最寒月平均気温18℃以上

最寒月平均気温
18℃未満 －3℃以上

最寒月平均気温－3℃未満
最暖月平均気温10℃以上

低温が理由で樹林なし
最暖月平均気温10℃未満

乾燥が理由で樹林なし
乾燥限界未満の降水

Ａ 気 候
熱帯

Ｃ 気 候
温帯

Ｄ 気 候
亜寒帯（冷帯）

E 気 候
寒帯

B 気 候
乾燥帯

最暖月平均気温0℃以上

最暖月平均気温0℃未満

乾燥限界の2分の1以上の降水

乾燥限界の2分の1未満の降水

s＝夏季乾燥

w＝冬季乾燥 夏の最多雨月降水量が冬の最少雨月降水量の10倍以上

f＝s, w以外
a＝最暖月平均気温が22℃以上

b＝最暖月平均気温が22℃未満

w＝冬季乾燥   夏の最多雨月降水量が冬の最少雨月降水量の10倍以上

f＝s, w以外

熱帯雨林気候

弱い乾季のある熱帯雨林気候

サバナ気候

地中海性気候

温暖冬季少雨気候

温暖湿潤気候

西岸海洋性気候

亜寒帯湿潤気候

亜寒帯冬季少雨気候

ツンドラ気候

氷雪気候

ステップ気候

砂漠気候

Af

Am

Aw

Cs

Cw

Cfa

Cfb

Df

Dw

ET

EF

BS

BW

最少雨月降水量が30mm未満かつ
冬の最多雨月降水量が夏の最少雨月降水量の3倍以上

〈乾燥限界の計算〉　年平均気温をt℃，年降水量をrmmとして
s（夏季乾燥）型：r<20t　　w（冬季乾燥）型：r<20（t+14）　　f（s, w以外）型：r<20（t+7）

最
少
雨
月
降
水
量

mm
60
40
20

年降水量（r）（y）

Af

Ａｍ
Ａｗ

1000 1500 2000 2500 mm

最少雨月降水量が60mm以上
y＝100－0.04r0

⬆ 3 ケッペンの気候区分の指標　

写真 2 は，ツバルでの食
事の準備の様子を撮

さつ

影
えい

したものである。
衣服や住居に注目して，ツバルの気候の
特
とく

徴
ちょう

を読み取ろう。
衣服や住居の特徴（  
    ）
気候の特徴（  
   ）

写真 3 は，アラブ首
しゅ

長
ちょう

国
こく

連
れん

邦
ぽう

の らくだ市
いち

の様子を撮影したもの
である。衣服や市

いち

場
ば

の商品に注目して，
アラブ首長国連邦の気候の特徴を読み取
ろう。
衣服や商品の特徴（  
    ）
気候の特徴（  
   ）

1STEP

2STEP

Let ' s  TRY

⬆ 2 ツバルでの食事の準備の様子（2009年9月）　 ⬆ 3 アラブ首
しゅ
長
ちょう
国
こく
連
れん
邦
ぽう
の らくだ市

いち
（アイン，2018年9月）　

STEP UP

市
いち
場
ば
の商品に注目！

バナナやパパイヤなど，暑い
地域の果物が売られている。

衣服に注目！
半
はん
袖
そで
で風通しがよく，涼

すず
しそ

うな衣服を着ている。

50 51

5

10

15

5

10

15

112 113
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植民地支配の影
えい

響
きょう

は，人々の生活や文化のどのようなところにみ
られるのだろうか。植民地下の統治の違

ちが

いや宗教に着目しながらみていこう。
学習課題

植民地支配の影
え い

響
きょう

を受けた生活文化
　マリのジェンネでは，モスクの前で月

げつ

曜
よう

市
いち

が開
かれ，色

いろ

鮮
あざ

やかな衣
い

装
しょう

をまとった人々でにぎわう。

この地では紀元前から人が住み，10世紀ごろからは交易の拠
きょ

点
てん

として

栄え，数々の帝
てい

国
こく

が勃
ぼっ

興
こう

・衰
すい

退
たい

を繰
く

り返
かえ

した。その繁
はん

栄
えい

をもたらした交

易は，サハラ砂
さ

漠
ばく

を南北に往来する らくだ の隊商が担
にな

っていた。しか

し 15世紀以降，アフリカ各地でポルトガルやスペイン，イギリス，フ

ランスなどによる奴
ど

隷
れい

貿
ぼう

易
えき

が行われ，その結果，労働人口は激減し，固

有の文化や社会は大きく変化した。その後，19世紀末までにほぼ全域

がヨーロッパ諸国の植民地となり，農産物や鉱産物の供給地となった。
　イギリスは各地の首長や伝統的な政治制度を利用する間接統治を進め

たため，その植民地だったガーナやウガンダ，ザンビアなどの国では，

今でも多くの王国が残っている。一方，マリやギニア，ニジェールなど

の国では，フランスが直接統治をとり，首長や伝統的な政治制度を排
はい

除
じょ

して同化政策による植民地の統治を推
お

し進
すす

めた。その結果，フランスの

植民地であった国々では，共通語としてフランス語を話す人が多く，街

並みや洋服などにも影
えい

響
きょう

がみられる。

　旧
きゅう

宗
そう

主
しゅ

国
こく

と結ぶ航空路線は多く，ヨーロッパから大勢の観光客がアフ

リカを訪
おとず

れる一方，ロンドンやパリにはアフリカからの移民が多い。

 1  

2  

 4  

3  

 5  

1  

➡ p.126

多様な民族と
それぞれの文化

　アフリカ大陸には 1600 もの民族が存在し，多く
の言語が話され，また各民族は独自の宗教や音楽，

踊
おど

りなど豊かな文化をもっている。アフリカの多くの国は 1960 年代に

独立したが，その際の国境は，植民地時代にヨーロッパの宗主国によっ

て緯
い

線
せん

や経線をもとに引かれた人
じん

為
い

的
てき

国
こっ

境
きょう

が多い。その結果，異なる言

語をもつ多くの民族をまとめあげる形で国家建設が進められ，民族の分

断や，各国内における民族間の対立・内戦が起こることもある。

　宗教については，自然や祖
そ

先
せん

霊
れい

，精
せい

霊
れい

などを崇
すう

拝
はい

する多種多様な信
しん

仰
こう

がみられる。一方，ムスリム商人がサハラ砂漠を越
こ

えて広めたイスラー

ムや，植民地時代にヨーロッパからの入植者が広めたキリスト教も信仰

されており，これらが土着の宗教と混ざって，新たな信仰の形をつくる

こともある。

　アフリカにおいて音楽の演奏は，純
じゅん

粋
すい

な娯
ご

楽
らく

としてだけではなく，踊

りと結びつき，人の誕生や成人の祝い，病人の治
ち

療
りょう

などの儀
ぎ

礼
れい

のなかで

行われる。なかでも太
たい

鼓
こ

は世界で類をみないほどに種類が多い。

6 ，➡ p.22

 7  

➡ p.106 ➡ p.111

➡ p.65 5

 8  

イギリスとフランスの植民地
における統治の違

ちが

いを，それぞれ本文か
ら書き出そう。

確認

アフリカにおいて，宗
そう

主
しゅ

国
こく

の
影
えい

響
きょう

を受けた文化と独自の文化はどのよ
うな形で残っているか，説明しよう。

説明

1 植民地支配の影
え い

響
きょう

と多様な文化

奴隷貿易　植民地　宗主国　人為的国境Key Words

1 植民地など主権をもたない非独立地域を領
有・支配する本国のこと。

⬆ 1 モスクの前で開かれる市
いち
場
ば
（マリ，ジェンネ，2007年）　現在でも定期的に市場が開かれ，各地からさまざまな物品が集まってくる。日干

しれんが と泥
どろ
でつくられたモスクは約1000人を収容できる大きさで，屋根は100本の柱で支えられている。

⬆ 3 ガーナにある王国（クマシ，2018年）　
　ガーナの内陸部で繁

はん
栄
えい
したアシャンティ王国

は，現在もガーナ政府が認める正式な王国とし
て存在しており，首長の発言は影

えい
響
きょう
力
りょく
をもって

いる。 地図帳 クマシの位置を確認しよう。

ウガンダ

ケニア

タンザニア

ヴィクトリア湖

民族集団の境界
現在の国境
バントゥー系
クシ系

スーダン系
資料なし 〔世界民族言語地図〕

0 100km

⬆ 6 人
じん
為
い
的
てき
国
こっ
境
きょう
によって分断された民族　

世界の街かど 公用語として広まったスワヒリ語

　かつてアラブ商人がアフリカ東海岸の人々と交易をしていたころ，
アラビア語と現地の言葉が混ざりスワヒリ語が生まれた。アフリカ
東部の各民族はそれぞれが異なる民族言語を話していたため，スワ
ヒリ語が共通語として広まった。独立以降，ケニアやウガンダなど
ではスワヒリ語と英語が普

ふ

及
きゅう

し，タンザニアでは国語としてスワヒ
リ語による学校教育が行われている。一方で，各地域ではスワヒリ
語や英語の使用により，民族言語を理解できない若者が増えている。

グジャラート語

スワヒリ語

アラビア語

英語

➡ 7 さまざまな言語で書かれた看板（タンザニア）　

⬆ 8 ブルンジの打楽器演奏隊　演奏は誕生や
葬
そう
儀
ぎ
などの儀

ぎ
式
しき
の一
いっ
環
かん
で行われる。

マダガスカル
モザンビーク

ドイツ領
東アフリカ

イギリス領
東アフリカ

イタリア領
ソマリランド

エチオピア

イギリス・
エジプト領
スーダン

エジプト
リビア

南アフリカ連邦

ドイツ領
南西アフリカ

ローデシア

アンゴラ

ベルギー領
コンゴ

カメルーン

ナイジェリア

リベリア

フランス領西アフリカ

スペイン領
西アフリカ

0°

イ ギ リ ス 領
フ ラ ン ス 領
ド イ ツ 領
ポ ルトガ ル 領
ベ ル ギ ー 領
ス ペ イ ン 領
イ タ リ ア 領

アフリカの独立国・
自治領

0 1000km

プッツガー歴史地図
日本語版，ほか

⬅ 4 1914年 の
アフリカ　アフ
リカ北西部には
フランス領だっ
た国が多く，ア
フリカ東部・南
部はイギリス領
だった国が多い。

0°

ザンビア

ブルンジ

ウガンダガーナ

タンザニア

ケニア

ニジェール

ギニア

マリ

洋

大

洋
ド
ン
イ

西

＊数字は写真
番号を示す

1

2
3

7 8
主な使用言語

英 語
フランス 語
ポルトガル語
アラビア語
ス ワヒリ語
そ の 他
上記以外にフランス
語も使われる国

The Statesman’s
Yearbook 2010，ほか

0 1000km

➡ 5 アフリカ諸
国の主な使用言
語　 資料活用 旧

きゅう

宗
そう
主
しゅ
国
こく
であるヨー

ロッパの国々と現
在使われている
言語の関係を図
4 と併

あわ
せて確認

しよう。

⬆ 2 らくだ市
いち
場
ば
（ソマリア，2017年4月）　ソ

マリアでは多くの人がらくだの遊牧に携
たずさ
わって

おり，保有頭数が富を象
しょう
徴
ちょう
するともいわれる。

1
章
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例
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教科書 p.122

教科書 p.51 教科書 p.112

教科書 p.130
2 3



①持続可能な社会づくりを目指し、環境条件と人間の営みとの関わりに着目して現代の地理的な
　諸課題を考察すること。
②グローバルな視座から国際理解や国際協力の在り方を、地域的な視座から防災などの諸課題へ
　の対応を考察すること。
③地図や地理情報システムなどを用いることで、汎用的で実践的な地理的技能を習得すること。

●大項目はA~Cの3つに編成されたが、中項目は地理Aの内容が生かされている。

■  学習の目的 －社会で役立つ実用的な資質・能力を身につける新科目として必履修化－

■  地理 A と地理総合の内容の比較

●  新科目「地理総合」のポイント

高校生の 地理総合
■ QRコンテンツ
　簡単な操作でGISを活用した学習ができる「アクセスWebGIS」の
　ほか、動画や用語解説、一問一答、統計資料などのデジタルコン
　テンツを収録。
＊詳細は本冊子p.68-69および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。

■ 関連教材
　�指導資料やデジタル教科書・教材、準拠ノートなどの関連教材が充実。
＊詳細は本冊子p.70-71および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。

令和5（2023）年度発刊
地総－707　
AB判　234ページ

出典：高等学校学習指導要領解説 地理歴史編

地理 A の内容 地理総合の内容
（１）現代世界の特色と諸課題の地理的考察
　 ア　地球儀や地図からとらえる現代世界
　 イ　世界の生活・文化の多様性
　 ウ　地球的課題の地理的考察

（２）生活圏の諸課題の地理的考察
 　ア　日常生活と結び付いた地図
　 イ　自然環境と防災
　 ウ　生活圏の地理的な諸課題と地域調査

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
B　 国際理解と国際協力
　（１）生活文化の多様性と国際理解
　（２） 地球的課題と国際協力
C　持続可能な地域づくりと私たち
　（１）自然環境と防災
　（２） 生活圏の調査と地域の展望

N E P A LP H I L I P P I N E S

R U S S I A

C H I N AM YA N M A R I T A L Y

B U R U N D I

A R G E N T I N A

U A E

地理総合
高校生の

G E O G R A P H Y

高
校
生
の
地
理
総
合

文部科学省検定済教科書　高等学校地理歴史科用

46 地総ー707帝国

高校生の

地理総合

左のQRコードをタブレットパソコンやスマートフォンで
読み取ると，本書の内容に関連するコンテンツを利用する
ことができます。
詳しくは，本体の５ページをご覧ください。

・�特別支援教育やユニバーサルデザイン(UD)の観点から，色覚特性に
配慮した色づかいとなるよう工夫しています。また，見やすく読みま
ちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

・�環境に配慮した森林認証紙と再生産が可能な植物油などを原料とす
るインキを使用しています。

お も し ろ い ！  わ か り や す い ！  た め に な る ！

く ら し が 見 え る 教 科 書

世界と自分のつながりがわかる

「地球的課題」
災害時に役立つ実践的な力が身につく

「防災」
地理的な知識・技能が身につく

「地図とGIS」
試し読み

関連教材

見開き構成

QRコンテンツ

世界各地のくらしが見える

「生活文化」
特色
１

特色
2

特色
3

特色
4

本冊子
p.8-15

本冊子
p.16-19

本冊子
p.20-25

本冊子
p.26-27

本冊子
p.30-67

本冊子
p.70-71

本冊子
p.28-29

本冊子
p.68-69
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地域調査の手法
からまとめ方ま
で丁寧に学べる。

３部２章

具体事例と身近
な話題で構成さ
れた本文によっ
て、地球的課題
への理解が深ま
る。

２部２章

過去の災害事例
を通して、災害
発生のしくみや、
実践的な防災行
動を学べる。

３部１章

● 「生活文化」単元では、地理学習の基礎となる学習項目はもちろん、世界各地の 
生活文化を学べる事例を充実させ、地理学習に興味や関心がわく！

●「地球的課題」や「防災」単元では、アクティビティやSKILLページで具体的に学べる！

臨場感あふれる
写真資料と本文
で、世界各地の
人々のくらしが
見える。

２部１章

さまざまな地図
から世界の結び
つきを考察でき
る。

１部２章

地図の基礎から
GISの活用方法
まで習得できる。

１部１章

世界各地の生活文化の学習をする前に、日本と 
世界の生活文化の特徴について共通点や相違点を
みいだす視点を紹介したページを設置。

地理学習の基礎をしっ かり押さえられる全体
構成

豊富な事例で理解が進む構成

事
例

事
例

本論 で基礎的な
学習項目を押さえ
られる。
事例 では、テー
マ学習を深められ
るよう、10の事
例を掲載。
本論の後ろに 事例
をまとめる構成で、
扱う 事例 を選択
しやすい。

本
　
論
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　─αϋϥҎೆΞϑϦΧ─

২ຽࢧは，現の人々のらしにさまざまな影響を与え，ͦれらの影響が現ࡏもっていることが多い。ここでは，২ຽࢧが人々の
生活や文化に与えてきた影響について，ྺ࢙や宗教，ޠݴ，産業の変化，現ࡏの結びつきなどに着目しながら，サϋϥҎೆアフリカを舞

ぶ

台
たい

にみ
ていこう。

事例 � 宗教・歴史●  ২ຽࢧの歴史と生活文化のม化　─αϋϥҎೆΞϑϦΧ─
主題 ২ຽࢧのྺ࢙は，人々の生活，宗教やޠݴといった文化にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えたのだろうか。
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　─ヨーロッパ─

現代にみられる文化や産業には，古くからの伝統が継承されてきているものも多い。ここでは，伝統の継承と人々の生活や文化との関わりに
ついて，街並みや宗教，食文化，伝統産業，結びつきの変化などに着目しながら，ヨーロッパを舞

ぶ

台
たい

にみていこう。

事例 6 宗教・歴史●❸ 伝統の継
͚ ͍

承
しΐ͏

と生活文化の関わり　─ヨーロッパ─
主題 受

う

け継
つ

がれてきた伝統や宗教は，人々の生活や文化にどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えてきたのだろうか。

B

A

118 119

学習内容に基づく主題を設置。
学習するにあたって、着目す
べきポイントがわかる。

アルプス山脈を挟んで、食文
化が異なることがわかる。

●事例として取り上げる10の地域それぞれに、生活文化を概観できるイラストマップを設置。
●楽しみながら、地域のイメージを持つことができる。

さまざまな民族が共存
していることがわかる。

興味関心をもって学習に入れる
「事例の舞台 イラストマップ」

●「イラストマップ」と事例の関係
本文の前に「イラストマップ」があることで、
事例となる地域のイメージを持つことがで
き、スムーズに学習に入ることができる。

!

イラストマップ

本文

特色
１ 世界各地のくらしが見 える「生活文化」特色
１

⬇教科書p.110 ⬇教科書 p.118、本冊子 p.44-45 試し読み
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色
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15

20

120 121

古い街並みや文化の継
けい

承
しょう

は，どのように守られてきたのだろうか。
歴史や宗教などに着目しながらみていこう。
学習課題

現代に残る
古い街並み

　ヨーロッパには歴史ある街が多く，100 年以上も前
につくられた建物が商店や飲食店などに使われ，石

いし

畳
だたみ

の道を自動車が行
い

き交
か

う。街の中心にある教会には礼拝のために人々が

出入りし，その前の広場には食料品や土
み や げ

産物
もの

を売る店が市
いち

を開いている。

冬になると，クリスマスマーケットが開かれ，クリスマスの飾
かざ

りや菓
か

子
し

などを売る店が軒
のき

を連ね，家族連れでにぎわう。

　ヨーロッパでは歴史や文化を保護しようとする意識が強く，外観を残

しながらリフォームした建物が多い。修
しゅう

繕
ぜん

を繰
く

り返
かえ

しながら保たれる歴

史的な景観により，地域固有の伝統や文化を理解しやすいことから，人々

に過去の記
き

憶
おく

を共有させる役割も果たしている。ヨーロッパには，城や

宮
きゅう

殿
でん

など繁
はん

栄
えい

の歴史を示す建物が多い。その一方で，ポーランドのワル

シャワ歴史地区のように，戦争によって破
は

壊
かい

された建物を再建して，多

くの犠
ぎ

牲
せい

と復興の歴史を今に伝える所もある。これらは世界遺産として
登録され，国を越

こ

えた人類共通の財産として保存されている。

1  

➡ p.119

 2  

生活に根づく
キリスト教

　歴史を大事にする意識と同様，ヨーロッパに暮らす
人々の生活のなかに深く根づいているのがキリスト教

である。キリスト教を信
しん

仰
こう

する人々の祈
いの

りの場として各地に教会があり，

礼拝（ミサ）のほか，結
けっ

婚
こん

式
しき

や葬
そう

式
しき

など人生に関わる出来事の舞
ぶ

台
たい

にもな

る。キリスト教独自の行事がいくつもあり，特にクリスマスやイースター

（復活祭）は多くの国で祝日となっており，家族で祝う習慣がある。

　キリスト教は各地で人々の暮らしと結びつきながら発展してきた。イ

タリアやスペイン，フランスなど南ヨーロッパではカトリックが一
いっ

般
ぱん

的
てき

であり，ステンドグラスや宗教画などで豪
ごう

華
か

に装
そう

飾
しょく

された教会には，礼

拝のために敬
けい

虔
けん

な信者が訪
おとず

れる。もともと断
だん

食
じき

前
まえ

の祭りだったカーニバ

ル（謝
しゃ

肉
にく

祭
さい

）は，今では観光行事としてにぎわっている。一方，イギリス

やドイツ北部など北ヨーロッパではプロテスタントが多く，キリストの
像を置かない簡素な教会がみられる。聖書を学ぶことが重要とされ，自

宅で信仰を深める人々もいる。また，ルーマニアやブルガリアなど東ヨー

ロッパでは正教会が主流で，イコンとよばれる聖像画に向かって祈るの
が特

とく

徴
ちょう

である。キリスト教の伝統が重んじられ，断食も行われている。

　キリスト教の宗派と同様に，ヨーロッパのさまざまな言語も，スペイ

ン語やフランス語などのラテン語派，英語やドイツ語などのゲルマン語
派，ポーランド語やロシア語などのスラブ語派の三つに大きく分けられ
る。キリスト教という共通の文

ぶん

化
か

圏
けん

を築いてきたヨーロッパでも，宗派

や言語などの違
ちが

いから地域ごとにさまざまな文化が形成されている。

3  ，➡ p.64

 4  

➡ p.144

5  キリスト教の三つの宗派と，
主に信

しん

仰
こう

されている国や地域を本文から
書き出そう。

確認

ヨーロッパ各地で古い街並み
が残されているのはなぜか，街並みを保
全する意義とともに説明しよう。

説明

1 古い街並みと
キリスト教文化

世界遺産　キリスト教　カトリック　プロテスタント　正教会　ラテン語派　ゲルマン語派　スラブ語派Key Words

⬆ 1 大聖堂前の広場で開かれるクリスマスマーケット（ドイツ，ケルン，2018年12月）　

⬆ 2 第二次世界大戦前の街並みが再現された
ワルシャワ歴史地区（ポーランド，2016年）　
　戦争によって建物の多くが破

は
壊
かい
されたが，市

民らが街並みの再現を目指して立ち上がった。
建物は，昔の写真やスケッチなどをもとにして，
れんがの ひび に至るまで丹

たん
念
ねん
に修復された。

ロシア

ウクライナ

トルコ
ギリシャ

ルーマニア

ブルガリア
イ

スペイン

フランス

ドイツ
ポーランド

イギリス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

タ
リ
ア

クロ
アチ
ア

プロテスタント
の多い地域
カトリックの
多い地域
正教会の
多い地域
イスラームの
多い地域

0 500km

1

2

4 5

＊数字は写真番号を示す
〔De Grote Bosatlas 2007，ほか〕

⬆ 3 ヨーロッパのキリスト教の宗派の分布　 地図帳 ヨー
ロッパの言語の分布との関係を確認しよう。 ⬆ 4 ステンドグラスや宗教画で装

そう
飾
しょく
された大聖堂（スペイン，レオン，2017年）　

⬆ 5 教会でイコンに向かって祈
いの
る人（ルーマニ

ア，2016年）　イコンは，教会だけでなく各
家庭にも飾

かざ
られ，アクセサリーとして身につけ

る人もいるなど，人々の暮らしに深く関わって
いる。

事
例
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各地の伝統的な食文化は，地域ごとにどのような違
ちが

いがあるのだ
ろうか。自

し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

の違いや農業に着目しながらみていこう。
学習課題

受
う

け継
つ

がれる
食文化

　ヨーロッパでは，地域ごとに異なる自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

に対応
して特

とく

徴
ちょう

ある農業が営まれ，そして地域に根ざした食

文化が発達し現在に受
う

け継
つ

がれている。食文化の伝統は料理だけでなく，

チーズやハムといった食品づくりにおいても大切にされている。それぞ

れの産地で伝えられてきた食品づくりの伝統を保護するため，ヨーロッ

パでは，原産地や製造方法を定めて，それ以外の地域では産地の地名を

名乗ることができないようにする制度が設けられている。

アルプス以南の
食文化

　地中海沿岸の南ヨーロッパでは，小麦でつくった
ピザやパスタが食

しょく

卓
たく

に並ぶ。稲
いな

作
さく

も行われており，

スペインのパエリアやイタリアのリゾットのような米料理もある。料理

にはオリーブの実からとれるオリーブオイルがふんだんに使われるほか，

トマトを加えたり，地中海の豊富な魚
ぎょ

介
かい

類
るい

を盛
も

り込
こ

んだりした料理も多

い。また，食事の際にはワインがよく飲まれる。

　地中海性気候のこの地域では，雨の多い冬に小麦を栽
さい

培
ばい

し，乾
かん

燥
そう

する

夏にワインの原料となる ぶどう や，オレンジなどの かんきつ類，オリー

ブやコルクがし といった乾燥に強い樹木作物を栽培する地中海式農業
が行われている。晴天に恵

めぐ

まれる夏には，青い空と太陽の光を求めて，

 3  

➡巻末

 1  

➡巻末

➡ p.56

5  

6  ➡ p.57，60

4  

アルプス山脈より北の地域から多くの観光客が訪
おとず

れ，地中海沿岸のリ

ゾートはバカンスを楽しむ人々でにぎわう。

アルプス以北の
食文化

　北西・東ヨーロッパでは，じゃがいも やソーセー
ジ，ビールが食卓に並ぶ。また，小麦のパンよりも

ライ麦でつくられた色の黒いパンが多い。南ヨーロッパに比べて気温は

低いが，年間を通じて雨が降ることから，寒さに強い じゃがいも やラ

イ麦などの食料用作物のほかに，大麦や えん麦
ばく

，てんさいなどの飼料

用作物の栽培と，豚
ぶた

や肉牛などの飼育を組み合わせた混合農業が発達し
てきた。豚肉を保存するためのソーセージづくりの伝統は今も受け継が

れており，ドイツやその周辺ではフランクフルトやウインナーなど，地

域ごとに味や料理方法が異なるさまざまな種類のソーセージがみられる。

　ヨーロッパでは，チーズやバターなどの乳製品の種類が豊富なのも特

徴である。デンマークやオランダ，フランス北部などには，土地がやせ

ていて穀物栽培にあまり適していない地域があり，食料用作物ではなく

牧草を栽培して乳牛を飼育する酪
らく

農
のう

が盛
さか

んである。また，大都市に近く

交通が発達した地域では，オランダのチューリップ栽培やパプリカの温

室栽培など，野菜や花
か

卉
き

などを生産する園芸農業が発達している。ヨー
ロッパから，遠く離

はな

れた日本にも航空機で新
しん

鮮
せん

な乳製品や野菜が届けら

れている。

➡ p.32 1  ，p.57 5

➡巻末

➡巻末

➡巻末

➡巻末 ➡ p.57，60

 2  

➡ p.57，60

➡ p.60

アルプス以南と以北でみられ
る伝統的な料理の例を，それぞれ本文か
ら書き出そう。

確認

食の伝統を守るために，どの
ような工

く

夫
ふう

が行われているか，説明しよ
う。

説明

2 伝統的な食文化と
地域による違

ち が

い

地中海性気候　地中海式農業　混合農業　酪農　園芸農業Key Words

その他
39.17.09.8インド
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中国
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パキスタン 3.4

カナダ 4.3

フランス 4.9アメリカ合衆国
ロシア

7.07.28.7 その他
18.4

アルジェリア 4.0

シリア 4.2
ギリシャ

トルコ

モロッコ

イタリア
スペイン
45.5％

5.0

5.0

7.88.48.710.8 その他
38.7

インド 3.7

トルコ

フランススペイン

アメリカ合衆国
イタリア
中国
16.9％

5.58.3 その他
39.8

ロシア 2.9
ポーランド 3.3オランダ 3.4

イタリア

フランス
ドイツ
12.1

アメリカ合衆国
24.7％

小 麦
7億3518万t
（2018年）

オリーブ
2156万t
（2018年）

ぶ ど う
7919万t
（2018年）

チ ー ズ
2265万t
（2014年）

〔FAOSTAT〕

⬆ 7 主な農産物の生産　

➡ 6 コルクの収
しゅう
穫
かく
（ポルトガル，

エヴォラ近
きん
郊
こう
，2003年7月）　コ

ルクがしの樹皮をはぎ，瓶
びん
の栓

せん
な

どに使う厚いコルク層を採取する。

⬅ 1 オリーブオイルやトマト，チーズなどを
使ったピザ（イタリア，ナポリ，2018年）　
　写真のピザはマルゲリータとよばれるもの
で，ナポリを代表するピザの一つである。

⬇ 2 店頭で売られるさまざまな種類のソー
セージ（ドイツ，ミュンヘン，2013年）　ドイ
ツでは，成長の早い豚

ぶた
を飼育し，冬の保存食用

に加工したソーセージやハムが食べられてき
た。

原産地でつくられ
た商品であること
を示すラベル

⬆ 3 カマンベールチーズ（フランス，2013年）　
　カマンベール村が発

はっ
祥
しょう
のチーズで，表皮が白

カビに覆
おお
われているのが特

とく
徴
ちょう
である。型

かた
崩
くず
れの

防止や過
か
剰
じょう
なカビの繁

はん
殖
しょく
の抑

よく
制
せい
などを目的に，

木製の箱に入っているものが多い。箱には原産
地でつくられたことを保証するためのラベルが
貼
は
られている。

⬆ 5 ワインの原料となる ぶどうの収
しゅう
穫
かく
（イタリア，シチリア島，カタニア近

きん
郊
こう
，

2014年9月）　イタリアは世界有数のワインの産地であり，なだらかな丘
きゅう
陵
りょう
には

広大な ぶどう畑が広がる。

カタニア

ナポリ

カマンベール

ミュンヘン

エヴォラ

海中地

海
ト
ル
バ

海

北

洋

西

大

川ウナド

川
ン
イラ

0°
20°

20°
60°

70°

50°

40°

ぶどう栽培
の北限

小麦栽培
の北限

オリーブ
栽培の北限

畑
混 合 農 業
地中海式農業
酪 農
そ の 他
（森林・放牧など）

らく のう

〔Alexander Kombiatlas 2014，ほか〕
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⬆ 4 ヨーロッパの農業　 資料活用 写真 1・ 2の都市の位置
を確認し，食文化と農業の関わりを考えよう。
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クリスマスマーケットの様子がわかる導入写真と本文によって、ヨーロッパ
の人々のくらしにキリスト教文化が根づいていることがわかる。

ヨーロッパ以南の食文化の特徴には、気候が
大きく関わっていることがわかる。

●衣食住、慣習、宗教などを通して、世界各地の生活文化の多様性を実感できる。
●世界各地の生活文化が見える臨場感あふれる写真で、地理学習への興味や関心がわく。
●帝国書院編集部が取材した写真を多数掲載。

臨場感あふれる写真資料と
具体的なくらしに触れた本文

教科書ページ 学習テーマ
p.72-83 経済発展による生活文化の変化　

ー東アジアー

p.84-93 他地域との結びつきが生活文化に与えてきた影響
ー東南アジアー　

p.94-101 ヒンドゥー教と生活文化の関わり　
ーインドー

p.102-109 乾燥地域で育まれてきた生活文化の変化
ー中央アジア・西アジア・北アフリカー

p.110-117 植民地支配の歴史と生活文化の変化
ーサハラ以南アフリカー

教科書ページ 学習テーマ
p.118-127 伝統の継承と生活文化の関わり

ーヨーロッパー

p.128-133 寒冷な気候と生活文化にみられる工夫
ーロシアー

p.134-141 産業技術の発展と生活文化の関わり
ーアメリカ合衆国ー

p.142-149 開発の歴史と生活文化の関わり
ーラテンアメリカー

p.150-157 結びつきの変化がもたらす生活文化への影響
ーオセアニアー

●本書で追究する事例一覧（全10事例）
!

特色
１ 世界各地のくらしが見 える「生活文化」

⬇教科書 p.120-123、本冊子 p.46-49 試し読み

10 11

特
色
１
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物を大切にする文化は，工業や環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

とどのように関わってき
たのだろうか。人々の考え方に着目しながらみていこう。
学習課題

物を大切にする
文化

　ヨーロッパでは，靴
くつ

やバッグ，時計などを手入れ
をしながら大切に扱

あつか

い，壊
こわ

れても修理をして使い続

ける文化が根づいている。物を長く大切に使うことが人々にとっての誇
ほこ

りであり，子や孫に受
う

け継
つ

がせることも珍
めずら

しくない。

　そのため，ヨーロッパには職人気質をもった人が多く，靴やバッグな

どの革製品をはじめ，服
ふく

飾
しょく

品
ひん

や陶
とう

磁
じ

器
き

，ガラス製品，家具，時計，楽器

など，熟練の職人によって丁
てい

寧
ねい

につくられたものが高い価値を生み出し

ている。特にイタリアでは，ボローニャやフィレンツェを中心とした地

域にブランド品をつくる中
ちゅう

小
しょう

企
き

業
ぎょう

が集まっており，地場産業として世界
的に知られている。これらの製品のなかには，今や世界的な高級ブラン

ドへと成長しているものもあり，繁
はん

華
か

街
がい

ではブランド品を買い求める観

光客の姿をよく見かける。

生活に身近な
工業製品

　ヨーロッパでは，最新の技術による優
すぐ

れた性能と洗
練されたデザインを兼

か

ね備えた，自動車や家電製品，

インテリアや食器などが，日常の暮らしに潤
うるお

いをもたらしている。これ

らの流行や生産技術は世界に発信され，高い評価を得ている。また，そ

の品質や価値は日本でもよく知られており，ドイツやフランス，イタリ

アなどから輸入された品物を所有することに あこがれをもつ人も多い。

2  

 1  

 3  

　ヨーロッパでは，18 世紀半ばにイギリスで始まった産業革命以来，

技術革新や生産の合理化などを進めながら，高い品質の工業製品がつく

られてきた。20世紀前半まではドイツ西部やフランス北東部を結ぶ重
工業三角地帯とよばれる地域で重工業が発達してきたが，20世紀後半
に医薬品や航空機などの先

せん

端
たん

技
ぎ

術
じゅつ

産
さん

業
ぎょう

が発達すると，工業生産の拠
きょ

点
てん

は

大
だい

都
と

市
し

近
きん

郊
こう

へと移っていった。現在，ヨーロッパで工業が特に発達して

いるのは，イギリス南部からドイツ西部，フランス東部を経て，イタリ

ア北部に至る青いバナナとよばれる地域で，さまざまな工業が集積して
おり，ヨーロッパで最も豊かな暮らしが実現されている。

環
か ん

境
きょう

保
ほ

全
ぜ ん

の
取り組み

　ヨーロッパでは，環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

に対する人々の関心が高く，
さまざまな取り組みが行われている。多くの国で，瓶

びん

や

缶
かん

，ペットボトルの飲料などを購
こう

入
にゅう

する際には預かり金が上乗せされ，

回収機に入れると預かり金が返金されるため，リサイクル率が非常に高

い。また，再生可能エネルギーの導入も拡大しており，太陽光発電や風
力発電が盛

さか

んである。こうした取り組みには，工業化の一方で，さまざ

まな環境問題に悩
なや

まされてきたという背景がある。例えば，早くから工

業が発達したドイツは，工場からの廃
はい

水
すい

・排
はい

煙
えん

による河
か

川
せん

の水
すい

質
しつ

汚
お

濁
だく

や

大
たい

気
き

汚
お

染
せん

，酸性雨を原因とする森
しん

林
りん

破
は

壊
かい

を経験した。ヨーロッパの国々

は現在も世界に先
さき

駆
が

けて環境に配
はい

慮
りょ

した技術や製品の開発に取り組んで

おり，ふだんの生活においても，公共交通や自転車を利用し，なるべ

く ごみ を出さない，といった行動を心がけている人は多い。

➡ p.62

 4  

➡ p.63

1   4  

6  

➡ p.177，179

➡ p.180 ヨーロッパで地場産業が発達
している背景にある文化を本文から書き
出そう。

確認

ヨーロッパで行われている環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

の取り組みについて，具体例を挙
げて説明しよう。

説明

3 物を大切にする文化
と環

かん

境
きょう

への配
はい

慮
りょ

地場産業　重工業三角地帯　先端技術産業　青いバナナ　環境保全　再生可能エネルギーKey Words

⬆ 1 高級ブランドの店が集まるアーケードで買い物を楽しむ人 （々イタリア，ミラノ，2010年）　

⬆ 2 熟練の技術者によってつくられるバッグ
（イタリア，フィレンツェ近

きん
郊
こう
，2019年）　

⬆ 3 鮮
あざ
やかで独創的なデザインの食器や生活

雑貨を販
はん
売
ばい
する店（フィンランド，ヘルシンキ，

2014年）　

　日本はファッションや食文化，芸術，スポーツなどヨーロッパの
文化を幅

はば

広
ひろ

く受け入れてきた。一方，ヨーロッパでは，近年，日本
の伝統文化として書道や柔

じゅう

道
どう

，盆
ぼん

栽
さい

が注目を集めてきているほか，
アニメーションや漫

まん

画
が

などにも強い関心が寄せられている。フラン
スで毎年開かれている「ジャパンエキスポ」では日本の文化が幅広く
紹
しょう

介
かい

されており，会場は大勢の参加者で熱気に包まれている。

ヨーロッパと日本の文化交流JAPAN

ウィーン

プラハ

ハンブルク

ミュンヘン

ローマ

ミラノ

フィレンツェ

トリノ

ジュネーヴ

フライブルク

バーミンガム
ロンドン

ロッテルダム

パリ

マルセイユ

マドリード

トゥールーズ

バルセロナ

青いバナナ

重工業三角地帯

ロレーヌ

ルール

主な工業地域
石 油 精 製
航空機組み立て
自 動 車

衣 　 服
革 製 品
時 計

0 500km

〔Diercke Weltatlas 2008，ほか〕

川
ン
イラ

イタリア

スペイン

フランス

ドイツ

イギリス

⬆ 4 ヨーロッパ中心部の工業　 資料活用 ヨーロッパの工業の
中心はどの辺りだろうか。

➡ 5 大勢の人でにぎ
わうジャパンエキス
ポの会場（フランス，
パリ近

きん
郊
こう
，2016年）　

　アニメーションや
漫
まん
画
が
，ゲームのキャ

ラクターに扮
ふん
した人

も多い。

1 EU（→ p.126）のシンボルである青色と，
この地域を地図で見たときの形がバナナに似て
いることにちなんでいる。

⬆ 6 環
かん
境
きょう
先
せん
進
しん
都
と
市
し
とよばれるフライブルクの

住宅街（ドイツ，2015年）　住宅の壁
かべ
には熱を

逃
に
がしにくい断熱材が用いられ，屋根には太陽

光パネルが取りつけられている。また，街の中
心部への自動車の乗り入れが禁止されており，
路面電車や自転車がよく利用されている。
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5
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伝統や価値観を共有する国々が一つにまとまることで，人々の生
活はどのように変化したのだろうか。国境の自由化に着目しながらみていこう。
学習課題

国境を越
こ

えた
日常の暮らし

　ヨーロッパでは，国境を自由に行き来する暮らしが
実現されており，国内旅行の感覚でほかの国を訪ねる

ことができる。国ごとに定められる消費税率の違
ちが

いによって同じ商品で

も価格に差があることから，国境を越
こ

えて隣
となり

の国に買い物へ行くことも

日常的に行われている。また，国によって賃金水準が異なるため，隣の

国へ通勤する人も多い。ヨーロッパのほかの国の大学への留学も盛
さか

んで，

大学にはさまざまな国の出身者が集まっている。

　27の国が加盟するヨーロッパ連合（EU）では，多くの国で自由に国境
を往来できるシェンゲン協定が実

じっ

施
し

されており，単一通貨ユーロが半数
以上の加盟国で流通している。ヨーロッパの国々がEUとしてまとまろ

うとする背景には，絶えず戦争を繰
く

り返
かえ

してきた歴史がある。第二次世

界大戦後，国の枠
わく

を越えた協力関係が強化され，伝統や価値観を共有す

る EU加盟国が一体となって地域全体の平和と発展を目指している。

生活に身近な
外国人

　ヨーロッパでは，さまざまな職場で多くの外国人が
働いており，ヨーロッパ以外の地域出身の外国人を目

にすることも多い。ドイツやフランスなどの西ヨーロッパの国々は，

1960 年代の経済成長期に，労働者不足を補うため，トルコや北アフリ

1  

European Union，➡ p.27

Schengen Agreement 1  Euro

3  

カなどから多くの外国人労働者を受け入れてきた。また，植民地と宗
そう

主
しゅ

国
こく

のつながりによって多くの移民がヨーロッパにやってきたことや，紛
ふん

争
そう

から逃
のが

れてきたアフリカや西アジアなどからの難民が増えたことも，
ヨーロッパでの外国人の増加につながった。2000 年代に経済水準が

EU平均を下回る東ヨーロッパの国々が EUに加盟したことで，加盟国

間の経済格差はいっそう大きくなった。そのため，賃金の低い東ヨーロッ
パから高い賃金を求めて西ヨーロッパ諸国に出

で

稼
かせ

ぎや移住をする人々が

増えており，特に就業の機会が多いドイツへの移動が目立っている。

共生に向けた
取り組み

　伝統を重んじる EUにおいて，ムスリムの移民や各
地からの難民が増えたことで，異なる生活文化や価値

観をもつ人々との共生が大きな課題の一つになっている。イギリスでは

移民や難民が増加し，EU加盟に伴
ともな

う財政の負担に対して国民の不満が

高まっていたこともあり，独自の経済を発展させるために，EUからの

離
り

脱
だつ

の是
ぜ

非
ひ

を問う国民投票が実施された。その結果，イギリスは 2020

年 2月に初めて EUから離脱した国となった。ほかの EU加盟国でも，

EUよりも自国の経済の発展や社会の安定を優先するべきという声が高

まっており，外国人を排
はい

除
じょ

する風潮も目立ってきている。その一方で，

移民や難民に言語を教えるなど外国人を支
し

援
えん

する個人や団体もあり，共

生に向けた取り組みが行われている。

➡ p.33

➡ p.112

 4  

➡ p.64，106

5  

ヨーロッパが統合を進めてき
た背景を本文から書き出そう。

確認

世界各地から多くの外国人が
ヨーロッパに向けて移動してくる理由と
外国人の増加による課題を説明しよう。

説明

4 地域統合と
生活の変化

ヨーロッパ連合（EU）　シェンゲン協定　ユーロ　外国人労働者　移民　
難民　経済格差Key Words

駅の時刻表

バルセロナ（スペイン）

チューリヒ（スイス）

⬆⬅ 1 国際列車が発着するパリのリヨン駅（フランス，2018年）　シェンゲン協定が実
じっ
施
し
され

る前は，国際列車のなかでパスポートによる審
しん
査
さ
が行われていたが，現在は審査を受けることな

く移動することができる。

世界の街かど

直面する異文化との融
ゆう

和
わ

　ムスリムにとってイスラームの信
しん

仰
こう

は生活の一部であり，豚
ぶた

肉
にく

を食べない，
女性は肌

はだ

や髪
かみ

を隠
かく

す，といった特有の
生活様式によって，自分がムスリムで
あると自覚している。しかしヨーロッパ
の国々では，ムスリムの女性の服装を
規制する動きが強まっている。それで
もヨーロッパに暮らすムスリムは増え
続けており，考え方が異なる人々との
共生が強く求められている。

⬇ 2 ヨーロッパ各地で見かけるケバブの
店（ドイツ，ベルリン，2010年）　ケバブ
には，鶏

とり
肉
にく
や牛肉，羊肉が使われる。豚

ぶた

肉
にく
を使わないため，ムスリムは安心して

食べられる。

1 協定を実
じっ

施
し

した国どうしでは，国境でのパ
スポートや身分証の提示なしで自由に行き来で
きる。2020 年現在，EU 加盟 22 か国に，ア
イスランド・スイス・ノルウェー・リヒテンシュ
タインの非 EU加盟 4か国を加えた計 26か国
がこの協定を実施している。

⬆ 5 ドイツ語を学ぶ難民の子どもたち（ドイ
ツ，ベルリン近

きん
郊
こう
，2016年）　ドイツは難民

や移民の受け入れに前向きな国の一つであり，
ドイツ語の学

がく
習
しゅう
支
し
援
えん
活
かつ
動
どう
がボランティアらに

よって行われている。

ス

ー
ェ
ウ
ル
ノ

ウ
ェ
ー
デ
ン

イ
タ
リ
アスペイン

ポ
ル
ト
ガ
ル

ギリシャ

イギリス

ベ
ル
ギ
ー

キプロス
＊2

＊1

マルタ

ハンガリー

ブルガリア
クロアチア

ルーマニア

スロバキアチェコ

スイス

ポーランド

リトアニア

ラトビア

エストニア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

デンマーク

アイスランド

オランダ
アイルランド

ドイツ

フランス

ルクセンブルク

オーストリア

（西ドイツ）

（東ドイツ）

ス
ロ
ベ
ニ
ア

EU加盟のユーロ
導入国
シェンゲン協定
実施国
じっ し こく

り だつこく

ほっそく

2000年代以降の
加盟国

1990年代の
加盟国

1970～1980年
代の加盟国

EC発足当時の加盟
国（1967年）

2020年の離脱国

＊1 イギリスは2020年に離脱
＊2 キプロスについては，北部地

域は正式に加盟していないが，
一国として扱っている

（2020年）0 500km500km

⬆ 3 EU加盟国の拡大　2020年現在，
ユーロは19か国で導入されている。

インドか
ら

イラクから

中国か
ら

中国か
ら

イギリス

ブルガリア

トルコ

ハンガリースイス

モロッコ

アルジェリア

ルーマニア

イタリア

ポーランドドイツ

スペイン

フランス

ギリシャ

セルビア

チェコ

アチ
アロ

ク

40000ドル以上
20000～40000
10000～20000
10000ドル未満
資料なし

1人あたりのGNI
（国・地域別）（主に2019年）

外国人の移動
（2008～2017年累計）
100万人以上
50万～100万人
20万～50万人

＊日本は41690ドル

るいけい　

0 500km 〔International Migration Outlook 2019，ほか〕
➡ 4 ヨーロッパの経済格差
と外国人の移動 WebGIS 　

受
う

け継
つ

がれてきた伝統や宗教は，人々の生活や文化にどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えてきたのか，ヨーロッパを例に説
明しよう。

事例の
振り返り
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●衣食住、慣習、宗教などを通して、世界各地の生活文化の多様性を実感できる。
●世界各地の生活文化が見える臨場感あふれる写真で、地理学習への興味や関心がわく。
●帝国書院編集部が取材した写真を多数掲載。

臨場感あふれる写真資料と
具体的なくらしに触れた本文

最後に、受け継がれてきた伝統や宗教と
人々のくらしのつながりをまとめられる。

ヨーロッパで世界的に有名なブランドなどを
生む地場産業が発達している背景には、物を
大切にする文化が影響していることがわかる。

書道や盆栽、アニメーションや漫画など、日本の文化がヨーロッパで受け入れられていることがわかる。

教科書ページ テーマ
p.29 日本のTPP11協定への加盟と生活への影響

p.81 経済的な結びつきが強い中国と日本

p.88 ビジネス化するハラール

p.101 日本の地下鉄技術が変えた生活

p.109 遺跡のロマンを支える日本の技術

p.117 日本からアフリカへ伝える「カイゼン」

教科書ページ テーマ
p.125 ヨーロッパと日本の文化交流

p.132 交流を深めるロシアと日本

p.137 独自の進化を遂げた日本食

p.145 ラテンアメリカの日系人

p.157 日本人建築家が設計に携わった
紙の大聖堂

●日本と世界との結びつきの事例を紹介するコラム「JAPAN」一覧（全11テーマ）
!

⬇教科書 p.124-127、本冊子 p.50-53 試し読み

特色
１ 世界各地のくらしが見 える「生活文化」

12 13

特
色
１
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70 71

食文化における
共通点と相

そ う

違
い

点
て ん

世界の温暖で降水量が多い地域と同様に，日本で
は古くから稲

いな

作
さく

が行われ，米が主食とされてきた。

また，国土が海に囲まれ，豊かな自然が広がる日本では，多様な食材が

手に入る。世界で魚
ぎょ

介
かい

類
るい

を食べる人は多いが，すし や刺
さし

身
み

など魚を生で

食べる習慣はあまりみられない。一方で，素材を生かした料理である和

食は，海外でも評価されており，ユネスコの無形文化遺産に登録された。

　日本では，仏教の影
えい

響
きょう

から江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

までは肉食が避
さ

けられていたが，

明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

に肉食を含
ふく

む欧
おう

米
べい

の食文化が伝わり，現在では食生活における

宗教の影響はほとんどない。世界には，豚
ぶた

肉
にく

を食べることや飲酒が禁じ

られたムスリムや，神聖な動物である牛の肉を食べず，さらには不
ふ

殺
せっ

生
しょう

の教えから菜食主義者も多いヒンドゥー教徒がおり，そこには相
そう

違
い

点
てん

が

多いようにみえる。しかし，ムスリムやヒンドゥー教徒も鶏
とり

肉
にく

や羊肉，

魚などは食べており，日本の食生活との共通点も多い。

第二次世界大戦以降，日本ではパン食の拡大によって米の消費量が減

り，グローバル化のなかで果物や嗜
し

好
こう

品
ひん

の多くを海外から輸入するよう

になるなど，食文化の違
ちが

いはさらに縮まりつつある。こうしたなか，日

本では食の安全や地元の農家を守る動きもあり，現在は地産地消，すな

わち地域の食材を意識的に食べることが推
すい

奨
しょう

されている。

➡ p.24

1 1  ，➡ p.33

➡ p.169

2  

文化や習慣にみられる
共通点と相

そう

違
い

点
てん

　グローバル化の影響で文化面での共通点は
増えてきているが，現在でも日本では独自の文

化や習慣が各所に残っている。例えば，住宅内で靴
くつ

を脱
ぬ

ぐ，湯船を共有す

るといった古くからの習慣，盆
ぼん

栽
さい

や茶の湯といった芸術や文化は外国人の

目には興味深く映るだろう。茶の湯から生まれた「おもてなし」の文化は，

現在も日本人に受
う

け継
つ

がれている。一方，漫
まん

画
が

やアニメーション，それら

のキャラクターに扮
ふん

するコスプレなどのサブカルチャーも，日本から世界

へ発信されて共通の人気を集めており，新たな日本のイメージを生んでいる。

日本には，6世紀半ばに仏教が，16世紀にキリスト教が伝わった。グロー

バル化が進んだ現在では，世界のさまざまな宗教を身近に感じることが

できる。例えば，年末に多くのキリスト教徒と同じくクリスマスを楽しみ，

一方で大
おお

晦
み そ か

日と正月にはアジアの多くの人々と同じく寺院などへ参拝に

出かける。仏教にまつわるお盆
ぼん

の墓参りや，七五三などの年中行事も多

くの人が経験してきていることだろう。このように，日本には世界の宗教

や文化から取り入れた習慣や行事も多い。その背景には，さまざまな物

事には「八
や お よ ろ ず

百万の神
かみ

」が宿るという，神
しん

道
とう

にも通じる日本独特の神の理解

があるといわれる。この考え方から，物を捨てずに大切にしようとする

文化も育まれ，「もったいない」という言葉は世界で共有化されつつある。

6  

➡ p.125 5

3  

4  5  

2

・�日本で続く古くからの習慣にはどのよ
うなものがあるだろうか。

・�日本において，宗教を背景とした習慣
や行事にはどのようなものがあるだろ
うか。

・�文化や習慣にみられる日本と世界の共
通点・相

そう

違
い

点
てん

には，どのようなものが
あるだろうか。

視点

・�自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

から影
えい

響
きょう

を受けた食文化には
どのようなものがあるだろうか。
・�グローバル化の影響で食はどのように
変化したのだろうか。
・�食文化における日本と世界の共通点・相

そう

違
い

点
てん

には，どのようなものがあるだろうか。

視点

⬆ 1 イギリスにある回転ずし店（ロンドン，2008年）　和食のなかでも すし は，その国や地域の人の好みに合わせて形を変え，世界中で愛され
ている。

⬆ 2 地元の京野菜を売る市
いち
場
ば
（京都府，京都市，

2014年）　

⬆ 3 クリスマスのイルミネーションを楽しむ人 （々東京都，渋
しぶ
谷
や
区
く
，2019年12月）　

⬆ 4 神社で初
はつ
詣
もうで
をする人 （々東京都，千

ち
代
よ
田
だ
区
く
，2020年1月）　 ⬆ 5 大

おお
晦
み そ か
日に寺で鐘

かね
をつく人 （々岡山県，倉

くら
敷
しき
市
し
，2018年12月）　

⬆ 6 茶
さ
道
どう
を体験する留学生（京都府，京都市，

2008年）　

1 和食の特
とく

徴
ちょう

として，多様で新
しん

鮮
せん

な食材とそ
の持ち味の尊重，健康的な食生活を考える栄養
バランス，自然の美しさや季節の移ろいの表現，
正月などの年中行事との密接な関わり，が挙げ
られる。

2 川や森，岩といった自然や，雨や雷
かみなり

といっ
た自然現象を敬うことから生まれた，日本独自
の宗教のこと。教祖や教典はない。

5
節
生
活
文
化
と
地
理
的
環
境

1
章

● 日本と世界の生活文化における共通点や相違点をみいだすための視点を示した、
事例を学ぶうえでのヒントとなるページを設置。

日本の生活文化と比較して、
世界各地の人々のくらしの特徴がわかる

● の効果的な使い方
!

教科書 p.69-71 で身につけた日本
と世界を比較する視点をもとに、世
界各地の生活文化を学習。

日本と世界の生活文化を比較しなが
ら学習を進めることで、理解がさら
に深まる。

⬇教科書 p.70-71、本冊子 p.42-43 試し読み

日本の年中行事は、世界各地のさまざまな
生活文化と関係していることがわかる。

具体的な事例を通して、日本と世界の
食文化の共通点や相違点がわかる。

特色
１ 世界各地のくらしが見 える「生活文化」
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特
色
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4
節 
感
染
症
・
衛
生
問
題
　

2
章

感
かん

染
せん

症
しょう

はこれまでどのように解決が図
はか

られてきたのだろうか。グ
ローバル化や衛

えい

生
せい

環
かん

境
きょう

に着目しながらみていこう。
学習課題

世界中に拡大する
感
か ん

染
せ ん

症
しょう

　航空機などの交通機関が発達し，グローバル化
が進んだ現代では，人や物資の移動は迅

じん

速
そく

かつ活

発になり，感
かん

染
せん

症
しょう

は以前と比べものにならない速さで広がるようになっ

た。2009 年にメキシコとアメリカ合衆国南部で発生が確認された新型

インフルエンザは，短期間で日本を含
ふく

め世界中に拡大した。2014 年に

は西アフリカ諸国，2019 年にはコンゴ民主共和国でエボラ出血熱が流

行し，世界への拡大が懸
け

念
ねん

された。また，2019 年末には新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）が中国で報告され，3か月ほどの間で世界

各地に拡大し，国際的な協力体制の重要性を世界の人々に認識させた。

世界保健機関（WHO）は，このような感染症の流行について常時監
かん

視
し

し，

各国と協力して流
りゅう

行
こう

状
じょう

況
きょう

の把
は

握
あく

や検
けん

疫
えき

などの対策をとっている。

人間と感染症
との闘

たたか

い
　人類は１万年ほど前に狩

しゅ

猟
りょう

・採集から農耕や牧
ぼく

畜
ちく

に
移行し，生産される食料が増えるにしたがって，地球

上の人口は増加した。人々が寄り集まって集団を形成し，人口密度の高

い都市を形成するようになると，感染症が出現した。動物，とりわけ家

畜と人間との密接な接
せっ

触
しょく

が日常的になることで，それまで動物が保有し

➡ p.30

1

World Health Organization

2  

ていた病
びょう

原
げん

菌
きん

が人間にうつり，感染症を引き起こすようになった。過去

には，灌
かん

漑
がい

用
よう

の水路や池に発生した蚊
か

に血液を吸われることで感染する

熱帯地域に多いマラリアや，貯蔵する食料に集まるネズミによってユー

ラシア大陸全土に広がったペストなどが流行した。本来，動物に寄生し

ていた病原菌が人間の病気となり，動物と人間の両方に感染するように

なったことから，これらは人
じん

獣
じゅう

共
きょう

通
つう

感
かん

染
せん

症
しょう

とよばれる。

　15～17 世紀の大航海時代には，ポルトガルやスペインによって南北

アメリカ大陸に天
てん

然
ねん

痘
とう

や はしか，インフルエンザが持
も

ち込
こ

まれ，免
めん

疫
えき

をもたない多くの先住民が死亡した。感染症は，歴史的に振
ふ

り返
かえ

ると，

社会を変えてしまうほどの影
えい

響
きょう

を人類に与
あた

えてきた。

水とトイレによる
衛生問題

　サハラ以南アフリカや南アジア，東南アジアに
おける都市のスラムや農村では，ごみが道路や側

そっ

溝
こう

に放置されていたり，地面に穴を掘
ほ

っただけのトイレが庭や空き地に

つくられ，トイレの周囲や路上などに排
はい

泄
せつ

物
ぶつ

が散乱していたりすることが

ある。簡易的なトイレでは完全なくみ取りは難しく，雨水が入ることで排

泄物があふれたり，地下にしみこんで地下水を汚
お

染
せん

したりする。汚染さ

れた地下水が井戸を経由して飲み水に使われることで，住民の間でコレ

ラや赤
せき

痢
り

などの感染症が流行することもある。安全な水の確保やトイレ

の普
ふ

及
きゅう

など衛
えい

生
せい

環
かん

境
きょう

の改善に向け，国際的な取り組みが行われている。

➡ p.145

➡ p.101，116，149，170

 3  

5

6

これまでにどのような感
かん

染
せん

症
しょう

が出現したか，本文から書き出そう。
確認

新型コロナウイルス感染症が
世界的に流行した要因を，グローバル化
に着目しながら説明しよう。

説明

1 広がる感
か ん

染
せ ん

症
しょう

と
衛生問題

感染症　世界保健機関（WHO）　スラムKey Words

感
かん

染
せん

症
しょう

・衛生問題に関連する三つ目の目標
を p.163 図 2から選んで，番号を書き入
れてみよう。

関連する SDGsの目標

4 節 感
か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題
主題 私たちは，広がりを増す感染症・衛生問題とどのように向き合う必要があるのだろうか。

⬆ 1 イタリアの空港で新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
（COVID-19）の検査を受けるスペインからの渡

と
航
こう
者
しゃ
（ローマ，2020年8月）　新型コロナウイ

ルスの影
えい
響
きょう
で，これまで自由に行き来できたEU諸国（→p.126）間の移動の際に検査が必要となった。

　新型コロナウイルスの感
かん

染
せん

拡
かく

大
だい

に伴
ともな

い，世界や日本で感染経路に関する情
報が注目されるようになった。日本を
はじめ各国では，GIS（→p.14）の技術を
使って感染拡大の現状を示したり，GPS
の情報を用いて感染者の行動経路や感
染者との接

せっ

触
しょく

の有
う

無
む

を確認するアプリ
が開発されたりと，感染症に関する地
理情報が活用された。一方で，個人情
報保護に関する慎

しん

重
ちょう

な意見も出ている。

クローズアップ
新型コロナウイルスと地理情報

これから新たな感
かん

染
せん

症
しょう

が流行した場合，どのような対処をしていけばよいのだろうか。あなた自身ができるこ
とと，国のレベルで行うべきことを分けて説明しよう。

節の
振り返り

イラク
43%

タンザニア
26%

コロンビア
18%

ニジェール
16%

75%以上
50～75
25～50
0～25%
資料なし＊

衛生的なトイレを
利用できる人の割合
（国・地域別）
（主に2020年）

＊ほかの世帯と共有せず衛生的なトイレを利用できる
人の割合であるため，トイレがほかの世帯と共有で
あることが一般的な国・地域の統計は含まない 〔ユニセフ・WHO資料〕

⬅ 3 衛生的なトイレを利用できる人の割合　
　衛生的なトイレとは，屋根があり，便

べん
槽
そう
がコ

ンクリートで固められ，排
はい
泄
せつ
物
ぶつ
が地下水に入ら

ず，くみ取れるものをいう。
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（主に2018年）〔WHO資料〕

⬅ 4 １万人あたりの医師の数　
　発

はっ
展
てん
途
と
上
じょう
国
こく
では人口あたり

の医師の数が極
きょく
端
たん
に少なく，

先進国では予防・治
ち
療
りょう
ができ

る病気でも死に至ることがあ
る。

コレラによる死者
井戸

0 200m

⬆ 5 イギリスで流行した感
かん
染
せん
症
しょう
コレラの調

査で作成された地図（ロンドン，1854年）　
　医師ジョン=スノーはコレラ患

かん
者
じゃ
の広がり

を地図化し，原因および感染経路となった井
戸を突

つ
き止

と
め，コレラ終息に貢

こう
献
けん
した。

⬆ 6 トイレ後の手洗いの重要性を教えるJ
ジャイカ
ICA

海外協力隊（エチオピア，2012年）〔今村健志朗〕　

（2021年1月閲覧）

⬆ 2 WHOのウェブサイトに公開された
世界の新型コロナウイルス感

かん
染
せん
者
しゃ
数
すう
　

生徒自身の身近な話題を扱った本文

教科書ページ 節タイトル
扱っている主な事例

p.164-167 人口問題
ニジェール/デンマーク/日本

p.168-169 食料問題
発展途上国/先進国/日本

p.170-173 都市・居住問題　
リオデジャネイロ/ロンドン/日本

p.174-175 感染症・衛生問題　
新型コロナウィルス感染症/水とトイレ

p.176-179 資源・エネルギー問題　
日本/EU各国/ブラジル

p.180-183 地球環境問題　
廃棄物問題/熱帯林の減少/地球温暖化

●「地球的課題」テーマ一覧（全6テーマ）
!

● 生徒自身の身近な話題から、世界と日本のつながりまでイメージができる本文。
地球的課題を自分事として理解できる。

生徒にとって身近でかつ最新の話題である
新型コロナウイルス感染症を切り口に、地
球的課題は一国では解決できないことがわ
かる。

学習した内容を通して、生徒自身ができる
ことを考えられるようになっている。

感染症・衛生問題が、どのSDGsの
目標と関連しているか考えることが
できる。

⬇教科書 p.174-175、本冊子 p.56-57 試し読み

特色
２ 世界と自分のつながりが わかる「地球的課題」

16 17

特
色
２



1・2節　人口問題，食料問題（p.164～169）
☆　アジアやアフリカでは ①   とよばれる急激な人口増加の状態にある国が多い一方，
　　日本を含

ふ く

む先進国では出生率の低下と平
へ い

均
き ん

寿
じ ゅ

命
みょう

の伸
の

びによって ②   が進んでいる。
☆　発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

では人口増加に食料供給が追いつかず，これに自然災害や紛
ふ ん

争
そ う

などの政治的混乱が重なり，
　　③   が起こる場合もある。
☆　食料問題の解決に向けては，発展途上国と先進国が協力して，新しい農業技術を開発したり，
　　④   のように販

は ん

売
ば い

方
ほ う

法
ほ う

を工
く

夫
ふ う

したりすることが考えられる。

3・4節　都市・居住問題，感
か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題（p.170～175）
☆　先進国の都市部では，⑤   や鉄道路線の拡

か く

充
じゅう

が進んで，人々が郊
こ う

外
が い

の住宅地に
　　移り住むようになり，1960年代から 1980年代にかけて ⑥   現象が急速に進んだ。
☆　高所得層や若い人々が流出した大都市では，都市機能が低下する ⑦   問題が生じている。
☆　大都市には，インフラの整備が行き届かず，居

き ょ

住
じゅう

環
か ん

境
きょう

の悪い ⑧   が形成されることがある。
☆　 衛生的なトイレの普

ふ

及
きゅう

が行き届いていない都市の ⑧ や農村では， 
⑨   や赤

せ き

痢
り

などの感
か ん

染
せ ん

症
しょう

が流行することもある。
☆　 感染症の流行の際には国際的な協力体制が必要であり， 
⑩   が対策をとっている。

5 節　資源・エネルギー問題（p.176～179）
☆　石油は欧

お う

米
べ い

の ⑪   が独
ど く

占
せ ん

的
て き

に開発してきたが，これに対して産油国では
　　⑫   の動きが高まり，1960年に ⑬   が結成された。
☆　1970年代の ⑭   による原油価格の高

こ う

騰
と う

や地球温暖化の問題を受けて，
　　自然の力をエネルギー源とする ⑮   への転

て ん

換
か ん

が進められるようになった。
☆　 ブラジルでは さとうきび を原料とし，ガソリンの代

だ い

替
た い

にもなる ⑯   の生産と利用が
推進されている。

6 節　地
ち

球
きゅう

環
か ん

境
きょう

問
も ん

題
だ い

（p.180～183）
☆　不適切に廃

は い

棄
き

されたプラスチックごみ が海を漂
ひょう

流
りゅう

し，国境を越
こ

えた ⑰   を引き起こしている。
☆　熱帯林は多様な樹種から構成される森林であり，⑱   が高く，種の宝庫となっている。
☆　化石燃料の燃

ね ん

焼
しょう

によって排
は い

出
しゅつ

される二酸化炭素などの ⑲   の濃
の う

度
ど

が上
じょう

昇
しょう

し，
　　それに伴

ともな

い地表の気温や海水の温度が上昇する ⑳   が進行している。
☆　⑳ に対し，多国間の国

こ く

際
さ い

的
て き

枠
わ く

組
ぐ

みである ㉑   が 2015 年に採
さ い

択
た く

された。
☆　 地球規模の課題に直面した今，㉒   の実現に向けて， 
国際的な協力関係の構築が求められている。

　「人口問題」，「食料問題」，「都市・居住問題」，「感
か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題」，「資源・エネルギー問題」，「地
ち

球
きゅう

環
か ん

境
きょう

問
も ん

題
だ い

」は，
それぞれどのように解決していけばよいのだろうか。解決に向かうためのキーワードをそれぞれ 2～3選び，線で
つなごう。一つのキーワードが複数の問題につながることもある。2 部 2章を振

ふ

り返
かえ

ってみよう！ 教科書の本文を参考に，次の文章に適切な語句を記入しよう。1

2 部 2章で学習したことを生かして考えてみよう！2 解答は
コチラ！

A～ Cにあなたの考えを書
か

き込
こ

もう。
A． あなた自身の生活のなかから，「人口問題」，「食料問題」，「都市・居住問題」，「感

か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題」，「資源・エ
ネルギー問題」，「地

ち

球
きゅう

環
か ん

境
きょう

問
も ん

題
だ い

」といった地球的課題につながる物事を探してみよう。
B． 　 に挙げたキーワードのなかから解決策になりうると考えるものを一つ選ぼう。
C． B についてなぜそう思ったのか，理由を説明しよう。

私の生活のなかで地球的課題につながる物事は，

A．  である。

これを解決するキーワードとして，

B．  を挙げたい。

なぜなら，

C．  からである。

2

地球的課題の解決策をあなたの生活に当てはめて考えてみよう！ 3

まとめ
2 部 2章の

地球的課題と国際協力 Let's TRY!

解決に向かうためのキーワード地球的課題解決に向かうためのキーワード

フェアトレード

省エネルギー

教育の機会

フードバンク

インフラの整備

パリ協定

再生可能エネルギー

地産地消

工場跡地や旧市街の再開発

育児支援制度

ワクチン開発・接種

パークアンドライド

人口問題

食料問題

都市・居住問題

感染症・衛生問題

資源・エネルギー問題

地球環境問題

　　　　あと ち

ブラジルの湿原
（パンタナール）

しつげん

高層ビルとスラム

184 185

“自分事”として、地球的課題と
国際協力をまとめられるページ

● 単元の部や章の終わりにまとめページを設置。
● 教科書に直接書き込める構成なので、宿題やワークとしても活用できる。

学習したキーワードを糸口に、地球的
課題について見方・考え方を働かせて
思考力・判断力を養うことができる。

課題別の穴埋め形式。キーワードを確認する
ことで、地球的課題の概要を整理できる。

生徒自身の日常生活を題材にした問い
を考えることで、地球的課題を“自分
事”として表現することができ、世界
と自分のつながりを実感できる。

ページ テーマ
p.34-35 　1部のまとめ

　地図や地理情報システムでとらえる現代世界

p.66-67
　2部1章のまとめ①
　生活文化の多様性と国際理解
　（地形、気候、産業、宗教・民族・言語）

p.158-159 　2部1章のまとめ②　
　生活文化の多様性と国際理解（追究事例）

p.184-185 　2部2章のまとめ
　地球的課題と国際協力

p.210-211 　3部1章のまとめ
　自然環境と防災

●書き込みながら学習項目を整理できる
　「まとめページ」一覧（全5テーマ）

!

特色
２

⬇教科書 p.184-185、本冊子 p.58-59 試し読み

世界と自分のつながりが わかる「地球的課題」

18 19

特
色
２
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地
震
・
津
波
・
火
山
災
害
と
防
災

1
章

海洋プレートが沈
しず

み込
こ

むと，大陸プレートも引きずられて ひずみ がたまり，限界に達すると，大
陸プレートが跳

は

ね上
あ

がって地震が発生する。発生周期は，およそ数十年から数百年。

■津
つ

波
なみ

のしくみ
津波は，一

いっ

般
ぱん

的
てき

に，海
かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

の発生に伴
ともな

う大陸プレー
トの跳

は

ね上
あ

がりによって，海底が隆
りゅう

起
き

したり沈
ちん

降
こう

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

くず

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

クローズアップ 地
じ

震
しん

や津
つ

波
なみ

が発生するしくみ

■地
じ

震
しん

のしくみ
●①海

かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

海洋プレートの沈
しず

み込
こ

みによる圧力で大陸プレートの内部に ひずみ がたまって活断層がずれ動き，
地
じ

震
しん

が発生する。発生周期は，およそ数百年から数十万年。震源は地下十数 kmと浅いことが多い。
●②直

ちょっ

下
か

型
がた

地
じ

震
しん

1 地
じ

震
し ん

・津
つ

波
な み

の
しくみと被

ひ

害
が い

地
じ

震
しん

による揺
ゆ

れの大きさの違
ちが

いは，なぜ生じるのだろうか。地震
が発生する場所や震

しん

源
げん

からの距
きょ

離
り

に着目しながらみていこう。
学習課題

地
じ

震
し ん

の種類と
被
ひ

害
が い

の特
と く

徴
ちょう

　地
じ

震
しん

は，プレートの沈
しず

み込
こ

みや衝
しょう

突
とつ

により力を加え
られた地

ち

殻
かく

が ひずみを蓄
ちく

積
せき

し，ひずみが一気に解放

されるときに生じる。主に二つのプレートの境における ずれ によって

起こる地震は海
かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

とよばれ，2011 年の東北地方太平洋沖地震の

ような巨
きょ

大
だい

地震を引き起こす。一方，単一のプレートのなかにある活断
層の ずれ によって起こる地震は直

ちょっ

下
か

型
がた

地
じ

震
しん

とよばれ，1995 年の兵庫

県南部地震のように，相対的に狭
せま

い範
はん

囲
い

で被
ひ

害
がい

をもたらす。

地震が発生した場所（震
しん

源
げん

）における地震の大きさは，マグニチュード
（M）で表される。マグニチュードの値が 1大きくなると，地震のエネ
ルギーは約 32倍になる。また，地震による各地点の揺

ゆ

れを示す指標が

震
しん

度
ど

であり，この大きさが，実際の被害の種類や規模と対応する。マグ

ニチュードが大きくても，震源が深かったり遠かったりすれば，震度は

小さくなる。地震の際には，土地の揺れや液状化現象による建物の倒
とう

壊
かい

，

火気が建物やガスに移ることによる火災，山間部での崖
がけ

崩
くず

れや地すべり

などが生じる。さらに海溝型地震では，海底地形が急激に変化すること

で津
つ

波
なみ

が発生し，海岸地域に甚
じん

大
だい

な被害をもたらすこともある。

3  

4  ➡ p.192

2  3 ，➡ p.39 5  

➡ p.193

magnitude

➡ p.200

 7  QR動画

地震 海溝型地震 活断層 直下型地震 震源 マグニチュード　震度 液状化現象 津波Key Words

2 節 地
じ

震
し ん

・津
つ

波
な み

や火山活動による災害と防災
主題 地震・津波や火山活動による災害を防ぐためには，どのような取り組みが必要だろうか。

地
じ

震
しん

が発生する しくみ につ
いて，図 4・5を参考にしながら確認し
よう。

確認

地震によって起こりうる被
ひ

害
がい

と，被害が起こりやすい場所を説明しよ
う。

説明
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活断層
地震の震源●

火山

マグマだまり

（太
平洋
プレ
ートの

沈み
込み
）

北アメリカ
プレート

海
溝

直下型地震

海溝型地震

太平洋
プレート

文部科学省 地震・防災
研究課資料，ほか

⬆ 3 主な地
じ
震
しん
の震源の深さ（模式図）　

⬆ 1 熊本地
じ
震
しん
で被

ひ
害
がい
を受けた熊本城（熊本県，熊本市，2016

年4月15日）　

北海道東方沖
M8.2（1994）北海道南西沖

M7.8（1993）

日本海中部
M7.7（1983） 岩手・宮城

内陸 M7.2（2008）

関東
M7.9（1923）

兵庫県南部
M7.3（1995）
南海 M8.0（1946）

濃尾
M8.0（1891）

福井 M7.1（1948）

鳥取県西部
M7.3（2000）

十勝沖 M8.0（2003）
十勝沖 M8.2（1952）

東北地方太平洋沖
M9.0（2011）

東南海 M7.9
（1944）

昭和三陸沖
M8.1（1933）

新潟 M7.5
（1964）

福岡県西方沖
M7.0（2005）

熊本
M7.3

（2016）

新潟県中越
M6.8（2004）

新潟県中越沖
M6.8（2007）

北海道胆振東部
M6.7（2018）

長野県北部
M6.7（2014）

（図中のMはマグニチュード）
マグニチュード7.0～8.0

マグニチュード8.0以上

主な被害地震の震源

主な活断層

（1889年以降）

0 200km 〔気象庁資料，ほか〕

➡ 2 主な地
じ
震
しん
の震源と活断層　 資料活用 規模の大きな

地震の震源が多い場所と，p.188図 1のプレート境界と
の関係を読み取ろう。

⬇ 4 海
かい
溝
こう
型
がた
地
じ
震
しん
のしくみ　

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

ひずみが限界に達し，大陸プレートが跳ね上がる
と地震が発生する。

津波の発生

大陸プレート 海洋プレ
ート

地震が発生

海洋プレ
ート

津波

大陸プレート

⬇ 7 津
つ
波
なみ
のしくみ QR動画

⬅ 6 津
つ
波
なみ
によっ

て流された船や自
動車（チリ，タル
カワノ，2010年）　
チリ沖の海

かい
溝
こう
型
がた

地
じ
震
しん
に伴

ともな
って発生

した津波は，南ア
メリカの太平洋沿
岸を襲

おそ
い，日本に

も到
とう
達
たつ
した。

⬇ 5 直
ちょっ
下
か
型
がた
地
じ
震
しん
のしくみ　

活断層に圧力がかかり，徐々にひずみが
たまっていく。

活断層

ひずみが限界に達し，活断層がずれ動く
と地震が発生する。

活断層が地表に姿を現す。

190 191

ビジュアルな模式図で、
自然災害発生のしくみがわかる

● 丁寧な解説文と模式図で、地震や津波、火山の噴火など自然災害発生のしくみを
理解できる。

海溝型地震と直下型地震の発生する
しくみへの理解が深まるよう、本文
の横にイメージがわく模式図を掲載。

迫力のある模式図によって、津波発生の
しくみを視覚的に理解できる。

教科書ページ テーマ
p.190 主な地震の震源の深さ

p.191  海溝型地震・直下型地震・津波の
しくみ

p.195  噴火のしくみ・火山の恵みと火山
災害の模式図

p.201 気象災害の模式図

●「防災」単元での
　主な模式図一覧（全4テーマ）

!

特色
３

⬇教科書 p.190-191、本冊子 p.62-63 試し読み

災害時に役立つ実践的 な力が身につく「防災」

20 21

特
色
３
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3
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気
象
災
害
と
防
災

1
章

3 気象災害への
対策と備え

気象災害に対して，日本や世界の国々はどのように向き合ってい
るのだろうか。気象災害が人々の生活に与

あた

える影
えい

響
きょう

に着目しながらみていこう。
学習課題

水害への
備え

　日本は世界的にみても雨が多い国であり，季節や場所を
問わず，大雨による水害を受けやすい。大きな河

か

川
せん

の近く

や山の斜
しゃ

面
めん

など，水害の危険性が高い場所まで住宅地が広がっている場

合も多く，日
ひ

頃
ごろ

から水害に備えておく必要がある。国や自治体は，河川

や海岸の堤
てい

防
ぼう

の整備，危険がある山の斜面や渓
けい

流
りゅう

の整備，雨水の地
ち

下
か

貯
ちょ

留
りゅう

施
し

設
せつ

の建設などの治
ち

水
すい

対策を行い，ハザードマップも公開している。

私たちも，大雨に備えて，気象庁や民間気象会社のウェブサイトなどで

雨の情報や，注意報・警報，災害の警
けい

戒
かい

情報を確認する必要がある。

世界でみられる
気象災害

　アメリカ合衆国のメキシコ湾
わん

沿
えん

岸
がん

部
ぶ

は，ハリケー
ンによる暴風や高潮の被

ひ

害
がい

を受けやすい。2005 年

には，大型のハリケーンがメキシコ湾岸を襲
おそ

い，高潮によってニューオー

リンズの市街地の約 8割が浸
しん

水
すい

するなど，深刻な被害をもたらした。

　また，東南アジアや南アジアなどの治水が十分ではない地域は，しば

しば大規模な洪
こう

水
ずい

に見
み

舞
ま

われてきた。2011 年には，台風がもたらした

大雨によってタイのチャオプラヤ川流域で大規模な洪水が発生し，広
こう

範
はん

囲
い

で住宅や工場が浸水した。この影響で，多くの工場の稼
か

働
どう

が停止し，

➡ p.202

1  1  ➡ p.206

 2  

➡ p.201

3  

日本における水害への対策の
例を本文から書き出そう。

確認

あなたが住んでいる地域や，
あなた自身の気象災害への対策を説明し
よう。

説明

物流も停
てい

滞
たい

したため，タイだけでなく世界経済も大きな打
だ

撃
げき

を受けた。

　このような自然災害による被害を軽減するために，防災先進国とよば

れる日本は，これまでの災害を通じてつちかってきた防災の技術を海外

に伝えている。例えば，防災の対策が十分でない発
はっ

展
てん

途
と

上
じょう

国
こく

に向けて，

気象観測能力を向上させるための技術や災害別のハザードマップの作成

手法などを提供しつつ，被災地への支
し

援
えん

などにも取り組んでいる。

治水Key Words

　地理院地図のウェブサイトでは，近年の自然災害における被
ひ

災
さい

地
ち

の空中写真や被害の様子を表した地
図が公開されている。災害前後の写真や地図を比

ひ

較
かく

することで，被害の範
はん

囲
い

や，地形の特
とく

徴
ちょう

と被害の関
係などを確認することができる。ここでは，2020年 7月に発生した熊本県人

ひと

吉
よし

市
し

の浸
しん

水
すい

被
ひ

害
がい

（令
れい

和
わ

2 年
7月豪

ごう

雨
う

，→p.200 写真 1）を例に，地理院地図で被害の様子を確認しよう。

地理院地図で見る自然災害による被
ひ
害
がい

11

�図 4・5を参考に，地理院地図を使って令
れい

和
わ

2 年 7月豪
ごう

雨
う

での熊本県人
ひと

吉
よし

市
し

の浸
しん

水
すい

被
ひ

害
がい

の様子を表示させよう。

��浸水した地域について，標高の傾
けい

向
こう

と土地利用の特
とく

徴
ちょう

を読み取ろう。　（   ）

1STEP

2STEP

Let ' s  TRY

③① ②

➡ 4 地理院地図で過去の自然災害の被
ひ

害
がい
を調べる手順（令

れい
和
わ
2年7月豪

ごう
雨
う
での熊

本県人
ひと
吉
よし
市
し
の浸

しん
水
すい
被
ひ
害
がい
を例に）　●①地図

の種類から「近年の災害」を選び，「台風・
豪雨等」をクリック→●②令和2年7月豪雨
をクリック→●③人吉市周辺をクリック

川の流れる方向

川
磨

球
く

ま
がわ

推定浸水深(m)
浅 0

5

10深

（2020年10月閲覧）〔地理院地図〕

0 250m

⬆ 5 令
れい
和
わ
2年7月豪

ごう
雨
う
における浸

しん
水
すい
段
だん
彩
さい
図
ず

（熊本県人
ひと
吉
よし
市
し
役
やく
所
しょ
周辺）　地理院地図に推

定浸水深を重ねたもので，濃
こ
い色ほど深く

浸水したことを表している。

⬆ 1 首
しゅ
都
と
圏
けん
外
がい
郭
かく
放
ほう
水
すい
路
ろ
を見学する人 （々埼玉県，春

かす
日
か
部
べ
市
し
，2018年）　国道16号の地下約

50mにつくられた世界最大級の地下放水路である。周辺の河
か
川
せん
が増水した際には一時的に

川の水をためて，その一部を川
かわ
幅
はば
が広くてゆとりのある江

え
戸
ど
川
がわ
に排

はい
水
すい
する。

80 mm/h 主要な河川5030201051

⬆ 2 気象庁が公開している降水予測のウェブサ
イト「高解像度降水ナウキャスト」（2019年10月
25日閲

えつ
覧
らん
）　

⬆ 3 浸
しん
水
すい
の被

ひ
害
がい
を受けた日本の自動車メー

カーの工場（タイ，アユタヤ，2011年11月）　
　工場の稼

か
働
どう
停止に伴

ともな
い，部品の生産・供給が

できなくなり，世界各地の工場が部品不足に
陥
おちい
った。 地図帳 チャオプラヤ川流域の地形や

土地利用を確認しよう。

1 洪
こう

水
ずい

による被
ひ

害
がい

から人々や地域，生活を守
るために行う事業のこと。ダムや堤

てい

防
ぼう

，地
ち

下
か

貯
ちょ

留
りゅう

施
し

設
せつ

の建設，河
か

川
せん

の改修などがある。

気象災害にはどのようなものがあり，災害を防ぐためにどのような取り組みが行われているのだろうか。場所
による被

ひ

害
がい

の違
ちが

いに着目して説明しよう。
節の

振り返り
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　新旧の地形図を比
ひ

較
かく

すると，現在の土地における自然災害の危険度を把
は

握
あく

することができる。以前は
土木工事などによる災害の制

せい

御
ぎょ

が難しかったため，人々はその土地における災害の起こりやすさを考
こう

慮
りょ

しつつ，居住地や農地を選んでいた。そのため，過去の地形図のほうが土地の災害の危険度を読み取り
やすいことがある。ここでは，河

か

川
せん

改
かい

修
しゅう

が行われた刈
かり

谷
や

田
た

川
がわ

を例に，河
か

道
どう

や土地利用の変化を読み取ろう。

災害の危険度を新旧地形図の比
ひ
較
かく
でとらえる

12
　ハザードマップは，将来生じるであろう災害の範

はん

囲
い

や被
ひ

害
がい

状
じょう

況
きょう

を予測した地図であり，過去の災害記
録や，地形・地質などに関する資料からつくられる。火山や洪

こう

水
ずい

，津
つ

波
なみ

など，災害の種類別につくられ，
その地域に暮らす住民の災害に対する意識を高めたり，災害発生時にとるべき行動を考えたりする際に
有効である。ハザードマップを見る際には，自分が居る場所と被害が想定される場所との位置関係を考
えることが重要である。ここでは，富

ふ

士
じ

山
さん

のハザードマップを例に，噴
ふん

火
か

による被害を想定しながらハザー
ドマップの見方を学ぼう。

ハザードマップの見方

13

�図 1から，富士山が噴
ふん

火
か

した際に想定される被
ひ

害
がい

の種類や広がりを読み取ってまとめよう。
（    ）

富
ふ

士
じの

宮
みや

駅
えき

にいるときに富
ふ

士
じ

山
さん

が噴火した場合，どのようなことに気をつけるべきか，考えをまとめよう。
（    ）

1STEP

2STEP

Let ' s  TRY
�図 1の 1948年ごろと 2019年ごろの地形図を見比べると，刈

かり

谷
や

田
た

川
がわ

の河
か

道
どう

はどのように変化しただろうか。
また，1948年ごろに河道だった場所は，2019年ごろには主にどのような土地利用になっているだろうか。
（    ）

2019 年ごろの地形図で，刈谷田川の堤
てい

防
ぼう

は，周辺の土地より何mくらい高くつくられているだろうか。また，�
上流は南北どちら側だろうか。
堤防は周囲の土地より（　　　　　）mくらい高い　　上流は（　　　　　）側

2019 年ごろの地形図で，市区町村界 を赤色でなぞり，1948年ごろの河道との関係を答えよう。
（    ）

1STEP

2STEP

3STEP

Let ' s  TRY

富士宮市危機管理局 平成31年3月発行，
中央ジオマチックス作成

0 5km

火口ができる
可能性の高い範囲

火砕流の被害
想定範囲

噴石（火口
から噴出し
た石）の被
害想定範囲

大きな噴火
時に避難が
必要な範囲

融雪型火山泥流（積
雪時に，積もった雪
が噴火の熱でとかさ
れて起こる火山泥流）
の被害想定範囲

溶岩が流れ始めた場
合に，すぐ到達する
かもしれない範囲
（3時間程度を想定）

火口の位置によって
避難が必要な範囲
（1日程度を想定）

富士宮駅

⬆ 1「富
ふ
士
じの
宮
みや
市
し
防災マップ」に紹

しょう
介
かい
されている富

ふ
士
じ
山
さん

のハザードマップ　過去の噴
ふん
火
か
被
ひ
害
がい
を参考に，国や

関係する自治体，専門家などによって作成された。
⬆ 1 新潟県旧

きゅう
中
なか
之
の
島
しま
町
まち
（現在の長

なが
岡
おか
市
し
）・旧

きゅう
見
み
附
つけ
町
まち
（現在の見

み
附
つけ
市
し
）における河

か
川
せん
改
かい
修
しゅう
と市街地の変化　

川
田
谷
刈

2019 年ごろ

〔1：25000「見附」令和元年調製〕〔1：25000「見附」昭和23年資料修正〕

1948 年ごろ
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実践的な防災スキルが身につく
作業ページ

● 演習を通して、地理院地図やハザードマップの見方を学べる作業ページを掲載。
●具体的な場面を設定した問いに取り組むことで、命を守るための防災スキルが身につく。
●手軽に作業ができるよう、教科書に直接書き込める構成。地理院地図の使い方と読み取り方を丁寧

に解説。簡単な作業を通して水害への対
策を考えることができる。

具体的な場面を設定した問い
で実践的な防災スキルが身に
つく。

教科書ページ テーマ
p.205 地理院地図で見る自然災害による被害

p.208 災害の危険度を新旧地形図の比較でとらえる

p.209 ハザードマップの見方

●「防災」単元の
　防災スキルを身につけられるSKILLページ一覧（全3テーマ）

!

ハザードマップを紙面いっぱいに大きく
掲載しているので、読み取りやすい。

特色
３

⬇教科書 p.205

災害時に役立つ実践的 な力が身につく「防災」

⬇教科書 p.209

22 23

特
色
３



Let’s think about it.アクティビティ

自然災害から命を守ろう！Task 3

　自然災害が，いつ，どこで，どれくらいの規模で発生するのかを予測することは難しい。万が一，
あなたやあなたの家族の身に危険が迫

せま

ったとき，どのような判断をしなければならないだろうか。
巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

の発生を想定して考えてみよう。

あなたは太平洋に面する海沿いの町に住んでいると仮定しよう。下の地図は，自宅やあなたが通う高校の周辺の
様子を表したものである。自宅と高校では，それぞれどのような自然災害の危険があるだろうか。下の表で，当
てはまるものすべてに○印を記入しよう。

Mission

1

1 月のある平日の午後 4時，あなたが自宅に居るときに，太平洋沖を震
しん

源
げん

とする巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

が発生した。あなたの
町では激しい揺

ゆ

れを観測し，40 分後に最大 10mの津
つ

波
なみ

が到
とう

達
たつ

すると予想されている。さて，あなたは避
ひ

難
なん

に向
けてどのような行動をとるべきだろうか。下の●Ⓐ〜●Ⓗの行動から三つ選び，優先度が高い順に 1〜3を記入しよう。

Mission

2

津
つ

波
なみ

の到
とう

達
たつ

まであと 30分。自宅から避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

へ向かおう。避難場所の候補はア〜エの 4か所である。それぞれ
異なる立地条件を考

こう

慮
りょ

して一つ選び，津波が到達する前に避難場所へたどりつけるよう，避難経路を図 1に書
か

き
込
こ

もう。また，なぜその避難場所・避難経路を選んだのか，理由を書き込もう。

Mission

3

あなたと家族は無事に避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

にたどりつくことができたが，町は津
つ

波
なみ

の被
ひ

害
がい

を受けた。これから避難場所で生
活を送るうえで，どのようなものが必要になるだろうか。Mission2 に記された季節や家族構成などを考

こう

慮
りょ

して，
誰
だれ

にどのような支
し

援
えん

を求めたいか，あなたの考えを書
か

き込
こ

もう。

Mission

4

�あなたが選
せん

択
たく

した行動や避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

・避難経路について，クラスやグループで紹
しょう

介
かい

し合ってみよう。�
そして，あなたの選

せん

択
たく

を見直すべきか，もう一度考えてみよう。
対話

《支
し

援
えん

を求める相手》

《求めたい支援の内容》

　【支
し

援
えん

を求める相手の例】
・周辺の市町村（地方自治体）
・都道府県（地方自治体）
・自衛隊
・被

ひ

災
さい

していない地域　など

選んだ避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

：　　　　　　　　

避難場所と避難経路を選んだ理由：

� 自然災害
場所 地

じ

震
しん

津
つ

波
なみ

崖
がけ

崩
くず

れ・地すべり 洪
こう

水
ずい

高潮

自宅

あなたの高校

Ⓐ�近くの店で食べ物や飲み物を買
か

い込
こ

む。 Ⓔ�貴重品や常備薬をまとめてバッグに入れる。

Ⓑ�近所の人に避
ひ

難
なん

を呼びかける。 Ⓕ�家族と連
れん

絡
らく

をとる。

Ⓒ�自宅に保管していた非常持ち出し袋
ぶくろ

を用意する。 Ⓖ�ペットの犬を連れていく準備をする。

Ⓓ�自分や家族の防寒着をまとめてバッグに入れる。 Ⓗ�災害・避
ひ

難
なん

情
じょう

報
ほう

を確認する。

ア�海に面した小山：自宅から最
さい

短
たん

距
きょ

離
り

にあるが，海に近くて道も狭
せま

く，途
と

中
ちゅう

に高低差 30mの急な上
のぼ

り坂
ざか

がある。
イ�山のふもとにある運動公園：海から離

はな

れているが，最短経路の道は川沿いを通る。
ウ�ビルの屋上：海にやや近いが，建物は 13階建てと高く，屋上にはヘリポートもある。
エ�あなたの高校：自宅から遠いが，海から離れており，標高が約 30mの高台にある。

あなたの家族設定（地
じ

震
しん

発生時の居場所）：�父（会社）　母（スーパーマーケット）　妹（保育園） 
祖母（デイケアセンター）　ペットの犬（自宅の庭）

⬆ 1 自宅や高校の周辺の様子を表した地図　

あなたの高校

祖母
（デイケアセンター）

父（会社）

あなた自宅

母
（スーパーマーケット）

妹（保育園）

60
50
40
30
20
10
0

標高（m）

0 200m

北

ア

イ

ウ

エ
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アクティビティを通して
思考力・判断力・表現力が身につく

● アクティビティを通して、災害から身を守るためにとるべき行動を考えられる。
● 生徒どうしで、自分が考えた内容を共有したり、比較したりすることで、

主体的・対話的で深い学びが実現できる。

具体的な場面をイメージできるイラスト
マップを用いた問いによって、自然災害
に対する思考力を養える。

正解のない問いを通して、命を守るため
の判断力を磨けるほか、生徒の多様な考
えを引き出し、議論につなげることがで
きる。

最後に、対話を促す問いを設置。ここま
でのアクティビティを通して考えたこと
を生徒どうしで共有や比較することで、
学習を深められる。

教科書ページ テーマ
p.160-161 楽しい海外旅行を計画しよう！

p.186-187  SDGsの目標をどうやって達成
するか！？

p.212-213 自然災害から命を守ろう！

● 思考力・判断力・表現力が身につく
　「アクティビティ」ページ一覧（全3テーマ）

●「アクティビティ」ページの流れ

!

特色
３

⬇教科書 p.212-213、本冊子 p.66-67 試し読み

災害時に役立つ実践的 な力が身につく「防災」 特
色
３

1

2

3
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経路を示す線

⬆ 2 最
も
寄
よ
りの駅から学校までの距

きょ
離
り
を測る例　

　国土地理院は，地形図，写真，標高，地形分類，災害情報など，日本の国土の様子をインターネット
上で見ることができる地理院地図を公開している。地図を拡大していくと，2万5千分の1地形図（→p.13
図 5）と同じように表示される。背景の地図（ベースマップ）にはさまざまな種類があり，その上に空中写
真や主題図を重ねることもできる。地理院地図はW

ウ ェ ブ

ebGIS（→p.14）の一つであり，デジタル地図ならで
はの多くの機能をもっている。ここでは，地理院地図を使ってできることを確認しよう。

地理院地図の利用

6

�地図を動かして，あなたが通う学校を表示させよう。ま
た，検

けん

索
さく

バーに学校名を入力して，地図に表示させよう。

学校のある場所の緯
い

度
ど

と経度，標高を読み取ろう。
緯度　北

ほく

緯
い

（　　　　 ）度（　　　　 ）分
経度　東経（　　　　 ）度（　　　　 ）分
標高　（　　　　　）m

�図 2を参考に，ツールの「計測」機能を使って，自宅や
最
も

寄
よ

りの駅から学校までの距
きょ

離
り

を測ろう。
距離　（　　　　　　　　　）km

1STEP

2STEP

3STEP

Let ' s  TRY①

検
けん

索
さく

バーに身近な山の名前を入力して，地図に表示
させよう。
選んだ山（　　　　　　　　　 ）

STEP�1 で選んだ山の山頂の標高を読み取ろう。
標高（　　　　　）m

地図の種類から，「自分で作る色別標高図」を選び，
区分の数や色を工

く

夫
ふう

して，土地の高さによって色分
けされた地図をつくろう。

ツールの 3D機能を使って，図 4のような 3D地図
をつくろう。

1STEP

2STEP

3STEP

4STEP

Let ' s  TRY②

（2020年11月閲覧）

地図の種類　地図の種類や
空中写真などを選ぶことが
できる。

検索バー　入力ボックスに，地名や住所，緯
い
度
ど
・

経度などを入力すると，その位置が地図上に表
示される。

ツール　距
きょ
離
り
や面積を計測したり，立体

（3D）地図や断面図を作成したりすること
ができる。

メニュー　図の中心地
点の住所や緯

い
度
ど
・経度，

標高などが表示される。

拡大・縮小　バーを動かす
ことで，拡大したり縮小し
たりすることができる。

⬆ 1 地理院地図の
ウェブサイト　

⬆ 4 図 3をもとに作成した箱
はこ
根
ね
山
やま
周辺の3D地図　さまざま

な方向から見ることができ，土地の高さの倍率も任意の値に
設定できる。

（2020年11月閲覧）

⬇ 3 土地の高さによって色分けした箱
はこ
根
ね
山
やま
周辺　

　ツールの「並べて比
ひ

較
かく

」機能を使
うと，地図と空中写真を並べたり，
異なる年代の空中写真を比較した
りすることができる。
　右のように，空中写真だと土地
利用が判別しにくい場合は，地形
図で確認するとよい。新旧の空中
写真を並べると，街並みの変化を
とらえることもできる。

（2021年2月閲覧）
➡ 5 名

な
古
ご
屋
や
市
し
中心部の地図と空中写

真を並べた例　

STEP UP

20 21

作業を通して地図やGISの
使い方が身につく

●地図やGISの活用方法を丁寧に解説。
●簡単な操作でGISを活用した授業ができるQRコンテンツ
　「アクセスWebGIS」を用意。
　 ＊「アクセスWebGIS」の詳細は本冊子p.68をご覧ください。

丁寧な解説で、地理院地図の基本的
な操作方法がわかる。

使い方の説明を見ながら、WebGIS
を活用して学習を深められる。

教科書ページ テーマ
p.9 　等時間帯を読み解く

p.16 　地形図の見方と利用

p.17 　グラフのつくり方

p.18 　統計地図の見方

p.19 　階級区分図のつくり方

p.20 　地理院地図の利用

●「地図とGIS」単元の
　作業をしながら学習できる
　SKILLページ一覧（全6テーマ）

!

実際に作業しながら地理的な見方・
考え方が身につく。

特色
４

⬇教科書 p.20-21、本冊子 p.32-33 試し読み

地理的な知識・技能が 身につく「地図とGIS」

26 27

特
色
４

▲ QR コンテンツはこちらから
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事
例
5 

宗
教
・
歴
史
●❷ 

サ
ハ
ラ
以
南

�

　
　
　ア
フ
リ
カ

植民地支配の影
えい

響
きょう

は，人々の生活や文化のどのようなところにみ
られるのだろうか。植民地下の統治の違

ちが

いや宗教に着目しながらみていこう。
学習課題

植民地支配の影
え い

響
きょう

を受けた生活文化
　マリのジェンネでは，モスクの前で月

げつ

曜
よう

市
いち

が開
かれ，色

いろ

鮮
あざ

やかな衣
い

装
しょう

をまとった人々でにぎわう。

この地では紀元前から人が住み，10世紀ごろからは交易の拠
きょ

点
てん

として

栄え，数々の帝
てい

国
こく

が勃
ぼっ

興
こう

・衰
すい

退
たい

を繰
く

り返
かえ

した。その繁
はん

栄
えい

をもたらした交

易は，サハラ砂
さ

漠
ばく

を南北に往来する らくだ の隊商が担
にな

っていた。しか

し 15世紀以降，アフリカ各地でポルトガルやスペイン，イギリス，フ

ランスなどによる奴
ど

隷
れい

貿
ぼう

易
えき

が行われ，その結果，労働人口は激減し，固

有の文化や社会は大きく変化した。その後，19世紀末までにほぼ全域

がヨーロッパ諸国の植民地となり，農産物や鉱産物の供給地となった。
　イギリスは各地の首長や伝統的な政治制度を利用する間接統治を進め

たため，その植民地だったガーナやウガンダ，ザンビアなどの国では，

今でも多くの王国が残っている。一方，マリやギニア，ニジェールなど

の国では，フランスが直接統治をとり，首長や伝統的な政治制度を排
はい

除
じょ

して同化政策による植民地の統治を推
お

し進
すす

めた。その結果，フランスの

植民地であった国々では，共通語としてフランス語を話す人が多く，街

並みや洋服などにも影
えい

響
きょう

がみられる。

　旧
きゅう

宗
そう

主
しゅ

国
こく

と結ぶ航空路線は多く，ヨーロッパから大勢の観光客がアフ

リカを訪
おとず

れる一方，ロンドンやパリにはアフリカからの移民が多い。

 1  

2  

 4  

3  

 5  

1  

➡ p.126

多様な民族と
それぞれの文化

　アフリカ大陸には 1600 もの民族が存在し，多く
の言語が話され，また各民族は独自の宗教や音楽，

踊
おど

りなど豊かな文化をもっている。アフリカの多くの国は 1960 年代に

独立したが，その際の国境は，植民地時代にヨーロッパの宗主国によっ

て緯
い

線
せん

や経線をもとに引かれた人
じん

為
い

的
てき

国
こっ

境
きょう

が多い。その結果，異なる言

語をもつ多くの民族をまとめあげる形で国家建設が進められ，民族の分

断や，各国内における民族間の対立・内戦が起こることもある。

　宗教については，自然や祖
そ

先
せん

霊
れい

，精
せい

霊
れい

などを崇
すう

拝
はい

する多種多様な信
しん

仰
こう

がみられる。一方，ムスリム商人がサハラ砂漠を越
こ

えて広めたイスラー

ムや，植民地時代にヨーロッパからの入植者が広めたキリスト教も信仰

されており，これらが土着の宗教と混ざって，新たな信仰の形をつくる

こともある。

　アフリカにおいて音楽の演奏は，純
じゅん

粋
すい

な娯
ご

楽
らく

としてだけではなく，踊

りと結びつき，人の誕生や成人の祝い，病人の治
ち

療
りょう

などの儀
ぎ

礼
れい

のなかで

行われる。なかでも太
たい

鼓
こ

は世界で類をみないほどに種類が多い。

6 ，➡ p.22

 7  

➡ p.106 ➡ p.111

➡ p.65 5

 8  

イギリスとフランスの植民地
における統治の違

ちが

いを，それぞれ本文か
ら書き出そう。

確認

アフリカにおいて，宗
そう

主
しゅ

国
こく

の
影
えい

響
きょう

を受けた文化と独自の文化はどのよ
うな形で残っているか，説明しよう。

説明

1 植民地支配の影
え い

響
きょう

と多様な文化

奴隷貿易　植民地　宗主国　人為的国境Key Words

1 植民地など主権をもたない非独立地域を領
有・支配する本国のこと。

⬆ 1 モスクの前で開かれる市
いち
場
ば
（マリ，ジェンネ，2007年）　現在でも定期的に市場が開かれ，各地からさまざまな物品が集まってくる。日干

しれんが と泥
どろ
でつくられたモスクは約1000人を収容できる大きさで，屋根は100本の柱で支えられている。

⬆ 3 ガーナにある王国（クマシ，2018年）　
　ガーナの内陸部で繁

はん
栄
えい
したアシャンティ王国

は，現在もガーナ政府が認める正式な王国とし
て存在しており，首長の発言は影

えい
響
きょう
力
りょく
をもって

いる。 地図帳 クマシの位置を確認しよう。

ウガンダ

ケニア

タンザニア

ヴィクトリア湖

民族集団の境界
現在の国境
バントゥー系
クシ系

スーダン系
資料なし 〔世界民族言語地図〕

0 100km

⬆ 6 人
じん
為
い
的
てき
国
こっ
境
きょう
によって分断された民族　

世界の街かど 公用語として広まったスワヒリ語

　かつてアラブ商人がアフリカ東海岸の人々と交易をしていたころ，
アラビア語と現地の言葉が混ざりスワヒリ語が生まれた。アフリカ
東部の各民族はそれぞれが異なる民族言語を話していたため，スワ
ヒリ語が共通語として広まった。独立以降，ケニアやウガンダなど
ではスワヒリ語と英語が普

ふ

及
きゅう

し，タンザニアでは国語としてスワヒ
リ語による学校教育が行われている。一方で，各地域ではスワヒリ
語や英語の使用により，民族言語を理解できない若者が増えている。

グジャラート語

スワヒリ語

アラビア語

英語

➡ 7 さまざまな言語で書かれた看板（タンザニア）　

⬆ 8 ブルンジの打楽器演奏隊　演奏は誕生や
葬
そう
儀
ぎ
などの儀

ぎ
式
しき
の一

いっ
環
かん
で行われる。

マダガスカル
モザンビーク

ドイツ領
東アフリカ

イギリス領
東アフリカ

イタリア領
ソマリランド

エチオピア

イギリス・
エジプト領
スーダン

エジプト
リビア

南アフリカ連邦

ドイツ領
南西アフリカ

ローデシア

アンゴラ

ベルギー領
コンゴ

カメルーン

ナイジェリア

リベリア

フランス領西アフリカ

スペイン領
西アフリカ

0°

イ ギ リ ス 領
フ ラ ン ス 領
ド イ ツ 領
ポ ルトガ ル 領
ベ ル ギ ー 領
ス ペ イ ン 領
イ タ リ ア 領

アフリカの独立国・
自治領

0 1000km

プッツガー歴史地図
日本語版，ほか

⬅ 4 1914年 の
アフリカ　アフ
リカ北西部には
フランス領だっ
た国が多く，ア
フリカ東部・南
部はイギリス領
だった国が多い。

0°

ザンビア

ブルンジ

ウガンダガーナ

タンザニア

ケニア

ニジェール

ギニア

マリ

洋

大

洋
ド
ン
イ

西

＊数字は写真
番号を示す

1

2
3

7 8
主な使用言語

英 語
フランス 語
ポルトガル語
アラビア語
ス ワヒリ語
そ の 他
上記以外にフランス
語も使われる国

The Statesman’s
Yearbook 2010，ほか

0 1000km

➡ 5 アフリカ諸
国の主な使用言
語　 資料活用 旧

きゅう

宗
そう
主
しゅ
国
こく
であるヨー

ロッパの国々と現
在使われている
言語の関係を図
4 と併

あわ
せて確認

しよう。

⬆ 2 らくだ市
いち
場
ば
（ソマリア，2017年4月）　ソ

マリアでは多くの人がらくだの遊牧に携
たずさ
わって

おり，保有頭数が富を象
しょう
徴
ちょう
するともいわれる。
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目指す太平洋の島々    155
見直される公共交通    171
新型コロナウイルスと地理情報    174

地震や津波が発生するしくみ    191
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学習内容に関連した具体事例を紹
しょう

介
かい

するコラム（21テーマ）クローズアップ

日本のTPP11 協定への加盟と生活への影響    29
経済的な結びつきが強い中国と日本    81
ビジネス化するハラール    88
日本の地下鉄技術が変えた生活    101
遺跡のロマンを支える日本の技術    109
日本からアフリカへ伝える「カイゼン」    117
ヨーロッパと日本の文化交流    125
交流を深めるロシアと日本    132
独自の進化を遂げた日本食    137
ラテンアメリカの日系人    145
日本人建築家が設計に携わった紙の大聖堂    157

日本と世界との結びつきの事例を
紹
しょう

介
かい

するコラム（11テーマ）JAPAN

世界の街かど

私たちの生活文化や習慣とは異なる，世界の諸地域
のさまざまな異文化を紹

しょう

介
かい

するコラム（10テーマ）
伝わる とうがらし の文化    82
中国文化と現地の文化の融合    89
インドの菜食主義者    98
さまざまな女性の服装    107
公用語として広まったスワヒリ語    113
直面する異文化との融和    126
トナカイと暮らすネネツの人々    131
地元に愛されるファーマーズマーケット    139
ファベーラとサッカー    148
観光客に人気！珍しい動物たち    154

コラム

●スキルページ
・�地理の学習で必要となる基

き
礎
そ
的
てき
な技能を身につけるためのページ。「L

レ ッ ツ
et's�T

トライ
RY」の作業を通して，技能を

身につけよう。
・そのページの技能に関連する「S

ステップ
TEP�U

アップ
P」も確認してみよう。

●「事例の舞
ぶ

台
たい

」ページ（各事例の冒頭に設置）
・�2 部 1章 5節の各事例の舞台となっている地域を概観するページ。イラストマップと，主な国に関する
情報や写真などで構成している。各事例の学習の前に地域の様子を眺

なが
めたり，学習した後に振

ふ
り返

かえ
ったり

する際に役立てよう。

●まとめページ
・�部や章，節など，単元のまとまりごとに学習内容を確認したり，地図や表を使ってまとめたりするページ。
単元の学習を終えたら，問いにチャレンジしよう。
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●アクティビティページ
・�単元で学習してきたことを活用しながら，自分の考えを整理して表現するページ。「T

タ ス ク
ask」に示された課

題について，「M
ミ ッ シ ョ ン
ission」をクリアしていこう。「Task」のまとめとして，グループで話し合ったり，自分

の考えをクラスで共有したりして，学習を深めよう。

特設ページ
＊該
がい
当
とう
ページは p.2〜3のもくじで紹

しょう
介
かい
しています。

まとめ
1 部の

5

10

6

地図や地理情報システムでとらえる現代世界部1
地図や地理情報システムと現代世界
地図の読図を通して，地図や地理情報システムの役割や有用性について考えてみよう。

1 章

1 地球上の位置と
地上の現象

私たちは地球上の位置をどのようにしてとらえているのだろうか。
位置の違

ちが

いによってもたらされる影
えい

響
きょう

に着目しながらみていこう。
学習課題

1 節 地
ち

球
きゅう

儀
ぎ

と地図
主題 地球儀やさまざまな図法の地図から，現代世界の姿はどのように読み取ることができるだろうか。

地球上の位置
の表し方

　写真 1は，宇宙から見た東アジアとその周辺の姿で
ある。これを見ると，日本はユーラシア大陸の東に位

置し，太平洋の北西に位置する国だといえる。このように，位置は隣
りん

接
せつ

する大陸や海洋，あるいは近
きん

隣
りん

の国々などとの相対的な位置関係で表す

ことができる。ほかにも，位置は緯
い

度
ど

・経度や住所などを使った絶対的
な位置情報で表すこともできる。

　緯度は，赤道を 0度として，南北をそれぞれ 90度に分けた角度のこ

とをいう。赤道より北側は北
ほく

緯
い

，南側は南
なん

緯
い

で表され，北緯の範
はん

囲
い

は北

半球，南緯の範囲は南半球とよばれる。経度は，北極点と南極点を結ぶ

南北の線である子
し

午
ご

線
せん

のうち，ロンドン郊
こう

外
がい

の旧グリニッジ天文台を通

る線を本
ほん

初
しょ

子
し

午
ご

線
せん

，つまり経度 0度として，東西をそれぞれ 180 度に

分けた角度のことをいう。本初子午線より東側は東経，西側は西経で表

され，東経の範囲は東半球，西経の範囲は西半球とよばれる。

3  1

 2  

 3  

2 4  3

 3  

緯度　経度　本初子午線　白夜　極圏　極夜　北回帰線　南回帰線Key Words

ユ ー ラ シ ア 大 陸

太 平 洋

⬇ 1 宇宙から見た東アジアとその周辺の姿　

⬆ 2 北
ほく
緯
い
40度と東経140度が交わる地点に建

てられた塔
とう
（秋田県，大

おお
潟
がた
村
むら
，2013年）　

東経140度の線 北緯40度の線

5

10

15

7

1
章

1
節 

地
球
儀
と
地
図

　

1 緯
い

度
ど

・経度は度（°）・分（′）・秒（″）を使って
表す。1度は 60分，1分は 60秒である。

2 方位を十二支で表した場合，北は｢子
ね

｣の方
位，南は｢午

うま

｣の方位となるため，南北の線であ
る経線は子

し

午
ご

線
せん

ともよばれる。

3 現在は天文台として使用されていないため，
旧グリニッジ天文台といわれる。

緯
い

度
ど

や経度によって位置はど
のように表されるのか，図 3で確認しよ
う。

確認

高緯度地域と赤道付近では，
どのような現象がみられるのか説明しよ
う。

説明

本初子午線を示す線本初子午線を示す線

⬆ 4 本
ほん
初
しょ
子
し
午
ご
線
せん
の基準となった旧グリニッジ天文台（イギリス，ロンドン，

2006年）　地面には経度0度を示す金属の線が引かれている。現在の本初
子午線は基準の変

へん
更
こう
により，この線から少しずれている。

ロンドン
（旧グリニッジ天文台）

地
軸

北極圏

北回帰線

赤道

経度

緯線

緯度

（緯度0°）

（経度0°）

北
緯

南
緯

南回帰線
経線

東
経

西
経

本初子午線
北極点

中心

南極点

90°
40°

80°

60°

40°

20°

0°

0°

90°

20°

40°

30°

60°

120°

⬆ 3 緯
い
線
せん
・経線と緯

い
度
ど
・経度　

太陽

夏至
げ   し

春分

冬至

秋分

太

陽

の

光

太

陽

の

光
（北半球を基準）

⬅ 5 地球の自転と公転　地球の自転の
軸
じく
になる地軸は，公転面に対して垂直

ではなく，23度26分（23.4度）傾
かたむ
いて

いる。そのため，同じ時刻でも，季節
によって，地上から見た太陽の高さに
違
ちが
いが生じる。

緯
い

度
ど

の違
ち が

いと
その影

え い

響
きょう

　緯度が高い北
ほっ

極
きょく

圏
けん

（北緯 66度 34 分以北の地域）と
南
なん

極
きょく

圏
けん

（南緯 66度 34 分以南の地域）では，夏になる

と真夜中でも太陽が沈
しず

まない，または沈んでも一晩中明るい白
びゃく

夜
や

という

現象が起こる。この極
きょく

圏
けん

では冬になると，正午になっても太陽が昇
のぼ

らな

い極
きょく

夜
や

という現象も起こる。一方，北緯 23度 26 分の緯線（北回帰線）
と南緯 23度 26 分の緯線（南回帰線）の間の緯度が低い地域では，1年
のあるときに太陽の光が真上からさす現象が起こる。これらは，北極点

と南極点を結ぶ地
ち

軸
じく

が 23度 26分傾
かたむ

いていることによる。

　このように，緯度の高低は世界各地の様子に大きな影
えい

響
きょう

を与
あた

えている。

気候の違
ちが

いはその代表的なもので，緯度の違いによって太陽の光の当た

り方が異なるため，その影響を受けて異なる気候帯が分布する。例えば

赤道付近では，1年を通して太陽から多くのエネルギーを受け取るため，

熱帯が広がっている。

　そこで，緯度に注目して，赤道から北極・南極に向かって，世界を低

緯度・中緯度・高緯度の 3地帯に区分することがある。その分け方には，

緯度 30度間
かん

隔
かく

で等分する場合や，南北回帰線と極圏をもとにして分け

る場合などがある。

5

➡p.49，52

　　本書の使い方

その見開きの資料
や本文を考察して
いくための課題。

学習課題

その節や事例
の学習内容に
基
もと
づく課題。

主題

見通し

その節や事例の学習内容
を振り返る問い。

その見開きの学習内容を振
ふ
り返

かえ
る問い。本文や

図表から確認する「確認」と，自分の言葉で表現
する「説明」がある。

確認 説明 節の
振り返り

事例の
振り返り

1 � �本文に関連する図表や写真を示す。
1 � 本文の補足説明を示す。

➡ p.52� 関
かん
連
れん
事
じ
項
こう
を扱

あつか
うページを示す。

資料活用 � �図表や写真を活用するための着眼
点や問いを示す。

地図帳 � �地図帳を活用するための作業を示
す。

QR動画 � �関連する動画が本書のQRコンテ
ンツにあることを示す。

WebGIS � �関連するW
ウ ェ ブ
ebGIS が本書のQR

コンテンツにあることを示す。
Key Words � �見開きの重要な用語を示し，主に

中学校社会科地理と関連した用語
には下線を付している。

ここに
QRコードが
入ります

左のQRコードをタブレットパソコンやスマートフォン
で読み取ると，本書の内容に関連する下のコンテンツを
利用することができます。

※ �QRコードを読み取り，表示されたウェブサイトにアクセス
した際には，通信料がかかる場合があります。W

ワイファイ
i-Fi 環

かん
境
きょう

での利用をおすすめします。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

下のアドレスから，QRコンテンツにアクセスすることもできます。

一問一答：自学自習に役立つ一問一答集
用語解説：学習の理解を助ける用語の解説�
＊さくいん（→ p.224 〜 227）で，対応している用語を確認することができます。

動画：地形や自然災害などに関連する動画�
＊本書に QR動画 のマークがある内容と関連しています。

W
ウ ェ ブ
ebGIS：学習を深められる「アクセスWebGIS」�

＊本書に WebGIS のマークがあるページや図版と関連しています。

統計資料：日本・世界の主な統計資料
学習に役立つリンク集：主体的な学習に最適な外部リンク集

https:// ここにリンク用のURL が入ります。

学習に役立つ
リンク集

アクセスWebGIS のテーマ 関連ページ
GIS を使ってみよう 1（デジタルの地図と
地球儀） p.10

GIS を使ってみよう 2（地理情報システム
の活用） p.14

GIS を使ってみよう 3（さまざまな統計
データ） p.216

植民地支配の影響が残るアフリカの産業 p.115
EU統合による工業や社会への影響 p.127
産業の発展を支えてきた移民の力 p.137
世界の食卓に影響を与える農業 p.139
火山地形の読み取り方 p.195
河川地形とさまざまな気象災害 1（扇状地） p.201
河川地形とさまざまな気象災害 2（河岸段
丘と氾濫原） p.201

⬆アクセス W
ウ ェ ブ

ebGISで取り上げているテーマ　各テー
マに付属しているワークシートと一

いっ
緒
しょ
に作業することが

できます。

学習を深めるための工夫

QR コンテンツ

振り返り

事例の舞
ぶ

台
た い

　─東アジア─

4 5

本文を補完する側注解説。
＊ 側注で解説している用語は、すべて
QRコンテンツにも掲載しています。

見開きの重要な用語が一目でわかる。
特に、中学校で学習した事項には下線
を付しているため既習事項がわかる。

地図帳を活用した
作業を提示。

“見開き単位”で
着目ポイントを
示した学習課題
を設定。要点を
確実に押さえら
れる。

見開きの内容を振り返る問いとして、本
文や図表から確認する「確認」と、自分の
言葉で表現する「説明」の2つを設置。

資料を活用しや
すいよう、対応
する図番号を本
文に表記。

本冊子p.13・17
参照。

本冊子p.8-9
参照。学習しやすいさまざまな工夫

資料を読み解くための
ポイントを提示。

臨場感あふれる写真
で、生徒の興味関心
を引き出す。

見開き
構成

⬇教科書 p.112-113

整理された見開き構成
●本文ページの学習の流れ

28 29

見
開
き
構
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1
章

身の回りで活用されている
デジタル地図とGIS

　私たちの身の回りにあるのは，紙の地
図だけではない。近年はデジタル版の地

図も増えてきている。緯
い

度
ど

・経度や住所などの位置情報とデジタル地図
を結びつけて提供されるサービスは多く，カーナビゲーションやスマー

トフォン用の道案内アプリは，その典型例である。特定の場所に関する

気温や降水量などの観測データ，人口や生産量などの統計データといっ

た位置情報をもつ さまざまなデータとデジタル地図を結びつける しく

み が地理情報システム（GIS）である。

GISのしくみと
その活用

　民
み ん

間
か ん

企
き

業
ぎょう

は，コンビニエンスストアや介
か い

護
ご

施
し

設
せ つ

と
いった店

て ん

舗
ぽ

・事業所の進出計画を立てる際などに

GIS を活用している。地図上に，類
る い

似
じ

する施設の位置や，進出予定地

における周辺住民の年
ね ん

齢
れ い

・性別などの情報を重ね合わせ，効果的な進出

先を分
ぶ ん

析
せ き

するのである。さらに，地方自治体もGIS の利用を進めている。

上下水道や道路の管理など，もともとは各部署が紙の地図で管理してき

た情報を電子化し，GIS によって統一的に管理することで，行政サー

ビスを向上させている。また，誰
だ れ

でも自由にデジタル地図を活用するこ

とができるW
ウ ェ ブ

ebGISも数多く公開されている。例えば地理院地図では，
過去から現在までの空中写真や土地条件図などを地形図の上に重ねて表

1  ➡ p.6

Geographic Information System 2  3  

➡ p.20

1  

2 地理情報システムの
利用 WebGIS

地理情報システム（GIS）は，私たちの生活のなかでどのように役
立てられているのだろうか。GIS の特

と く

徴
ちょう

に着目しながらみていこう。
学習課題

示させることができる。データの更
こ う

新
し ん

が早いというデジタル地図の特性

を生かし，大規模な災害発生時には最新の空中写真が迅
じ ん

速
そ く

に公開される

ため，被
ひ

害
が い

の様子をいち早く知ることができる。ほかにも，地図で見る
統計（j

ジェイスタット

STAT M
マ ッ プ

AP）は，統計データをもとに日本国内の統計地図を作成
することができ，地域の比

ひ

較
か く

・考察などに有効である。

GISを支える
技術

　GIS では緯度・経度などの位置情報が重要である。
それを支える技術の一つが全球測位衛星システム

（GNSS）で，アメリカ合衆国の GPSがその代表である。GPSは人工衛
星からの電波を受信することで，地球上のどこに居ても自分の位置（緯

度・経度・高度）が分かる技術である。GPSはスマートフォンなどに組
く

み

込
こ

まれており，簡単に現在位置を知ることができる。観光名所や目印に

なる駅・交差点などでスマートフォンのカメラをかざすと，実際に目で

見えている光景に加えて，画面上に情報が追加されて表示されたり，画

面のなかからキャラクターが飛び出して見えたりするアプリもある。

　また，遠く離
は な

れた場所の空中写真や人工衛星から取得した観測データ

を分析する際にもGIS が利用されている。それを支える技術の一つが

リモートセンシング（遠
え ん

隔
か く

探
た ん

査
さ

）である。リモートセンシングは，同じ場
所を周期的に観測したり，比較的広

こ う

範
は ん

囲
い

にわたってデータを観測・蓄
ち く

積
せ き

したりすることに優
す ぐ

れている。

➡ p.216

Global Navigation Satellite System Global Positioning System

 4  

remote sensing  5  2  

位置情報　地理情報システム（GIS）　WebGIS　地理院地図　空中写真　地図で見る統計（jSTAT MAP）　
全球測位衛星システム（GNSS）　GPS　リモートセンシング（遠隔探査）

Key Words

私たちの身の回りで地理情報
システム（GIS）が活用されている例を，
本文や写真を参考にして書き出そう。

確認

GIS を用いたデジタル地図に
は紙の地図と比

く ら

べてどのような利
り

点
て ん

があ
るか，説明しよう。

説明

1 日本全国の主な平野とその周辺について，
土地の細かい高低，地形分類などを表した地図
のこと。防

ぼう

災
さい

施
し

設
せつ

や自然災害が起こりやすい地
形的条件なども表示してあり，自然災害の危険
度を判定するのに役立つ。

（2020年10月22日閲覧）

� ���m

⬆ 1 バスの現在位置を地図上で確認することができるウェブサイト　走行中のバスから発信される位置情報をインターネット上のデジタル地図
に表示させることにより，利用者はバスの走行位置や到

とう
着
ちゃく
予定時刻などを確認することができる。

医療機関
介護施設

い りょう き かん

かい ご し せつ

高

低

医療・福祉施設

道路・鉄道

老年人口割合

三つを重ねたもの

⬆ 2 GISのしくみ　地図を構成するデータご
とにレイヤー（層）が分かれている。

⬆ 3 GISを用いてつくられた立体的
なメッシュマップ　このメッシュマッ
プ（→p.18）は，10km四方の人口の多
少を高さと色で表している。人口が多
いほど，メッシュの面が高く伸

の
び，灰

色から黄色，橙
だいだい
色
いろ
，赤色へと変化する。

⬅ 4 位置情報を活用したスマートフォン
のゲームアプリ　拡張現実（AR）とよばれ
る技術がGISと併

あわ
せて使われており，現

実世界にゲームのキャラクターがいるよ
うに見える。
ⓒ2016-2021 Niantic, Inc. ⓒ2016-2021 Pokémon. 
ⓒ1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME 
FREAK inc.

　近年では，農業分野におけるリモートセンシングの利用が盛
さか

んである。地上からドローンを飛ばして収集したデータや，
GNSS による位置情報を受発信可能な農業機械から得られる
作業状

じょう

況
きょう

のデータなどがインターネットでやり取りされ，耕地
から離

はな

れた場所に居ても作物の生育状況を把
は

握
あく

できるように
なった（図 5）。これによって，田畑の区画ごとに肥料の微

び

調
ちょう

整
せい

が可能となり，使用する肥料が最小限に抑
おさ

えられ，作業の効率
化も図

はか

られた。こうしたドローンをはじめとするロボット技術
や，インターネットなどの情報通信技術（ICT）を活用した農業
は，スマート農業とよばれ，リモートセンシングの技術が欠か
せないものとなってい
る。

クローズアップ リモートセンシングの農業利用

低 高

➡ 5 作物の葉や茎
くき
の茂

しげ

り具合（植
しょく
被
ひ
率
りつ
）を可視化

した例　赤色の「高」へい
くほど密度が高く，青色
の「低」へいくほど密度が
低い。

地図と地理情報システム（GIS）には，それぞれどのような役割や有用性があるのだろうか。それぞれの特
とく

徴
ちょう

を
踏
ふ

まえて説明しよう。
節の

振り返り

Esri Japan, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P,
FAO, USGS, NGA　(c)Esri Japan

⬆ 6 本書のQRコンテンツ「アクセスW
ウ ェ ブ
ebGIS」

の画面の例　WebGISの地図を見ながら，流れ
に沿って作業することができる（→p.5）。

2 地上から離
はな

れた所から，陸上・海洋・大気
などの現象を観測・探査する技術のこと。
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・性別などの情報を重ね合わせ，効果的な進出
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するのである。さらに，地方自治体もGIS の利用を進めている。

上下水道や道路の管理など，もともとは各部署が紙の地図で管理してき

た情報を電子化し，GIS によって統一的に管理することで，行政サー

ビスを向上させている。また，誰
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でも自由にデジタル地図を活用するこ

とができるW
ウ ェ ブ

ebGISも数多く公開されている。例えば地理院地図では，
過去から現在までの空中写真や土地条件図などを地形図の上に重ねて表
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ため，被
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なる駅・交差点などでスマートフォンのカメラをかざすと，実際に目で

見えている光景に加えて，画面上に情報が追加されて表示されたり，画

面のなかからキャラクターが飛び出して見えたりするアプリもある。

　また，遠く離
は な

れた場所の空中写真や人工衛星から取得した観測データ

を分析する際にもGIS が利用されている。それを支える技術の一つが

リモートセンシング（遠
え ん

隔
か く

探
た ん

査
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全球測位衛星システム（GNSS）　GPS　リモートセンシング（遠隔探査）

Key Words

私たちの身の回りで地理情報
システム（GIS）が活用されている例を，
本文や写真を参考にして書き出そう。

確認

GIS を用いたデジタル地図に
は紙の地図と比

く ら

べてどのような利
り

点
て ん

があ
るか，説明しよう。

説明

1 日本全国の主な平野とその周辺について，
土地の細かい高低，地形分類などを表した地図
のこと。防

ぼう
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や自然災害が起こりやすい地
形的条件なども表示してあり，自然災害の危険
度を判定するのに役立つ。

（2020年10月22日閲覧）
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GNSS による位置情報を受発信可能な農業機械から得られる
作業状

じょう

況
きょう

のデータなどがインターネットでやり取りされ，耕地
から離

はな

れた場所に居ても作物の生育状況を把
は

握
あく

できるように
なった（図 5）。これによって，田畑の区画ごとに肥料の微

び

調
ちょう

整
せい

が可能となり，使用する肥料が最小限に抑
おさ

えられ，作業の効率
化も図

はか

られた。こうしたドローンをはじめとするロボット技術
や，インターネットなどの情報通信技術（ICT）を活用した農業
は，スマート農業とよばれ，リモートセンシングの技術が欠か
せないものとなってい
る。

クローズアップ リモートセンシングの農業利用

低 高

➡ 5 作物の葉や茎
くき
の茂

しげ

り具合（植
しょく
被
ひ
率
りつ
）を可視化

した例　赤色の「高」へい
くほど密度が高く，青色
の「低」へいくほど密度が
低い。

地図と地理情報システム（GIS）には，それぞれどのような役割や有用性があるのだろうか。それぞれの特
とく

徴
ちょう

を
踏
ふ

まえて説明しよう。
節の

振り返り

Esri Japan, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P,
FAO, USGS, NGA　(c)Esri Japan

⬆ 6 本書のQRコンテンツ「アクセスW
ウ ェ ブ
ebGIS」

の画面の例　WebGISの地図を見ながら，流れ
に沿って作業することができる（→p.5）。

2 地上から離
はな

れた所から，陸上・海洋・大気
などの現象を観測・探査する技術のこと。

スマートフォンのゲームアプリを取り上
げることで、GISの技術が生徒の身近な
場面で生かされていることを実感できる。

難しいGISのしくみをかみ
砕いて説明した本文と、そ
れを補完する図によって理
解が進む。

試し
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大きさの紙面です。試し読みをして、
教科書の内容をご確認いただけます。



経路を示す線

⬆ 2 最
も
寄
よ
りの駅から学校までの距

きょ
離
り
を測る例　

　国土地理院は，地形図，写真，標高，地形分類，災害情報など，日本の国土の様子をインターネット
上で見ることができる地理院地図を公開している。地図を拡大していくと，2万5千分の1地形図（→p.13
図 5）と同じように表示される。背景の地図（ベースマップ）にはさまざまな種類があり，その上に空中写
真や主題図を重ねることもできる。地理院地図はW

ウ ェ ブ

ebGIS（→p.14）の一つであり，デジタル地図ならで
はの多くの機能をもっている。ここでは，地理院地図を使ってできることを確認しよう。

地理院地図の利用

6

�地図を動かして，あなたが通う学校を表示させよう。ま
た，検

けん

索
さく

バーに学校名を入力して，地図に表示させよう。

学校のある場所の緯
い

度
ど

と経度，標高を読み取ろう。
緯度　北

ほく

緯
い

（　　　　 ）度（　　　　 ）分
経度　東経（　　　　 ）度（　　　　 ）分
標高　（　　　　　）m

�図 2を参考に，ツールの「計測」機能を使って，自宅や
最
も

寄
よ

りの駅から学校までの距
きょ

離
り

を測ろう。
距離　（　　　　　　　　　）km

1STEP

2STEP

3STEP

Let ' s  TRY①

検
けん

索
さく

バーに身近な山の名前を入力して，地図に表示
させよう。
選んだ山（　　　　　　　　　 ）

STEP�1 で選んだ山の山頂の標高を読み取ろう。
標高（　　　　　）m

地図の種類から，「自分で作る色別標高図」を選び，
区分の数や色を工

く

夫
ふう

して，土地の高さによって色分
けされた地図をつくろう。

ツールの 3D機能を使って，図 4のような 3D地図
をつくろう。

1STEP

2STEP

3STEP

4STEP

Let ' s  TRY②

（2020年11月閲覧）

地図の種類　地図の種類や
空中写真などを選ぶことが
できる。

検索バー　入力ボックスに，地名や住所，緯
い
度
ど
・

経度などを入力すると，その位置が地図上に表
示される。

ツール　距
きょ
離
り
や面積を計測したり，立体

（3D）地図や断面図を作成したりすること
ができる。

メニュー　図の中心地
点の住所や緯

い
度
ど
・経度，

標高などが表示される。

拡大・縮小　バーを動かす
ことで，拡大したり縮小し
たりすることができる。

⬆ 1 地理院地図の
ウェブサイト　

⬆ 4 図 3をもとに作成した箱
はこ
根
ね
山
やま
周辺の3D地図　さまざま

な方向から見ることができ，土地の高さの倍率も任意の値に
設定できる。

（2020年11月閲覧）

⬇ 3 土地の高さによって色分けした箱
はこ
根
ね
山
やま
周辺　

　ツールの「並べて比
ひ

較
かく

」機能を使
うと，地図と空中写真を並べたり，
異なる年代の空中写真を比較した
りすることができる。
　右のように，空中写真だと土地
利用が判別しにくい場合は，地形
図で確認するとよい。新旧の空中
写真を並べると，街並みの変化を
とらえることもできる。

（2021年2月閲覧）
➡ 5 名

な
古
ご
屋
や
市
し
中心部の地図と空中写

真を並べた例　

STEP UP

20 21

WebGISに手軽に取り組めるよう、
段階を踏んで演習できる構成。
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32 33

試
し
読
み



46 47

　地形図で等高線を読み取ったり，土地の高さで色分けしたりすると，地形の形状をより詳
くわ

しくとらえることがで
きる。また，地図記号に着目して，田や果樹園などの土地利用ごとに着色すると，土地利用の特

とく

徴
ちょう

や傾
けい

向
こう

を分
ぶん

析
せき

す
ることもできる。ここでは，地理院地図を使った地形図の読図を通して，地形と人々の生活の関わりを考えてみよう。

地形図からみた地形と土地利用

7

図 3で，400mと 440mの等
高線を赤色でなぞろう。

図 3 で，一番分布の範
はん

囲
い

が広
い土地利用は何だろうか。

土地利用（� ）

図 3 で，家屋が集まっている
場所を青色で囲もう。また，そのような場所
は扇

せん

状
じょう

地
ち

のどの辺りか答えよう。　
（�� �）

p.40 写真 1は，どの方角から
撮
さつ

影
えい

したものだろうか。図 3に撮影した方向
を示す矢印を描

か

き入
い

れよう。

1STEP

2STEP

3STEP

4STEP

Let ' s  TRY①
図 5 で自

し

然
ぜん

堤
てい

防
ぼう

の範
はん

囲
い

を確認
し，写真 4と図 6で自然堤防上に道路がは
しっていることを確認しよう。

図 6 の地点 Aと地点 Bでは，
どちらの標高が高いだろうか。地理院地図の
ウェブサイトで確認しよう。�（�　　　　　�）

自然堤防上にある住宅地と後
こう

背
はい

湿
しっ

地
ち

にある住宅地では，どちらが古くから
の住宅地だと考えられるか，その理由ととも
に答えよう。

古くからの住宅地（� 自然堤防 ・ 後背湿地 �）
理由（�� �）�

1STEP

2STEP

3STEP

Let ' s  TRY②

（2021年1月閲覧）〔地理院地図〕

京 戸川

きょう ど
がわ

0 250m

⬆ 1 甲
こう
府
ふ
盆
ぼん
地
ち
にみられる扇

せん
状
じょう
地
ち
（→p.40写真 1）の空中写真

（山梨県，甲
こう
州
しゅう
市
し
・笛

ふえ
吹
ふき
市
し
）　

（2021年1月閲覧）〔地理院地図〕 0
400
420
440
460
480
500

標高（m）

0 250m

⬆ 2 写真 1の範
はん
囲
い
の段

だん
彩
さい
図
ず
（「自分で作る色別標高図」による）　

（2021年1月閲覧）〔地理院地図〕0 250m

⬅ 3 写真 1の範
はん
囲
い
の地形図（120%に拡大）　

（2021年1月閲覧）〔地理院地図〕

A

B

岩
木
川

0 250m

⬆ 6 写真 4の範
はん
囲
い
の地形図（120%に拡大）　

（2021年1月閲覧）〔地理院地図〕

岩
木
川

0 250m

⬆ 4 岩
いわ
木
き
川
がわ
流
りゅう
域
いき
（→p.41写真 6）の空中写真（青森県，弘

ひろ
前
さき
市
し
・板

いた
柳
やなぎ
町
まち
）　

（2021年1月閲覧）〔地理院地図〕

後背湿地などの
低地
自然堤防
旧河道
（不明瞭な
ものも含む）

　 ふ めいりょう

0 250m

⬆ 5 写真 4の範
はん
囲
い
の治

ち
水
すい
地
ち
形
けい
分
ぶん
類
るい
図
ず
　川沿いの数値は，河口からの距

きょ

離
り
（km）を表している。

　治
ち

水
すい

地
ち

形
けい

分
ぶん

類
るい

図
ず

は，河
か

川
せん

の流域のうち，主
に平野部を対象としてつくられた地図で，自

し

然
ぜん

堤
てい

防
ぼう

や旧河道，氾
はん

濫
らん

原
げん

，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ている。地理院地図で
見ることができる。

STEP UP空中写真と治水地形分類図と地形図を見比べること
で、人々のくらしと地形の関係をみいだせる。

空中写真と段彩図と地形図で、地形の
特徴を確実に理解できる。
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⬆ 1 インドネシアの市
いち
場
ば
（カリマンタン島，ポンティアナック，2006年9月）　

　景観写真を見るときに注目すべきポイントを知っていると，行ったことがない場所の写真から，その
土地の気候の様子や，人々の生活の特

とく

徴
ちょう

など，さまざまな情報を読み取ることができる。ここでは，イ
ンドネシアの市

いち

場
ば

の写真を参考にポイントを確認し，ツバルとアラブ首
しゅ

長
ちょう

国
こく

連
れん

邦
ぽう

の写真の注目すべき箇
か

所
しょ

と，写真から分かる気候の特徴を読み取ろう。

景観写真の読み取り方

9
　世界各地の気候の特

とく

徴
ちょう

を表す代表的な指標は，気温と降水量である。これらの指標をグラフで表現し
たものに雨温図がある。ここでは，雨温図から気候の特徴を読み取る方法を身につけよう。8

雨温図の見方

図 1の 3都市の雨温図から，気温の最も高い月（最
暖月）と最も低い月（最寒月）を読み取り，その差（年

ねん

較
かく

差
さ

）が何℃
であるのか，記入しよう。
東京（　 　）℃　バンコク（　 　）℃　ハバロフスク（　 　）℃

降水量が多い月が数か月連続し，少ない月も同じよ
うに数か月連続していれば，雨季と乾

かん

季
き

がある。図 1の 3都市の
なかで，雨季と乾季が明らかな都市を答えよう。　
  （  　　　　　　　　　 ）

図 2を見て，次の文章の（　　）に当てはまる数字を
記入しよう。
　ローマとケープタウンは，ともに地中海性気候に属するが，
降水量が最も少なく気温が高い時期は，ローマでは（　　）月
ごろ，ケープタウンでは（　　）月ごろである。このように，
同じ気候区でも，北半球にあるローマと南半球にあるケープ
タウンとでは，気温の折れ線グラフの凹

おう

凸
とつ

が異なる。

1STEP

2STEP

3STEP

Let ' s  TRY
年較差

最暖月

最寒月

降
水
量

気
温

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃ mm

東　京 Cfa

１ ４ ７ １０月１ ４ ７ １０月１ ４ ７ １０月

（日本）

３００

２００

１００

０

年平均気温　 15.4℃
年降水量 1528.8ｍｍ

バンコク Aw
（タイ）

年平均気温　 28.9℃
年降水量 1653.1ｍｍ

ハバロフスク Dw
（ロシア）

年平均気温　 2.3℃
年降水量 663.9ｍｍ

〔理科年表 2021，ほか〕

⬆ 1 東京，バンコ
ク，ハバロフスク
の雨温図　

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃

ケープタウン Cs

１ ４ ７ １０月

３００

２００

１００

０

mm

ローマ Cs

１ ４ ７ １０月

（南アフリカ共和国）（イタリア）
年平均気温　 １５.６℃
年降水量 ７１６.９ｍｍ

年平均気温　 １６.８℃
年降水量 ５４５.８ｍｍ

〔理科年表 2021，ほか〕
➡ 2 ローマ，ケー
プタウンの雨温図　

　調べたい地域の樹木の有
う

無
む

，気温や降水量が分かれば，下の指標をもとにその地域がケッペンの気候
区分のどの気候区に属するのかを判定することができる。

世界の
気候

樹林の
ない気候

樹林の
ある気候

最寒月平均気温18℃以上

最寒月平均気温
18℃未満 －3℃以上

最寒月平均気温－3℃未満
最暖月平均気温10℃以上

低温が理由で樹林なし
最暖月平均気温10℃未満

乾燥が理由で樹林なし
乾燥限界未満の降水

Ａ 気 候
熱帯

Ｃ 気 候
温帯

Ｄ 気 候
亜寒帯（冷帯）

E 気 候
寒帯

B 気 候
乾燥帯

最暖月平均気温0℃以上

最暖月平均気温0℃未満

乾燥限界の2分の1以上の降水

乾燥限界の2分の1未満の降水

s＝夏季乾燥

w＝冬季乾燥 夏の最多雨月降水量が冬の最少雨月降水量の10倍以上

f＝s, w以外
a＝最暖月平均気温が22℃以上

b＝最暖月平均気温が22℃未満

w＝冬季乾燥   夏の最多雨月降水量が冬の最少雨月降水量の10倍以上

f＝s, w以外

熱帯雨林気候

弱い乾季のある熱帯雨林気候

サバナ気候

地中海性気候

温暖冬季少雨気候

温暖湿潤気候

西岸海洋性気候

亜寒帯湿潤気候

亜寒帯冬季少雨気候

ツンドラ気候

氷雪気候

ステップ気候

砂漠気候

Af

Am

Aw

Cs

Cw

Cfa

Cfb

Df

Dw

ET

EF

BS

BW

最少雨月降水量が30mm未満かつ
冬の最多雨月降水量が夏の最少雨月降水量の3倍以上

〈乾燥限界の計算〉　年平均気温をt℃，年降水量をrmmとして
s（夏季乾燥）型：r<20t　　w（冬季乾燥）型：r<20（t+14）　　f（s, w以外）型：r<20（t+7）

最
少
雨
月
降
水
量

mm
60
40
20

年降水量（r）（y）

Af

Ａｍ
Ａｗ

1000 1500 2000 2500 mm

最少雨月降水量が60mm以上
y＝100－0.04r0

⬆ 3 ケッペンの気候区分の指標　

写真 2 は，ツバルでの食
事の準備の様子を撮

さつ

影
えい

したものである。
衣服や住居に注目して，ツバルの気候の
特
とく

徴
ちょう

を読み取ろう。
衣服や住居の特徴（  
    ）
気候の特徴（  
   ）

写真 3 は，アラブ首
しゅ

長
ちょう

国
こく

連
れん

邦
ぽう

の らくだ市
いち

の様子を撮影したもの
である。衣服や市

いち

場
ば

の商品に注目して，
アラブ首長国連邦の気候の特徴を読み取
ろう。
衣服や商品の特徴（  
    ）
気候の特徴（  
   ）

1STEP

2STEP

Let ' s  TRY

⬆ 2 ツバルでの食事の準備の様子（2009年9月）　 ⬆ 3 アラブ首
しゅ
長
ちょう
国
こく
連
れん
邦
ぽう
の らくだ市

いち
（アイン，2018年9月）　

STEP UP

市
いち
場
ば
の商品に注目！

バナナやパパイヤなど，暑い
地域の果物が売られている。

衣服に注目！
半
はん
袖
そで
で風通しがよく，涼

すず
しそ

うな衣服を着ている。

50 51

生活文化単元を学習するうえで必要な地理的技能
が、Let's TRYなどの作業を通して身につく。

写真資料の読み取り方を具体的に紹介。
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⬆ 3 雨のなかを歩く学生たち（インドネシア，
ジャカルタ，11月）　熱帯では，天気が急変し，
突
とつ
然
ぜん
激しい雨が降り出すことが多い。

1 熱帯林のうち，特に一年中降水量が多く，
気温が高い地域に生育する森林のこと。南アメ
リカではセルバとよばれる。

2 野生の樹木や草を焼いて，その焼
しょう

却
きゃく

灰
ばい

を肥
料として利用し，作物を栽

さい

培
ばい

する農法のこと。

2 熱帯の気候と
人々の生活

1 年を通して気温が高く，降水量も多い熱帯の地域では，人々は
どのような生活をしているのだろうか。乾

かん

季
き

の有
う

無
む

に着目しながらみていこう。
学習課題

高
こ う

温
お ん

多
た

湿
し つ

な
熱帯

　熱帯は，気温が高く，降水量が多い地域であり，赤道
から緯

い

度
ど

25 度付近の地域に分布する。年
ねん

較
かく

差
さ

が小さく，

四季の変化がないため，1年を通して半
はん

袖
そで

や風通しのよい生
き

地
じ

の服を着

て過ごす人が多い。ただし，気温の日
にち

較
かく

差
さ

は大きく，夜は「熱帯の冬」と

いわれることもある。

赤道に近い熱帯雨林気候（Af）の地域は，1年を通して降水量が多く，
年降水量は2000mm以上の所が多い。雨はほとんど毎日降るが，たいて

いは15〜30分もすればやむため，多くの人が傘
かさ

を持ち歩かない。日射

量と降水量が非常に多いため，熱帯雨林とよばれる多種類の常緑広葉樹
からなる背の高い密林が広がっている。ただし，農地の拡大や輸出用木

材の大量伐
ばっ

採
さい

などによって，熱帯雨林は近年急速に減少しており，地
ち

球
きゅう

環
かん

境
きょう

問
もん

題
だい

の一つとなっている。この地域には赤色の やせた土
ど

壌
じょう

が広がる

ため，伝統的に農業は自給的な焼
やき

畑
はた

農
のう

業
ぎょう

が行われてきた。現在では，プ

ランテーションでバナナや天然ゴムなどの商品作物の栽
さい

培
ばい

が盛
さか

んである。
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熱帯雨林気候区の周りには，弱い乾
かん

季
き

のある熱帯雨林気候やサバナ気

候が広がっている。

弱い乾
かん

季
き

のある熱帯雨林気候（熱帯モンスーン気候）（Am）は，季節風
（モンスーン）の影

えい

響
きょう

で雨季と弱い乾
かん

季
き

がある。雨季の十分な降水と乾季

の強い日ざしを生かして，東南アジアでは稲
いな

作
さく

が盛んである。

サバナ気候（Aw）は，熱帯収束帯が季節によって南北に移動する影響
で，雨季と乾季が明

めい

瞭
りょう

である。この地域には，草
くさ

丈
たけ

の長い草原のなかに

樹木がまばらに生えるサバナが広がる。雨季は緑に覆
おお

われるが，乾季に

はほとんど雨が降らないため，樹木は落葉し，草原は枯
か

れる。アフリカ

のサバナでは，ライオンやゾウなどの大型の野生動物の群れがみられる。

また，この気候区の地域は，コーヒーや さとうきび，綿花などの大産

地でもある。雨季よりも乾季のほうが湿
しつ

度
ど

は低く，快適に過ごせるため，

ビーチリゾートなどの観光地は乾季になると多くの人でにぎわう。
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弱い乾季のある熱帯雨林気候（熱帯モンスーン気候）（Am）　雨季 乾季 サバナ気候（Aw）　サバナKey Words

⬆ 1 熱帯雨林が広がるアマゾン川上流域
（ペルー，イキトス近

きん
郊
こう
，2015年6月）　

資料活用 熱帯雨林にはどのような特
とく
徴
ちょう
が

あるのだろうか。

マイアミ
北回帰線

南回帰線

赤道
クアラルンプール

コルカタ

熱帯雨林気候Af サバナ気候Aw
弱い乾季のある熱帯雨林気候Am
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〔ケッペン原図，ガイガーほか修正，ほか〕

⬆ 4 熱帯の分布　 資料活用 熱帯の地域は，赤道を中心に南北に広がって
いることに着目しよう。
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年降水量 1841.7ｍｍ
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マイアミ Am
（アメリカ合衆国）

年平均気温 25.0℃
年降水量 1568.6ｍｍ

〔理科年表 2021〕

⬆ 6 熱帯の気温と降水量　 資料活用 サバナ気候は，季
節による降水量の差が大きいことに着目しよう。

キリマンジャロ山

⬆ 5 緑の草原が広がる雨季のサバナ（ケニア，4月）　ケニアでは，
3～5月ごろと11～12月ごろの2度訪

おとず
れる雨季に草木が育つ。

キリマンジャロ山

⬆ 7 枯
か
れ草の草原が広がる乾

かん
季
き
のサバナ（ケニ

ア，10月）　乾季には雨がほとんど降らず，草
木は枯

か
れてしまうことが多い。動物たちは水と

餌
えさ
を求めて，大移動をする。

熱帯雨林気候とサバナ気候の
植生の特

とく

徴
ちょう

を本文から書き出そう。
確認

写真 5・7をもとに，サバナ
気候の雨季と乾

かん

季
き

の景観の違
ちが

いを説明し
よう。

説明

3 市
いち

場
ば

へ商品として売ることを目的として栽
さい

培
ばい

される農作物のこと。

4 草
くさ

丈
たけ

の長い草原のなかに樹木が点在する熱
帯の草原地帯のこと。雨季には草が茂

しげ

り，乾
かん

季
き

には枯
か

れる。南アメリカのブラジル高原では，
セラードやカンポとよばれる。

➡ 2 ボートに乗ってアマゾン川流域を
観光する人 （々ペルー，イキトス近

きん
郊
こう
）　

アマゾン川は上流でも川
かわ
幅
はば
が広く，小

型から大型まで多くの船が行き来する。

2
節
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からなる背の高い密林が広がっている。ただし，農地の拡大や輸出用木

材の大量伐
ばっ

採
さい
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題
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ため，伝統的に農業は自給的な焼
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が行われてきた。現在では，プ
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きん
郊
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，2015年6月）　

資料活用 熱帯雨林にはどのような特
とく
徴
ちょう
が

あるのだろうか。
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⬆ 4 熱帯の分布　 資料活用 熱帯の地域は，赤道を中心に南北に広がって
いることに着目しよう。
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年降水量 1568.6ｍｍ
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⬆ 6 熱帯の気温と降水量　 資料活用 サバナ気候は，季
節による降水量の差が大きいことに着目しよう。

キリマンジャロ山

⬆ 5 緑の草原が広がる雨季のサバナ（ケニア，4月）　ケニアでは，
3～5月ごろと11～12月ごろの2度訪

おとず
れる雨季に草木が育つ。

キリマンジャロ山

⬆ 7 枯
か
れ草の草原が広がる乾

かん
季
き
のサバナ（ケニ

ア，10月）　乾季には雨がほとんど降らず，草
木は枯

か
れてしまうことが多い。動物たちは水と

餌
えさ
を求めて，大移動をする。

熱帯雨林気候とサバナ気候の
植生の特

とく

徴
ちょう

を本文から書き出そう。
確認

写真 5・7をもとに，サバナ
気候の雨季と乾

かん

季
き

の景観の違
ちが

いを説明し
よう。

説明

3 市
いち

場
ば

へ商品として売ることを目的として栽
さい

培
ばい

される農作物のこと。

4 草
くさ

丈
たけ

の長い草原のなかに樹木が点在する熱
帯の草原地帯のこと。雨季には草が茂

しげ

り，乾
かん

季
き

には枯
か

れる。南アメリカのブラジル高原では，
セラードやカンポとよばれる。

➡ 2 ボートに乗ってアマゾン川流域を
観光する人 （々ペルー，イキトス近

きん
郊
こう
）　

アマゾン川は上流でも川
かわ
幅
はば
が広く，小

型から大型まで多くの船が行き来する。

熱帯が赤道付近に広がっていることに
気づくことができる。

熱帯に住む人々のくらしが見える臨場感あふ
れる写真と本文で、現地のイメージがわく。

試し
読み ２部１章　生活文化の 多様性と国際理解
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試
し
読
み

気候と農業の因果関係がわかる。



1 節　世界の地形と人々の生活（p.38～45）
☆　�地形をつくる力には，地球内部の熱エネルギーに由来する�①� �と，主に太陽エネルギーを�
原動力とする�②� �がある。

☆　陸地は，地
じ

震
し ん

活動や火山の噴
ふ ん

火
か

が活発な�③� �と，それ以外の�④� �に分けられる。
☆　③�では，活断層が集中してみられ，⑤� �の噴出で形成された火山が多い。
☆　河

か

川
せ ん

がつくる地形について，右下の図の�⑥～⑪�に当てはまる語句を答えよう。
　　⑥� 　⑦� 　⑧� 　⑨� 　
　　⑩� 　⑪� 　
☆　�志

し

摩
ま

半
は ん

島
と う

南部の英
あ

虞
ご

湾
わ ん

では，海面の上
じょう

昇
しょう

によってV字
じ

谷
こ く

が海に沈
し ず

んでできた�
　　⑫� �がみられる。
☆　�九

く

十
じゅう

九
く

里
り

浜
は ま

では，海面が下がったことで
遠浅の海底が平野になった�

　　⑬� �がみられる。
☆　�砂

す な

浜
は ま

海
か い

岸
が ん

では，波や沿岸流の影
え い

響
きょう

を受けて
運ばれた砂が帯のように堆

た い

積
せ き

すると�
⑭� �ができる。

　　�⑭�が陸地から島へと延びてつながった島は
⑮� �とよばれる。

2 節　世界の気候と人々の生活（p.48～59）
☆　�風や雨など大気中で起こる�さまざまな大気の自然現象を気象という。一方，長期間にわたる大気の平均的な
特
と く

徴
ちょう

や状態を�⑯� �という。⑯�は，気温・湿
し つ

度
ど

・降水量・風などの�⑰� �によって
表すことができ，緯

い

度
ど

・海
か い

抜
ば つ

高
こ う

度
ど

・地形・海流などの�⑱� �の影
え い

響
きょう

を受けて形成される。
☆　ケッペンによる気候区の特徴を示した次の文章について，当てはまる気候区の名

め い

称
しょう

を答えよう。
　　⑲� �気候…冬は寒く，1年を通して降水がある。北海道はこの気候区に属する。
　　⑳� �気候…�温帯のなかでも，1年を通して降水量が多く，夏は蒸

む

し暑
あ つ

く冬は寒冷となる。�
北海道を除く日本の大部分はこの気候に属する。

　　㉑� �気候…�夏は暑くて乾
か ん

燥
そ う

し，冬に降水が集中する。乾燥に強いオリーブ，オレンジ，�
ぶどう�などが栽

さ い

培
ば い

される。
　　㉒� �気候…�赤道の近くに広がり，1年を通して降水量が多い。プランテーションでの商品作

物の栽培が盛
さ か

んである。
　　㉓� �気候…�降水量が極

きょく

端
た ん

に少なく，植生はほとんどみられない。オアシスの周辺には，�
集落や耕地がみられる。

じ　 だ に

2 部 1章 1〜4節を振
ふ

り返
かえ

ってみよう！ 教科書の本文を参考に，次の文章に適切な
語句を記入しよう。1

解答は
コチラ！

　上の地図は，世界の宗教の分布を示したものである。次の文章を参考にして，Ⓐ～Ⓒに当てはまる宗教を答えよう。
　Ⓐ   …�アラビア半島を中心に，東南アジアから北アフリカに至る地域で主に信

し ん

仰
こ う

されており，�
コーランを聖典としている。

　Ⓑ   …�中国や日本，東南アジアにかけて信仰されており，寺院では修
し ゅ

行
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む僧
そ う

侶
り ょ
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字
じ

架
か

を掲
か か

げた教会が建ち，�
聖書に基

も と

づいた暮らしがみられる。
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3 節　世界の産業と人々の生活（p.60～63）
☆　�初期の農業は，労働集約的な稲

い な

作
さ く

と畑作，遊牧，焼
や き

畑
は た

など，自家消費が主体の�㉔� �であった。
☆　�都市の人口が増加してくると，販

は ん

売
ば い

を目的とした�㉕� �が発展した。
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か

畜
ち く

を大量に生産する��
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㉘� �に進出し，世界の農業に大きな影
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響
きょう

を与
あ た

えている。
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ひ
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的
て き
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退
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せ ん

端
た ん

技
ぎ

術
じゅつ

産
さ ん

業
ぎょう

では技術革新が盛
さ か

んである。

4 節　世界の宗教・民族・言語と人々の生活（p.64～65） 
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こ う
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人々によって構成される。世界には約 7000の�㊴�があり，世界の国々は特定の�㊴�を公用語としている。

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
ヒンドゥー教
ユダヤ教
その他 〔Diercke Weltatlas 2015，ほか〕

イコンに祈る人
いの

メッカに向かって

祈る人々

托鉢
たくはつ

66 67

教科書に直接書き込む穴埋め形式。学習内容を整理できる。

模式図や分布図を活用して復習できる。
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食文化における
共通点と相

そ う

違
い

点
て ん

世界の温暖で降水量が多い地域と同様に，日本で
は古くから稲

いな

作
さく

が行われ，米が主食とされてきた。

また，国土が海に囲まれ，豊かな自然が広がる日本では，多様な食材が

手に入る。世界で魚
ぎょ

介
かい

類
るい

を食べる人は多いが，すし や刺
さし

身
み

など魚を生で

食べる習慣はあまりみられない。一方で，素材を生かした料理である和

食は，海外でも評価されており，ユネスコの無形文化遺産に登録された。

　日本では，仏教の影
えい

響
きょう

から江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

までは肉食が避
さ

けられていたが，

明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

に肉食を含
ふく

む欧
おう

米
べい

の食文化が伝わり，現在では食生活における

宗教の影響はほとんどない。世界には，豚
ぶた

肉
にく

を食べることや飲酒が禁じ

られたムスリムや，神聖な動物である牛の肉を食べず，さらには不
ふ

殺
せっ

生
しょう

の教えから菜食主義者も多いヒンドゥー教徒がおり，そこには相
そう

違
い

点
てん

が

多いようにみえる。しかし，ムスリムやヒンドゥー教徒も鶏
とり

肉
にく

や羊肉，

魚などは食べており，日本の食生活との共通点も多い。

第二次世界大戦以降，日本ではパン食の拡大によって米の消費量が減

り，グローバル化のなかで果物や嗜
し

好
こう

品
ひん

の多くを海外から輸入するよう

になるなど，食文化の違
ちが

いはさらに縮まりつつある。こうしたなか，日

本では食の安全や地元の農家を守る動きもあり，現在は地産地消，すな

わち地域の食材を意識的に食べることが推
すい

奨
しょう

されている。

➡ p.24

1 1  ，➡ p.33

➡ p.169

2  

文化や習慣にみられる
共通点と相

そう

違
い

点
てん

　グローバル化の影響で文化面での共通点は
増えてきているが，現在でも日本では独自の文

化や習慣が各所に残っている。例えば，住宅内で靴
くつ

を脱
ぬ

ぐ，湯船を共有す

るといった古くからの習慣，盆
ぼん

栽
さい

や茶の湯といった芸術や文化は外国人の

目には興味深く映るだろう。茶の湯から生まれた「おもてなし」の文化は，

現在も日本人に受
う

け継
つ

がれている。一方，漫
まん

画
が

やアニメーション，それら

のキャラクターに扮
ふん

するコスプレなどのサブカルチャーも，日本から世界

へ発信されて共通の人気を集めており，新たな日本のイメージを生んでいる。

日本には，6世紀半ばに仏教が，16世紀にキリスト教が伝わった。グロー

バル化が進んだ現在では，世界のさまざまな宗教を身近に感じることが

できる。例えば，年末に多くのキリスト教徒と同じくクリスマスを楽しみ，

一方で大
おお

晦
み そ か

日と正月にはアジアの多くの人々と同じく寺院などへ参拝に

出かける。仏教にまつわるお盆
ぼん

の墓参りや，七五三などの年中行事も多

くの人が経験してきていることだろう。このように，日本には世界の宗教

や文化から取り入れた習慣や行事も多い。その背景には，さまざまな物

事には「八
や お よ ろ ず

百万の神
かみ

」が宿るという，神
しん

道
とう

にも通じる日本独特の神の理解

があるといわれる。この考え方から，物を捨てずに大切にしようとする

文化も育まれ，「もったいない」という言葉は世界で共有化されつつある。

6  

➡ p.125 5

3  

4  5  

2

・�日本で続く古くからの習慣にはどのよ
うなものがあるだろうか。

・�日本において，宗教を背景とした習慣
や行事にはどのようなものがあるだろ
うか。

・�文化や習慣にみられる日本と世界の共
通点・相

そう

違
い

点
てん

には，どのようなものが
あるだろうか。

視点

・�自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

から影
えい

響
きょう

を受けた食文化には
どのようなものがあるだろうか。
・�グローバル化の影響で食はどのように
変化したのだろうか。
・�食文化における日本と世界の共通点・相

そう

違
い

点
てん

には，どのようなものがあるだろうか。

視点

⬆ 1 イギリスにある回転ずし店（ロンドン，2008年）　和食のなかでも すし は，その国や地域の人の好みに合わせて形を変え，世界中で愛され
ている。

⬆ 2 地元の京野菜を売る市
いち
場
ば
（京都府，京都市，

2014年）　

⬆ 3 クリスマスのイルミネーションを楽しむ人 （々東京都，渋
しぶ
谷
や
区
く
，2019年12月）　

⬆ 4 神社で初
はつ
詣
もうで
をする人 （々東京都，千

ち
代
よ
田
だ
区
く
，2020年1月）　 ⬆ 5 大

おお
晦
み そ か
日に寺で鐘

かね
をつく人 （々岡山県，倉

くら
敷
しき
市
し
，2018年12月）　

⬆ 6 茶
さ
道
どう
を体験する留学生（京都府，京都市，

2008年）　

1 和食の特
とく

徴
ちょう

として，多様で新
しん

鮮
せん

な食材とそ
の持ち味の尊重，健康的な食生活を考える栄養
バランス，自然の美しさや季節の移ろいの表現，
正月などの年中行事との密接な関わり，が挙げ
られる。

2 川や森，岩といった自然や，雨や雷
かみなり

といっ
た自然現象を敬うことから生まれた，日本独自
の宗教のこと。教祖や教典はない。
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事
例
6
宗
教
・
歴
史
●❸●❸●
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

1
章

C

黒 海

エ
ー
ゲ
海

川）ブ
ーュ

ニダ（
ウ
ナ
ド

ラ
イ
ン
川

海中地

洋

西

北 海

湾

バルト海

ア
ニ
ス
ボ

大

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
山
脈

ピレネー山脈

アル
プス山脈

A 古城をめぐるラインをめぐるラインをめぐるライン川川下下下りり（マインツ（マインツ（マインツ近近
きん
郊郊郊
こうこうこう
，2016，2016年年） 丘

おか
の上に建

つラインシュタインつラインシュタインつラインシュタイン城城は19は19世紀紀前前半半半にに今今のかたちとなった。のかたちとなった。現在は
博物館やレストランとしてやレストランとして使われている。われている。われている。われている。われている。われている。

B 多くのファンがくのファンがくのファンが集集まるサッカーのまるサッカーのまるサッカーのまるサッカーの試試試試合合（ドル（ドル
トムント，2015トムント，2015トムント，2015年年）） サッカーのサッカーのサッカーの人人気気が高
いドイツでは，いドイツでは，いドイツでは，世界のさまざまなのさまざまなのさまざまな国国をを出出出身身身
とするとする選選手が活

かつ
躍
やく
している。している。している。→p.127

地地中中海海にに面面するヨーロッパするヨーロッパ文文明明発発
はっ

祥祥
しょう

のの国国！！

ギリシャ
Greece

人口：1072万人（2019年）
面積：13万km2（2019年）
主な宗教：ギリシャ正教
主な言語：ギリシャ語
通貨：ユーロ
日本との時差：－7時間
東京からの飛行時間：15時間以上（アテネ）

C 世界遺産アクロポリスのパルテノンアクロポリスのパルテノンアクロポリスのパルテノンアクロポリスのパルテノンアクロポリスのパルテノンアクロポリスのパルテノンアクロポリスのパルテノン
神神神
しんしん
殿殿
でん
（アテネ，2015（アテネ，2015（アテネ，2015（アテネ，2015年） 紀紀紀元元元前前55世世

紀紀に建建てられたこのてられたこのてられたこの神殿は，古代ギ
リシャをリシャを象

しょう
徴
ちょう
するする建築物である。

D �エーゲ�エーゲ海にに面したレストランしたレストランしたレストラン（ミコ
ノスノス島島，2017，2017年年55月月） 青青いいい空空とと海海海
にに映

は
える白
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古い街並みや文化の継
けい

承
しょう

は，どのように守られてきたのだろうか。
歴史や宗教などに着目しながらみていこう。
学習課題

現代に残る
古い街並み

　ヨーロッパには歴史ある街が多く，100 年以上も前
につくられた建物が商店や飲食店などに使われ，石

いし

畳
だたみ

の道を自動車が行
い

き交
か

う。街の中心にある教会には礼拝のために人々が

出入りし，その前の広場には食料品や土
み や げ

産物
もの

を売る店が市
いち

を開いている。

冬になると，クリスマスマーケットが開かれ，クリスマスの飾
かざ

りや菓
か

子
し

などを売る店が軒
のき

を連ね，家族連れでにぎわう。

　ヨーロッパでは歴史や文化を保護しようとする意識が強く，外観を残

しながらリフォームした建物が多い。修
しゅう

繕
ぜん

を繰
く

り返
かえ

しながら保たれる歴

史的な景観により，地域固有の伝統や文化を理解しやすいことから，人々

に過去の記
き

憶
おく

を共有させる役割も果たしている。ヨーロッパには，城や

宮
きゅう

殿
でん

など繁
はん

栄
えい

の歴史を示す建物が多い。その一方で，ポーランドのワル

シャワ歴史地区のように，戦争によって破
は

壊
かい

された建物を再建して，多

くの犠
ぎ

牲
せい

と復興の歴史を今に伝える所もある。これらは世界遺産として
登録され，国を越

こ

えた人類共通の財産として保存されている。

1  

➡ p.119

 2  

生活に根づく
キリスト教

　歴史を大事にする意識と同様，ヨーロッパに暮らす
人々の生活のなかに深く根づいているのがキリスト教

である。キリスト教を信
しん

仰
こう

する人々の祈
いの

りの場として各地に教会があり，

礼拝（ミサ）のほか，結
けっ

婚
こん

式
しき

や葬
そう

式
しき

など人生に関わる出来事の舞
ぶ

台
たい

にもな

る。キリスト教独自の行事がいくつもあり，特にクリスマスやイースター

（復活祭）は多くの国で祝日となっており，家族で祝う習慣がある。

　キリスト教は各地で人々の暮らしと結びつきながら発展してきた。イ

タリアやスペイン，フランスなど南ヨーロッパではカトリックが一
いっ

般
ぱん

的
てき

であり，ステンドグラスや宗教画などで豪
ごう

華
か

に装
そう

飾
しょく

された教会には，礼

拝のために敬
けい

虔
けん

な信者が訪
おとず

れる。もともと断
だん

食
じき

前
まえ

の祭りだったカーニバ

ル（謝
しゃ

肉
にく

祭
さい

）は，今では観光行事としてにぎわっている。一方，イギリス

やドイツ北部など北ヨーロッパではプロテスタントが多く，キリストの
像を置かない簡素な教会がみられる。聖書を学ぶことが重要とされ，自

宅で信仰を深める人々もいる。また，ルーマニアやブルガリアなど東ヨー

ロッパでは正教会が主流で，イコンとよばれる聖像画に向かって祈るの
が特

とく

徴
ちょう

である。キリスト教の伝統が重んじられ，断食も行われている。

　キリスト教の宗派と同様に，ヨーロッパのさまざまな言語も，スペイ

ン語やフランス語などのラテン語派，英語やドイツ語などのゲルマン語
派，ポーランド語やロシア語などのスラブ語派の三つに大きく分けられ
る。キリスト教という共通の文

ぶん

化
か

圏
けん

を築いてきたヨーロッパでも，宗派

や言語などの違
ちが

いから地域ごとにさまざまな文化が形成されている。

3  ，➡ p.64

 4  

➡ p.144

5  キリスト教の三つの宗派と，
主に信

しん

仰
こう

されている国や地域を本文から
書き出そう。

確認

ヨーロッパ各地で古い街並み
が残されているのはなぜか，街並みを保
全する意義とともに説明しよう。

説明

1 古い街並みと
キリスト教文化

世界遺産　キリスト教　カトリック　プロテスタント　正教会　ラテン語派　ゲルマン語派　スラブ語派Key Words

⬆ 1 大聖堂前の広場で開かれるクリスマスマーケット（ドイツ，ケルン，2018年12月）　

⬆ 2 第二次世界大戦前の街並みが再現された
ワルシャワ歴史地区（ポーランド，2016年）　
　戦争によって建物の多くが破

は
壊
かい
されたが，市

民らが街並みの再現を目指して立ち上がった。
建物は，昔の写真やスケッチなどをもとにして，
れんがの ひび に至るまで丹

たん
念
ねん
に修復された。
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⬆ 3 ヨーロッパのキリスト教の宗派の分布　 地図帳 ヨー
ロッパの言語の分布との関係を確認しよう。 ⬆ 4 ステンドグラスや宗教画で装

そう
飾
しょく
された大聖堂（スペイン，レオン，2017年）　

⬆ 5 教会でイコンに向かって祈
いの
る人（ルーマニ

ア，2016年）　イコンは，教会だけでなく各
家庭にも飾

かざ
られ，アクセサリーとして身につけ

る人もいるなど，人々の暮らしに深く関わって
いる。
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ヨーロッパの人々の生活には、キリ
スト教が根づいていることがわかる。
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各地の伝統的な食文化は，地域ごとにどのような違
ちが

いがあるのだ
ろうか。自

し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

の違いや農業に着目しながらみていこう。
学習課題

受
う

け継
つ

がれる
食文化

　ヨーロッパでは，地域ごとに異なる自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

に対応
して特

とく

徴
ちょう

ある農業が営まれ，そして地域に根ざした食

文化が発達し現在に受
う

け継
つ

がれている。食文化の伝統は料理だけでなく，

チーズやハムといった食品づくりにおいても大切にされている。それぞ

れの産地で伝えられてきた食品づくりの伝統を保護するため，ヨーロッ

パでは，原産地や製造方法を定めて，それ以外の地域では産地の地名を

名乗ることができないようにする制度が設けられている。

アルプス以南の
食文化

　地中海沿岸の南ヨーロッパでは，小麦でつくった
ピザやパスタが食

しょく

卓
たく

に並ぶ。稲
いな

作
さく

も行われており，

スペインのパエリアやイタリアのリゾットのような米料理もある。料理

にはオリーブの実からとれるオリーブオイルがふんだんに使われるほか，

トマトを加えたり，地中海の豊富な魚
ぎょ

介
かい

類
るい

を盛
も

り込
こ

んだりした料理も多

い。また，食事の際にはワインがよく飲まれる。

　地中海性気候のこの地域では，雨の多い冬に小麦を栽
さい

培
ばい

し，乾
かん

燥
そう

する

夏にワインの原料となる ぶどう や，オレンジなどの かんきつ類，オリー

ブやコルクがし といった乾燥に強い樹木作物を栽培する地中海式農業
が行われている。晴天に恵

めぐ

まれる夏には，青い空と太陽の光を求めて，
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アルプス山脈より北の地域から多くの観光客が訪
おとず

れ，地中海沿岸のリ

ゾートはバカンスを楽しむ人々でにぎわう。

アルプス以北の
食文化

　北西・東ヨーロッパでは，じゃがいも やソーセー
ジ，ビールが食卓に並ぶ。また，小麦のパンよりも

ライ麦でつくられた色の黒いパンが多い。南ヨーロッパに比べて気温は

低いが，年間を通じて雨が降ることから，寒さに強い じゃがいも やラ

イ麦などの食料用作物のほかに，大麦や えん麦
ばく

，てんさいなどの飼料

用作物の栽培と，豚
ぶた

や肉牛などの飼育を組み合わせた混合農業が発達し
てきた。豚肉を保存するためのソーセージづくりの伝統は今も受け継が

れており，ドイツやその周辺ではフランクフルトやウインナーなど，地

域ごとに味や料理方法が異なるさまざまな種類のソーセージがみられる。

　ヨーロッパでは，チーズやバターなどの乳製品の種類が豊富なのも特

徴である。デンマークやオランダ，フランス北部などには，土地がやせ

ていて穀物栽培にあまり適していない地域があり，食料用作物ではなく

牧草を栽培して乳牛を飼育する酪
らく

農
のう

が盛
さか

んである。また，大都市に近く

交通が発達した地域では，オランダのチューリップ栽培やパプリカの温

室栽培など，野菜や花
か

卉
き

などを生産する園芸農業が発達している。ヨー
ロッパから，遠く離

はな

れた日本にも航空機で新
しん

鮮
せん

な乳製品や野菜が届けら

れている。
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アルプス以南と以北でみられ
る伝統的な料理の例を，それぞれ本文か
ら書き出そう。

確認

食の伝統を守るために，どの
ような工

く

夫
ふう

が行われているか，説明しよ
う。
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地域による違
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⬆ 7 主な農産物の生産　

➡ 6 コルクの収
しゅう
穫
かく
（ポルトガル，

エヴォラ近
きん
郊
こう
，2003年7月）　コ

ルクがしの樹皮をはぎ，瓶
びん
の栓

せん
な

どに使う厚いコルク層を採取する。

⬅ 1 オリーブオイルやトマト，チーズなどを
使ったピザ（イタリア，ナポリ，2018年）　
　写真のピザはマルゲリータとよばれるもの
で，ナポリを代表するピザの一つである。

⬇ 2 店頭で売られるさまざまな種類のソー
セージ（ドイツ，ミュンヘン，2013年）　ドイ
ツでは，成長の早い豚

ぶた
を飼育し，冬の保存食用

に加工したソーセージやハムが食べられてき
た。

原産地でつくられ
た商品であること
を示すラベル

⬆ 3 カマンベールチーズ（フランス，2013年）　
　カマンベール村が発

はっ
祥
しょう
のチーズで，表皮が白

カビに覆
おお
われているのが特

とく
徴
ちょう
である。型

かた
崩
くず
れの

防止や過
か
剰
じょう
なカビの繁

はん
殖
しょく
の抑

よく
制
せい
などを目的に，

木製の箱に入っているものが多い。箱には原産
地でつくられたことを保証するためのラベルが
貼
は
られている。

⬆ 5 ワインの原料となる ぶどうの収
しゅう
穫
かく
（イタリア，シチリア島，カタニア近

きん
郊
こう
，

2014年9月）　イタリアは世界有数のワインの産地であり，なだらかな丘
きゅう
陵
りょう
には

広大な ぶどう畑が広がる。
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アルプス山脈より南の地域の食文
化は、地中海性気候の影響を強く
受けていることがわかる。

身近な食材とヨーロッパの農業
とのつながりがわかる。
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物を大切にする文化は，工業や環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

とどのように関わってき
たのだろうか。人々の考え方に着目しながらみていこう。
学習課題

物を大切にする
文化

　ヨーロッパでは，靴
くつ

やバッグ，時計などを手入れ
をしながら大切に扱

あつか

い，壊
こわ

れても修理をして使い続

ける文化が根づいている。物を長く大切に使うことが人々にとっての誇
ほこ

りであり，子や孫に受
う

け継
つ

がせることも珍
めずら

しくない。

　そのため，ヨーロッパには職人気質をもった人が多く，靴やバッグな

どの革製品をはじめ，服
ふく

飾
しょく

品
ひん

や陶
とう

磁
じ

器
き

，ガラス製品，家具，時計，楽器

など，熟練の職人によって丁
てい

寧
ねい

につくられたものが高い価値を生み出し

ている。特にイタリアでは，ボローニャやフィレンツェを中心とした地

域にブランド品をつくる中
ちゅう

小
しょう

企
き

業
ぎょう

が集まっており，地場産業として世界
的に知られている。これらの製品のなかには，今や世界的な高級ブラン

ドへと成長しているものもあり，繁
はん

華
か

街
がい

ではブランド品を買い求める観

光客の姿をよく見かける。

生活に身近な
工業製品

　ヨーロッパでは，最新の技術による優
すぐ

れた性能と洗
練されたデザインを兼

か

ね備えた，自動車や家電製品，

インテリアや食器などが，日常の暮らしに潤
うるお

いをもたらしている。これ

らの流行や生産技術は世界に発信され，高い評価を得ている。また，そ

の品質や価値は日本でもよく知られており，ドイツやフランス，イタリ

アなどから輸入された品物を所有することに あこがれをもつ人も多い。
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　ヨーロッパでは，18 世紀半ばにイギリスで始まった産業革命以来，

技術革新や生産の合理化などを進めながら，高い品質の工業製品がつく

られてきた。20世紀前半まではドイツ西部やフランス北東部を結ぶ重
工業三角地帯とよばれる地域で重工業が発達してきたが，20世紀後半
に医薬品や航空機などの先

せん

端
たん

技
ぎ

術
じゅつ

産
さん

業
ぎょう

が発達すると，工業生産の拠
きょ

点
てん

は

大
だい

都
と

市
し

近
きん

郊
こう

へと移っていった。現在，ヨーロッパで工業が特に発達して

いるのは，イギリス南部からドイツ西部，フランス東部を経て，イタリ

ア北部に至る青いバナナとよばれる地域で，さまざまな工業が集積して
おり，ヨーロッパで最も豊かな暮らしが実現されている。

環
か ん

境
きょう

保
ほ

全
ぜ ん

の
取り組み

　ヨーロッパでは，環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

に対する人々の関心が高く，
さまざまな取り組みが行われている。多くの国で，瓶

びん

や

缶
かん

，ペットボトルの飲料などを購
こう

入
にゅう

する際には預かり金が上乗せされ，

回収機に入れると預かり金が返金されるため，リサイクル率が非常に高

い。また，再生可能エネルギーの導入も拡大しており，太陽光発電や風
力発電が盛

さか

んである。こうした取り組みには，工業化の一方で，さまざ

まな環境問題に悩
なや

まされてきたという背景がある。例えば，早くから工

業が発達したドイツは，工場からの廃
はい

水
すい

・排
はい

煙
えん

による河
か

川
せん

の水
すい

質
しつ

汚
お

濁
だく

や

大
たい

気
き

汚
お

染
せん

，酸性雨を原因とする森
しん

林
りん

破
は

壊
かい

を経験した。ヨーロッパの国々

は現在も世界に先
さき

駆
が

けて環境に配
はい

慮
りょ

した技術や製品の開発に取り組んで

おり，ふだんの生活においても，公共交通や自転車を利用し，なるべ

く ごみ を出さない，といった行動を心がけている人は多い。

➡ p.62

 4  

➡ p.63

1   4  

6  

➡ p.177，179

➡ p.180 ヨーロッパで地場産業が発達
している背景にある文化を本文から書き
出そう。

確認

ヨーロッパで行われている環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

の取り組みについて，具体例を挙
げて説明しよう。

説明

3 物を大切にする文化
と環

かん

境
きょう

への配
はい

慮
りょ

地場産業　重工業三角地帯　先端技術産業　青いバナナ　環境保全　再生可能エネルギーKey Words

⬆ 1 高級ブランドの店が集まるアーケードで買い物を楽しむ人 （々イタリア，ミラノ，2010年）　

⬆ 2 熟練の技術者によってつくられるバッグ
（イタリア，フィレンツェ近

きん
郊
こう
，2019年）　

⬆ 3 鮮
あざ
やかで独創的なデザインの食器や生活

雑貨を販
はん
売
ばい
する店（フィンランド，ヘルシンキ，

2014年）　

　日本はファッションや食文化，芸術，スポーツなどヨーロッパの
文化を幅

はば

広
ひろ

く受け入れてきた。一方，ヨーロッパでは，近年，日本
の伝統文化として書道や柔

じゅう

道
どう

，盆
ぼん

栽
さい

が注目を集めてきているほか，
アニメーションや漫

まん

画
が

などにも強い関心が寄せられている。フラン
スで毎年開かれている「ジャパンエキスポ」では日本の文化が幅広く
紹
しょう

介
かい

されており，会場は大勢の参加者で熱気に包まれている。

ヨーロッパと日本の文化交流JAPAN

ウィーン

プラハ

ハンブルク

ミュンヘン

ローマ

ミラノ

フィレンツェ

トリノ

ジュネーヴ

フライブルク

バーミンガム
ロンドン

ロッテルダム

パリ

マルセイユ

マドリード

トゥールーズ

バルセロナ

青いバナナ

重工業三角地帯

ロレーヌ

ルール

主な工業地域
石 油 精 製
航空機組み立て
自 動 車

衣 　 服
革 製 品
時 計

0 500km

〔Diercke Weltatlas 2008，ほか〕

川
ン
イラ

イタリア

スペイン

フランス

ドイツ

イギリス

⬆ 4 ヨーロッパ中心部の工業　 資料活用 ヨーロッパの工業の
中心はどの辺りだろうか。

➡ 5 大勢の人でにぎ
わうジャパンエキス
ポの会場（フランス，
パリ近

きん
郊
こう
，2016年）　

　アニメーションや
漫
まん
画
が
，ゲームのキャ

ラクターに扮
ふん
した人

も多い。

1 EU（→ p.126）のシンボルである青色と，
この地域を地図で見たときの形がバナナに似て
いることにちなんでいる。

⬆ 6 環
かん
境
きょう
先
せん
進
しん
都
と
市
し
とよばれるフライブルクの

住宅街（ドイツ，2015年）　住宅の壁
かべ
には熱を

逃
に
がしにくい断熱材が用いられ，屋根には太陽

光パネルが取りつけられている。また，街の中
心部への自動車の乗り入れが禁止されており，
路面電車や自転車がよく利用されている。

124 125

事
例
6 

宗
教
・
歴
史
●❸ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　

1
章

5

10

15

5

10

15

20

物を大切にする文化は，工業や環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

とどのように関わってき
たのだろうか。人々の考え方に着目しながらみていこう。
学習課題

物を大切にする
文化

　ヨーロッパでは，靴
くつ

やバッグ，時計などを手入れ
をしながら大切に扱

あつか

い，壊
こわ

れても修理をして使い続

ける文化が根づいている。物を長く大切に使うことが人々にとっての誇
ほこ

りであり，子や孫に受
う

け継
つ

がせることも珍
めずら

しくない。

　そのため，ヨーロッパには職人気質をもった人が多く，靴やバッグな

どの革製品をはじめ，服
ふく

飾
しょく

品
ひん

や陶
とう

磁
じ

器
き

，ガラス製品，家具，時計，楽器

など，熟練の職人によって丁
てい

寧
ねい

につくられたものが高い価値を生み出し

ている。特にイタリアでは，ボローニャやフィレンツェを中心とした地

域にブランド品をつくる中
ちゅう

小
しょう

企
き

業
ぎょう

が集まっており，地場産業として世界
的に知られている。これらの製品のなかには，今や世界的な高級ブラン

ドへと成長しているものもあり，繁
はん

華
か

街
がい

ではブランド品を買い求める観

光客の姿をよく見かける。

生活に身近な
工業製品

　ヨーロッパでは，最新の技術による優
すぐ

れた性能と洗
練されたデザインを兼

か

ね備えた，自動車や家電製品，

インテリアや食器などが，日常の暮らしに潤
うるお

いをもたらしている。これ

らの流行や生産技術は世界に発信され，高い評価を得ている。また，そ

の品質や価値は日本でもよく知られており，ドイツやフランス，イタリ

アなどから輸入された品物を所有することに あこがれをもつ人も多い。

2  

 1  

 3  

　ヨーロッパでは，18 世紀半ばにイギリスで始まった産業革命以来，

技術革新や生産の合理化などを進めながら，高い品質の工業製品がつく

られてきた。20世紀前半まではドイツ西部やフランス北東部を結ぶ重
工業三角地帯とよばれる地域で重工業が発達してきたが，20世紀後半
に医薬品や航空機などの先

せん

端
たん

技
ぎ

術
じゅつ

産
さん

業
ぎょう

が発達すると，工業生産の拠
きょ

点
てん

は

大
だい

都
と

市
し

近
きん

郊
こう

へと移っていった。現在，ヨーロッパで工業が特に発達して

いるのは，イギリス南部からドイツ西部，フランス東部を経て，イタリ

ア北部に至る青いバナナとよばれる地域で，さまざまな工業が集積して
おり，ヨーロッパで最も豊かな暮らしが実現されている。

環
か ん

境
きょう

保
ほ

全
ぜ ん

の
取り組み

　ヨーロッパでは，環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

に対する人々の関心が高く，
さまざまな取り組みが行われている。多くの国で，瓶

びん

や

缶
かん

，ペットボトルの飲料などを購
こう

入
にゅう

する際には預かり金が上乗せされ，

回収機に入れると預かり金が返金されるため，リサイクル率が非常に高

い。また，再生可能エネルギーの導入も拡大しており，太陽光発電や風
力発電が盛

さか

んである。こうした取り組みには，工業化の一方で，さまざ

まな環境問題に悩
なや

まされてきたという背景がある。例えば，早くから工

業が発達したドイツは，工場からの廃
はい

水
すい

・排
はい

煙
えん

による河
か

川
せん

の水
すい

質
しつ

汚
お

濁
だく

や

大
たい

気
き

汚
お

染
せん

，酸性雨を原因とする森
しん

林
りん

破
は

壊
かい

を経験した。ヨーロッパの国々

は現在も世界に先
さき

駆
が

けて環境に配
はい

慮
りょ

した技術や製品の開発に取り組んで

おり，ふだんの生活においても，公共交通や自転車を利用し，なるべ

く ごみ を出さない，といった行動を心がけている人は多い。

➡ p.62

 4  

➡ p.63

1   4  

6  

➡ p.177，179

➡ p.180 ヨーロッパで地場産業が発達
している背景にある文化を本文から書き
出そう。

確認

ヨーロッパで行われている環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

の取り組みについて，具体例を挙
げて説明しよう。

説明

3 物を大切にする文化
と環

かん

境
きょう

への配
はい

慮
りょ

地場産業　重工業三角地帯　先端技術産業　青いバナナ　環境保全　再生可能エネルギーKey Words

⬆ 1 高級ブランドの店が集まるアーケードで買い物を楽しむ人 （々イタリア，ミラノ，2010年）　

⬆ 2 熟練の技術者によってつくられるバッグ
（イタリア，フィレンツェ近

きん
郊
こう
，2019年）　

⬆ 3 鮮
あざ
やかで独創的なデザインの食器や生活

雑貨を販
はん
売
ばい
する店（フィンランド，ヘルシンキ，

2014年）　

　日本はファッションや食文化，芸術，スポーツなどヨーロッパの
文化を幅

はば

広
ひろ

く受け入れてきた。一方，ヨーロッパでは，近年，日本
の伝統文化として書道や柔

じゅう

道
どう

，盆
ぼん

栽
さい

が注目を集めてきているほか，
アニメーションや漫

まん

画
が

などにも強い関心が寄せられている。フラン
スで毎年開かれている「ジャパンエキスポ」では日本の文化が幅広く
紹
しょう

介
かい

されており，会場は大勢の参加者で熱気に包まれている。

ヨーロッパと日本の文化交流JAPAN

ウィーン

プラハ
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石 油 精 製
航空機組み立て
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0 500km

〔Diercke Weltatlas 2008，ほか〕
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⬆ 4 ヨーロッパ中心部の工業　 資料活用 ヨーロッパの工業の
中心はどの辺りだろうか。

➡ 5 大勢の人でにぎ
わうジャパンエキス
ポの会場（フランス，
パリ近

きん
郊
こう
，2016年）　

　アニメーションや
漫
まん
画
が
，ゲームのキャ

ラクターに扮
ふん
した人

も多い。

1 EU（→ p.126）のシンボルである青色と，
この地域を地図で見たときの形がバナナに似て
いることにちなんでいる。

⬆ 6 環
かん
境
きょう
先
せん
進
しん
都
と
市
し
とよばれるフライブルクの

住宅街（ドイツ，2015年）　住宅の壁
かべ
には熱を

逃
に
がしにくい断熱材が用いられ，屋根には太陽

光パネルが取りつけられている。また，街の中
心部への自動車の乗り入れが禁止されており，
路面電車や自転車がよく利用されている。
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生活文化の視点から、ヨーロッパ発祥
のブランド品が多い理由がわかる。

なぜヨーロッパでは環境保全に
関心が高いのかがわかる。

試し
読み ２部１章　生活文化の 多様性と国際理解

50 51

試
し
読
み



5

10

15

5

10

15

伝統や価値観を共有する国々が一つにまとまることで，人々の生
活はどのように変化したのだろうか。国境の自由化に着目しながらみていこう。
学習課題

国境を越
こ

えた
日常の暮らし

　ヨーロッパでは，国境を自由に行き来する暮らしが
実現されており，国内旅行の感覚でほかの国を訪ねる

ことができる。国ごとに定められる消費税率の違
ちが

いによって同じ商品で

も価格に差があることから，国境を越
こ

えて隣
となり

の国に買い物へ行くことも

日常的に行われている。また，国によって賃金水準が異なるため，隣の

国へ通勤する人も多い。ヨーロッパのほかの国の大学への留学も盛
さか

んで，

大学にはさまざまな国の出身者が集まっている。

　27の国が加盟するヨーロッパ連合（EU）では，多くの国で自由に国境
を往来できるシェンゲン協定が実

じっ

施
し

されており，単一通貨ユーロが半数
以上の加盟国で流通している。ヨーロッパの国々がEUとしてまとまろ

うとする背景には，絶えず戦争を繰
く

り返
かえ

してきた歴史がある。第二次世

界大戦後，国の枠
わく

を越えた協力関係が強化され，伝統や価値観を共有す

る EU加盟国が一体となって地域全体の平和と発展を目指している。

生活に身近な
外国人

　ヨーロッパでは，さまざまな職場で多くの外国人が
働いており，ヨーロッパ以外の地域出身の外国人を目

にすることも多い。ドイツやフランスなどの西ヨーロッパの国々は，

1960 年代の経済成長期に，労働者不足を補うため，トルコや北アフリ

1  

European Union，➡ p.27

Schengen Agreement 1  Euro

3  

カなどから多くの外国人労働者を受け入れてきた。また，植民地と宗
そう

主
しゅ

国
こく

のつながりによって多くの移民がヨーロッパにやってきたことや，紛
ふん

争
そう

から逃
のが

れてきたアフリカや西アジアなどからの難民が増えたことも，
ヨーロッパでの外国人の増加につながった。2000 年代に経済水準が

EU平均を下回る東ヨーロッパの国々が EUに加盟したことで，加盟国

間の経済格差はいっそう大きくなった。そのため，賃金の低い東ヨーロッ
パから高い賃金を求めて西ヨーロッパ諸国に出

で

稼
かせ

ぎや移住をする人々が

増えており，特に就業の機会が多いドイツへの移動が目立っている。

共生に向けた
取り組み

　伝統を重んじる EUにおいて，ムスリムの移民や各
地からの難民が増えたことで，異なる生活文化や価値

観をもつ人々との共生が大きな課題の一つになっている。イギリスでは

移民や難民が増加し，EU加盟に伴
ともな

う財政の負担に対して国民の不満が

高まっていたこともあり，独自の経済を発展させるために，EUからの

離
り

脱
だつ

の是
ぜ

非
ひ

を問う国民投票が実施された。その結果，イギリスは 2020

年 2月に初めて EUから離脱した国となった。ほかの EU加盟国でも，

EUよりも自国の経済の発展や社会の安定を優先するべきという声が高

まっており，外国人を排
はい

除
じょ

する風潮も目立ってきている。その一方で，

移民や難民に言語を教えるなど外国人を支
し

援
えん

する個人や団体もあり，共

生に向けた取り組みが行われている。

➡ p.33

➡ p.112

 4  

➡ p.64，106

5  

ヨーロッパが統合を進めてき
た背景を本文から書き出そう。

確認

世界各地から多くの外国人が
ヨーロッパに向けて移動してくる理由と
外国人の増加による課題を説明しよう。

説明

4 地域統合と
生活の変化

ヨーロッパ連合（EU）　シェンゲン協定　ユーロ　外国人労働者　移民　
難民　経済格差Key Words

駅の時刻表

バルセロナ（スペイン）

チューリヒ（スイス）

⬆⬅ 1 国際列車が発着するパリのリヨン駅（フランス，2018年）　シェンゲン協定が実
じっ
施
し
され

る前は，国際列車のなかでパスポートによる審
しん
査
さ
が行われていたが，現在は審査を受けることな

く移動することができる。

世界の街かど

直面する異文化との融
ゆう

和
わ

　ムスリムにとってイスラームの信
しん

仰
こう

は生活の一部であり，豚
ぶた

肉
にく

を食べない，
女性は肌

はだ

や髪
かみ

を隠
かく

す，といった特有の
生活様式によって，自分がムスリムで
あると自覚している。しかしヨーロッパ
の国々では，ムスリムの女性の服装を
規制する動きが強まっている。それで
もヨーロッパに暮らすムスリムは増え
続けており，考え方が異なる人々との
共生が強く求められている。

⬇ 2 ヨーロッパ各地で見かけるケバブの
店（ドイツ，ベルリン，2010年）　ケバブ
には，鶏

とり
肉
にく
や牛肉，羊肉が使われる。豚

ぶた

肉
にく
を使わないため，ムスリムは安心して

食べられる。

1 協定を実
じっ

施
し

した国どうしでは，国境でのパ
スポートや身分証の提示なしで自由に行き来で
きる。2020 年現在，EU 加盟 22 か国に，ア
イスランド・スイス・ノルウェー・リヒテンシュ
タインの非 EU加盟 4か国を加えた計 26か国
がこの協定を実施している。

⬆ 5 ドイツ語を学ぶ難民の子どもたち（ドイ
ツ，ベルリン近

きん
郊
こう
，2016年）　ドイツは難民

や移民の受け入れに前向きな国の一つであり，
ドイツ語の学

がく
習
しゅう
支
し
援
えん
活
かつ
動
どう
がボランティアらに

よって行われている。

ス

ー
ェ
ウ
ル
ノ

ウ
ェ
ー
デ
ン

イ
タ
リ
アスペイン

ポ
ル
ト
ガ
ル

ギリシャ

イギリス

ベ
ル
ギ
ー

キプロス
＊2

＊1

マルタ

ハンガリー

ブルガリア
クロアチア

ルーマニア

スロバキアチェコ

スイス

ポーランド

リトアニア

ラトビア

エストニア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

デンマーク

アイスランド

オランダ
アイルランド

ドイツ

フランス

ルクセンブルク

オーストリア

（西ドイツ）

（東ドイツ）

ス
ロ
ベ
ニ
ア

EU加盟のユーロ
導入国
シェンゲン協定
実施国
じっ し こく

り だつこく

ほっそく

2000年代以降の
加盟国

1990年代の
加盟国

1970～1980年
代の加盟国

EC発足当時の加盟
国（1967年）

2020年の離脱国

＊1 イギリスは2020年に離脱
＊2 キプロスについては，北部地

域は正式に加盟していないが，
一国として扱っている

（2020年）0 500km500km

⬆ 3 EU加盟国の拡大　2020年現在，
ユーロは19か国で導入されている。

インドか
ら

イラクから

中国か
ら

中国か
ら

イギリス

ブルガリア

トルコ

ハンガリースイス

モロッコ

アルジェリア

ルーマニア

イタリア

ポーランドドイツ

スペイン

フランス

ギリシャ

セルビア

チェコ

アチ
アロ

ク

40000ドル以上
20000～40000
10000～20000
10000ドル未満
資料なし

1人あたりのGNI
（国・地域別）（主に2019年）

外国人の移動
（2008～2017年累計）
100万人以上
50万～100万人
20万～50万人

＊日本は41690ドル

るいけい　

0 500km 〔International Migration Outlook 2019，ほか〕
➡ 4 ヨーロッパの経済格差
と外国人の移動 WebGIS 　

受
う

け継
つ

がれてきた伝統や宗教は，人々の生活や文化にどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えてきたのか，ヨーロッパを例に説
明しよう。

事例の
振り返り

126 127

事
例
6 

宗
教
・
歴
史
●❸ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　

1
章

国境を自由に行き来できる
ことがわかる。

EUが拡大したことで生じた問題が
あることも把握できる。
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　調べ方のヒント
・�旅行会社のウェブサイトや図書館にある旅行先の本などを見て，
具体的な観光地や現地の食事，土

み や げ

産物
もの

などを調べてみよう。

　調べ方のヒント
・�教科書もしくは地図帳に掲

けい

載
さい

され
ている雨温図で確認してみよう。
・�掲載されていない場合は，気象庁
のウェブサイトで確認してみよう。

まずは旅先の国を決めよう。下の地図に示されている国はそれぞれリンク先の特設ページ「事例の舞
ぶ

台
たい

」で紹
しょう

介
かい

さ
れている。それらのページを見て行きたい国を一つ選び，旅のテーマや基本情報を書

か

き込
こ

んでみよう。
※特設ページに紹介されていない国でチャレンジしてもOK！

Mission

1

旅先の国（都市）と旅のテーマにしたがって，観光に適切な出発時期を決めよう。
また，その時期の気候を調べ，必要だと思う持ち物に○印を記入しよう。

Mission

2

いよいよ旅行計画を立ててみよう。
出発日と時間を決めて，時差と飛行時間を考えながら，「飛行機の移動」に往復の時間を書

か

き込
こ

んでみよう。
また，旅のテーマに合わせて，現地でやりたいことや現地のあいさつなどをメモしていこう。

Mission

3

旅先の国（都市）�

旅のテーマ�

主な宗教�

主な言語�

通貨�

日本との時差�

飛行時間�

　調べ方のヒント
・宗教，言語，通貨を調べる
　…�地図帳の国別統計を見てみよう。
・時差を調べる
　…p.9 図 4世界の等時帯を見てみよう。
・飛行時間を調べる
　…�インターネットでキーワード「飛行時間」と対
象国名（都市名）を入れて検

けん

索
さく

してみよう。

旅のテーマの例
・タイの寺院をめぐる旅！
・ケニアのサファリでライオンと出会う！
・ドイツでサッカー観戦の旅！

旅先の国（都市）　　　　　　　　　出発時期　　　　���月�

　訪問月の平均気温（　　　　　）℃　　降水量（� ）mm�

長
なが

袖
そで

・長ズボン T シャツ・短パン 帽
ぼう

子
し

・サングラス・日焼け止め

コート・セーター 水着・ビーチサンダル ブーツ・厚手の靴
くつ

下
した

雨具 虫よけスプレー スカーフ

旅のテーマ�

飛行機の移動

日付 時間 行動

　　�月�� �日 　　  時    分 ◯A 　　　　　　　　　　空港から出発！

　　　� �日 　　  時    分 都市（�　　　　　　　　　　　�）に到
とう

着
ちゃく

。

　　　� �日 　　  時    分 都市（�　　　　　　　　　　　�）から◯A 空港へ出発！

　　　� �日 　　  時    分 日本へ帰国。

旅のメインイベント

所持金 両
りょう

替
がえ

する金額（�　　　　　　　　　　�　　　�）円＝現地通貨（�　　　　　　　　　　　　　�）

あいさつ こんにちは(�　　　　　　　�)　ありがとう(�　　　　　　　�)　さようなら（�　　　　　　　�）

宗教上の配
はい

慮
りょ

食べたい物

土
み や げ

産物
もの

日本

現地

現地

日本

�クラスやグループでそれぞれの旅行計画を紹
しょう

介
かい

し合い，あなたが一番行ってみたいと思う旅行計画を選んで，
その理由とともに発表しよう。

対話

楽しい海外旅行を計画しよう！Task 1

　あなたは家族と長
ちょう

期
き

休
きゅう

暇
か

を利用した海外旅行を計画することになった。これまで学んだことを
生かして海外旅行の計画を立ててみよう！

東京

ペルー
→p.143

メキシコ
→p.143

アメリカ合衆国
→p.135

ニュージーランド
→p.151

韓国→p.73
かんこく

Let’s

Go!

オーストラリア
→p.151

インドネシア→p.85

タイ
→p.85

インド
→p.95

中国→p.73

ロシア→p.129

南アフリカ共和国
→p.111

エジプト
→p.103 エチオピア

→p.111

トルコ→p.103

ドイツ
→p.119

ギリシャ
→p.119

Let’s think about it.アクティビティ

160 161

旅行計画をたてる感覚で、楽しみながら世界各地の
生活文化の特徴を整理できる。

アクティブラーニングに結びつく
問いを設置。
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4
節 

感
染
症
・
衛
生
問
題
　

2
章

感
かん

染
せん

症
しょう

はこれまでどのように解決が図
はか

られてきたのだろうか。グ
ローバル化や衛

えい

生
せい

環
かん

境
きょう

に着目しながらみていこう。
学習課題

世界中に拡大する
感
か ん

染
せ ん

症
しょう

　航空機などの交通機関が発達し，グローバル化
が進んだ現代では，人や物資の移動は迅

じん

速
そく

かつ活

発になり，感
かん

染
せん

症
しょう

は以前と比べものにならない速さで広がるようになっ

た。2009 年にメキシコとアメリカ合衆国南部で発生が確認された新型

インフルエンザは，短期間で日本を含
ふく

め世界中に拡大した。2014 年に

は西アフリカ諸国，2019 年にはコンゴ民主共和国でエボラ出血熱が流

行し，世界への拡大が懸
け

念
ねん

された。また，2019 年末には新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）が中国で報告され，3か月ほどの間で世界

各地に拡大し，国際的な協力体制の重要性を世界の人々に認識させた。

世界保健機関（WHO）は，このような感染症の流行について常時監
かん

視
し

し，

各国と協力して流
りゅう

行
こう

状
じょう

況
きょう

の把
は

握
あく

や検
けん

疫
えき

などの対策をとっている。

人間と感染症
との闘

たたか

い
　人類は１万年ほど前に狩

しゅ

猟
りょう

・採集から農耕や牧
ぼく

畜
ちく

に
移行し，生産される食料が増えるにしたがって，地球

上の人口は増加した。人々が寄り集まって集団を形成し，人口密度の高

い都市を形成するようになると，感染症が出現した。動物，とりわけ家

畜と人間との密接な接
せっ

触
しょく

が日常的になることで，それまで動物が保有し

➡ p.30

1

World Health Organization

2  

ていた病
びょう

原
げん

菌
きん

が人間にうつり，感染症を引き起こすようになった。過去

には，灌
かん

漑
がい

用
よう

の水路や池に発生した蚊
か

に血液を吸われることで感染する

熱帯地域に多いマラリアや，貯蔵する食料に集まるネズミによってユー

ラシア大陸全土に広がったペストなどが流行した。本来，動物に寄生し

ていた病原菌が人間の病気となり，動物と人間の両方に感染するように

なったことから，これらは人
じん

獣
じゅう

共
きょう

通
つう

感
かん

染
せん

症
しょう

とよばれる。

　15～17 世紀の大航海時代には，ポルトガルやスペインによって南北

アメリカ大陸に天
てん

然
ねん

痘
とう

や はしか，インフルエンザが持
も

ち込
こ

まれ，免
めん

疫
えき

をもたない多くの先住民が死亡した。感染症は，歴史的に振
ふ

り返
かえ

ると，

社会を変えてしまうほどの影
えい

響
きょう

を人類に与
あた

えてきた。

水とトイレによる
衛生問題

　サハラ以南アフリカや南アジア，東南アジアに
おける都市のスラムや農村では，ごみが道路や側

そっ

溝
こう

に放置されていたり，地面に穴を掘
ほ

っただけのトイレが庭や空き地に

つくられ，トイレの周囲や路上などに排
はい

泄
せつ

物
ぶつ

が散乱していたりすることが

ある。簡易的なトイレでは完全なくみ取りは難しく，雨水が入ることで排

泄物があふれたり，地下にしみこんで地下水を汚
お

染
せん

したりする。汚染さ

れた地下水が井戸を経由して飲み水に使われることで，住民の間でコレ

ラや赤
せき

痢
り

などの感染症が流行することもある。安全な水の確保やトイレ

の普
ふ

及
きゅう

など衛
えい

生
せい

環
かん

境
きょう

の改善に向け，国際的な取り組みが行われている。

➡ p.145

➡ p.101，116，149，170

 3  

5

6

これまでにどのような感
かん

染
せん

症
しょう

が出現したか，本文から書き出そう。
確認

新型コロナウイルス感染症が
世界的に流行した要因を，グローバル化
に着目しながら説明しよう。

説明

1 広がる感
か ん

染
せ ん

症
しょう

と
衛生問題

感染症　世界保健機関（WHO）　スラムKey Words

感
かん

染
せん

症
しょう

・衛生問題に関連する三つ目の目標
を p.163 図 2から選んで，番号を書き入
れてみよう。

関連する SDGsの目標

4 節 感
か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題
主題 私たちは，広がりを増す感染症・衛生問題とどのように向き合う必要があるのだろうか。

⬆ 1 イタリアの空港で新型コロナウイルス感
かん
染
せん
症
しょう
（COVID-19）の検査を受けるスペインからの渡

と
航
こう
者
しゃ
（ローマ，2020年8月）　新型コロナウイ

ルスの影
えい
響
きょう
で，これまで自由に行き来できたEU諸国（→p.126）間の移動の際に検査が必要となった。

　新型コロナウイルスの感
かん

染
せん

拡
かく

大
だい

に伴
ともな

い，世界や日本で感染経路に関する情
報が注目されるようになった。日本を
はじめ各国では，GIS（→p.14）の技術を
使って感染拡大の現状を示したり，GPS
の情報を用いて感染者の行動経路や感
染者との接

せっ

触
しょく

の有
う

無
む

を確認するアプリ
が開発されたりと，感染症に関する地
理情報が活用された。一方で，個人情
報保護に関する慎

しん

重
ちょう

な意見も出ている。

クローズアップ
新型コロナウイルスと地理情報

これから新たな感
かん

染
せん

症
しょう

が流行した場合，どのような対処をしていけばよいのだろうか。あなた自身ができるこ
とと，国のレベルで行うべきことを分けて説明しよう。

節の
振り返り

イラク
43%

タンザニア
26%

コロンビア
18%

ニジェール
16%

75%以上
50～75
25～50
0～25%
資料なし＊

衛生的なトイレを
利用できる人の割合
（国・地域別）
（主に2020年）

＊ほかの世帯と共有せず衛生的なトイレを利用できる
人の割合であるため，トイレがほかの世帯と共有で
あることが一般的な国・地域の統計は含まない 〔ユニセフ・WHO資料〕

⬅ 3 衛生的なトイレを利用できる人の割合　
　衛生的なトイレとは，屋根があり，便

べん
槽
そう
がコ

ンクリートで固められ，排
はい
泄
せつ
物
ぶつ
が地下水に入ら

ず，くみ取れるものをいう。
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（主に2018年）〔WHO資料〕

⬅ 4 １万人あたりの医師の数　
　発

はっ
展
てん
途
と
上
じょう
国
こく
では人口あたり

の医師の数が極
きょく
端
たん
に少なく，

先進国では予防・治
ち
療
りょう
ができ

る病気でも死に至ることがあ
る。

コレラによる死者
井戸

0 200m

⬆ 5 イギリスで流行した感
かん
染
せん
症
しょう
コレラの調

査で作成された地図（ロンドン，1854年）　
　医師ジョン=スノーはコレラ患

かん
者
じゃ
の広がり

を地図化し，原因および感染経路となった井
戸を突

つ
き止

と
め，コレラ終息に貢

こう
献
けん
した。

⬆ 6 トイレ後の手洗いの重要性を教えるJ
ジャイカ
ICA

海外協力隊（エチオピア，2012年）〔今村健志朗〕　

（2021年1月閲覧）

⬆ 2 WHOのウェブサイトに公開された
世界の新型コロナウイルス感

かん
染
せん
者
しゃ
数
すう
　

GISの技術が感染症や衛生問題の分野
でも活用されていることがわかる。

コレラの終息に貢献した地図も掲
載。さまざまな場面で地図が活用
されていることがわかる。

歴史的な学習内容と絡めて、地球
的課題を学習することができる。

試し
読み ２部２章　地球的課題 と国際協力
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1・2節　人口問題，食料問題（p.164～169）
☆　アジアやアフリカでは ①   とよばれる急激な人口増加の状態にある国が多い一方，
　　日本を含

ふ く

む先進国では出生率の低下と平
へ い

均
き ん

寿
じ ゅ

命
みょう

の伸
の

びによって ②   が進んでいる。
☆　発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

では人口増加に食料供給が追いつかず，これに自然災害や紛
ふ ん

争
そ う

などの政治的混乱が重なり，
　　③   が起こる場合もある。
☆　食料問題の解決に向けては，発展途上国と先進国が協力して，新しい農業技術を開発したり，
　　④   のように販

は ん

売
ば い

方
ほ う

法
ほ う

を工
く

夫
ふ う

したりすることが考えられる。

3・4節　都市・居住問題，感
か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題（p.170～175）
☆　先進国の都市部では，⑤   や鉄道路線の拡

か く

充
じゅう

が進んで，人々が郊
こ う

外
が い

の住宅地に
　　移り住むようになり，1960年代から 1980年代にかけて ⑥   現象が急速に進んだ。
☆　高所得層や若い人々が流出した大都市では，都市機能が低下する ⑦   問題が生じている。
☆　大都市には，インフラの整備が行き届かず，居

き ょ

住
じゅう

環
か ん

境
きょう

の悪い ⑧   が形成されることがある。
☆　 衛生的なトイレの普

ふ

及
きゅう

が行き届いていない都市の ⑧ や農村では， 
⑨   や赤

せ き

痢
り

などの感
か ん

染
せ ん

症
しょう

が流行することもある。
☆　 感染症の流行の際には国際的な協力体制が必要であり， 
⑩   が対策をとっている。

5 節　資源・エネルギー問題（p.176～179）
☆　石油は欧

お う

米
べ い

の ⑪   が独
ど く

占
せ ん

的
て き

に開発してきたが，これに対して産油国では
　　⑫   の動きが高まり，1960年に ⑬   が結成された。
☆　1970年代の ⑭   による原油価格の高

こ う

騰
と う

や地球温暖化の問題を受けて，
　　自然の力をエネルギー源とする ⑮   への転

て ん

換
か ん

が進められるようになった。
☆　 ブラジルでは さとうきび を原料とし，ガソリンの代

だ い

替
た い

にもなる ⑯   の生産と利用が
推進されている。

6 節　地
ち

球
きゅう

環
か ん

境
きょう

問
も ん

題
だ い

（p.180～183）
☆　不適切に廃

は い

棄
き

されたプラスチックごみ が海を漂
ひょう

流
りゅう

し，国境を越
こ

えた ⑰   を引き起こしている。
☆　熱帯林は多様な樹種から構成される森林であり，⑱   が高く，種の宝庫となっている。
☆　化石燃料の燃

ね ん

焼
しょう

によって排
は い

出
しゅつ

される二酸化炭素などの ⑲   の濃
の う

度
ど

が上
じょう

昇
しょう

し，
　　それに伴

ともな

い地表の気温や海水の温度が上昇する ⑳   が進行している。
☆　⑳ に対し，多国間の国

こ く

際
さ い

的
て き

枠
わ く

組
ぐ

みである ㉑   が 2015 年に採
さ い

択
た く

された。
☆　 地球規模の課題に直面した今，㉒   の実現に向けて， 
国際的な協力関係の構築が求められている。

　「人口問題」，「食料問題」，「都市・居住問題」，「感
か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題」，「資源・エネルギー問題」，「地
ち

球
きゅう

環
か ん

境
きょう

問
も ん

題
だ い

」は，
それぞれどのように解決していけばよいのだろうか。解決に向かうためのキーワードをそれぞれ 2～3選び，線で
つなごう。一つのキーワードが複数の問題につながることもある。2 部 2章を振

ふ

り返
かえ

ってみよう！ 教科書の本文を参考に，次の文章に適切な語句を記入しよう。1

2 部 2章で学習したことを生かして考えてみよう！2 解答は
コチラ！

A～ Cにあなたの考えを書
か

き込
こ

もう。
A． あなた自身の生活のなかから，「人口問題」，「食料問題」，「都市・居住問題」，「感

か ん

染
せ ん

症
しょう

・衛生問題」，「資源・エ
ネルギー問題」，「地

ち

球
きゅう

環
か ん

境
きょう

問
も ん

題
だ い

」といった地球的課題につながる物事を探してみよう。
B． 　 に挙げたキーワードのなかから解決策になりうると考えるものを一つ選ぼう。
C． B についてなぜそう思ったのか，理由を説明しよう。

私の生活のなかで地球的課題につながる物事は，

A．  である。

これを解決するキーワードとして，

B．  を挙げたい。

なぜなら，

C．  からである。

2

地球的課題の解決策をあなたの生活に当てはめて考えてみよう！ 3

まとめ
2 部 2章の

地球的課題と国際協力 Let's TRY!

解決に向かうためのキーワード地球的課題解決に向かうためのキーワード

フェアトレード

省エネルギー

教育の機会

フードバンク

インフラの整備

パリ協定

再生可能エネルギー

地産地消

工場跡地や旧市街の再開発

育児支援制度

ワクチン開発・接種

パークアンドライド

人口問題

食料問題

都市・居住問題

感染症・衛生問題

資源・エネルギー問題

地球環境問題

　　　　あと ち

ブラジルの湿原
（パンタナール）

しつげん

高層ビルとスラム

184 185

学習した地球的課題を日常生活と結びつけて
考えることができる。

学習した内容を教科書に書き込み
ながら整理することができる。

試し
読み ２部２章　地球的課題 と国際協力

58 59

試
し
読
み



Task 2

　2015年の国際連合のサミットにて，S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

（持続可能な開発目標）が採
さい

択
たく

された（→p.163）。17
の目標を定め，すべての国が行動すること，そして誰

だれ

一人取り残さないこと，が強調された。この
難しい目標を達成するにはどうしたらよいのだろうか。私たち一人ひとりの行動が問われている。

世界には解決するべき問題が山積している。今回は私たちに身近な食料に関する問題から視野を広げてみよう。
まずは●Ⓐ～●Ⓕの問題とそれに関連する統計データや教科書のリンク先（ ）にある掲

けい

載
さい

内
ない

容
よう

を参考にしながら，
あなたが最も解決したいと思った問題を一つ選び，その状

じょう

況
きょう

を説明してみよう。

Mission

1

あなたがMission1 で選んだ問題は，S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

の 17の目標のどれと関連しているだろうか。
該
がい

当
とう

すると思う目標に赤い○印を記入しよう（いくつでも可）。

Mission

2

あなたがMission1 で選んだ問題を解決するためには，どのような取り組みをしていくべきと考えるだろうか。
実現すべき取り組みを挙げて，それは誰

だれ

に協力を求めると実現する可能性が高まるか，下の例を参考に調べてみ
よう。

Mission

3

あなたが選んだ問題が解決に至った場合に，その過程で悪い影
えい

響
きょう

を与
あた

えてしまう人・モノ・環
かん

境
きょう

はないだろうか。
もう一度Mission2 を振

ふ

り返
かえ

ってみて，課題が生まれる可能性のある S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

の目標に青い△印を記入しよう（い
くつでも可）。

Mission

4

�問題を解決するためにあなたが考えた取り組みと，その一方で SDGs の別の目標に与
あた

える影
えい

響
きょう

についてクラス
やグループで話し合ってみよう。そして，まずあなたが貢

こう

献
けん

できる最初の一歩を考えてみよう。
対話

Ⓐ　食品ロスと飽
ほ う

食
しょく

　どのような所で食品ロスが発生し，食べ残しや廃
はい
棄
き

となった食品は，どのくらいあるのだろう。

Ⓑ　栄養不足と飢
き

餓
が

　世界のなかで食料が行
い
き渡
わた
っていないのは

どのような地域だろう。

Ⓒ　食の安全と環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

　私たちが食べる魚が育ってきた海では，どのような
環境の変化がみられるのだろう。

合計
6.7億人

ア
ジ
ア

56.8％

東南アジア

38.5
％

34.9

その他
8.8

32.7

その他 1.4ラテンアメリカ

その他 2.2

カ
リ
フ
ア

6.9

9.5
サハラ以南
アフリカ

南
ア
ジ
ア

（2018年）〔FAO資料〕

⬆ 2 栄養不足人口の地域別割合　

世界の穀物の使われ方→ p.168 図 4

2019年度
合計
570万t

家庭系
45.7％

事業系 54.3
外食産業
18.111.2

食品卸売業 2.5 食品小売業

食品製造業
22.5

〔農林水産省資料〕

⬆ 1 日本の食品ロスの量とその内訳　

廃
はい
棄
き
食
しょく
品
ひん
だけを販

はん
売
ばい
するスーパーマーケット

→ p.168 写真 2

主な国の1人1日あたりの平
へい
均
きん
摂
せっ
取
しゅ
カロリー

→ p.168 図 3

1997年
2000年
2005年
2010年
2015年
2020年 453

392
465

339
610

713
800件7006005004003002001000

油
有害液体物質
廃棄物
その他

〔海上保安庁資料〕

⬆ 3 日本近海における物
ぶっ
質
しつ
別
べつ
汚
お
染
せん
確
かく
認
にん
件
けん
数
すう
　

遺
い
伝
でん
子
し
組
く
み換

か
え作
さく
物
もつ
の広がり

→ p.61クローズアップコラム
地元に愛されるファーマーズマーケット
→ p.139 世界の街かどコラム

Ⓓ　食料の輸入先の環
か ん

境
きょう

悪
あっ

化
か

　食品やシャンプーなどの原料となるパーム油。そ
の生産地の環境はどうなっているのだろう。

Ⓔ　食料自給率の低下
　日本の食料自給率が低下してしまった原因は何だろ
う。そして，どのような影

えい
響
きょう
があるだろう。

Ⓕ　農業従事者の減少
　私たちの食を支える日本の農業は，これからどう
なっていくのだろう。

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

〔FAOSTAT〕

万ha

その他
１５．９

マレーシア
２７．３

マレーシア

インドネシア

世界計7147万t
パーム油の生産国（2018年）

１９年１５１００５２０００９５９０８５８０７５７０６５１９６１

インド
ネシア
５６．８％

⬆ 4 マレーシアとインドネシアの油やしの栽
さい

培
ばい
面
めん
積
せき
の推移と生産量の世界に占

し
める割合　

身近な製品に使われるパーム油
→ p.91クローズアップコラム
スマトラ島の熱帯林の変化→ p.181 図 7

私は，記号（ 　　　　　 ）の問題について（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）状
じょう

況
きょう

を解決したい！

肉類
果実 野菜

＊総合食料自給率はカロリーベース
それ以外は重量ベース

％

ぎょかいるい
魚介類

米

総合食料自給率
穀物自給率

〔令和元年度 食料需給表〕
１９年１５１００５２０００９５９０８５８０７５７０６５１９６０

１２０

１００

８０

６０

４０

２０
０

⬆ 5 日本の品目別食料自給率の推移　

主な国の食料自給率（カロリーベース）の
推移→ p.169 図 7

60歳未満
60歳以上

＊1990年以降は販売農家のみ

15年10052000959085807570651960

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

万人

〔農林業センサス〕

⬆ 6 農業就業人口の推移　

日本の人口ピラミッド→ p.166 図 3

（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）

（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）

実現すべき取り組み 誰
だれ

に協力を求めるか

《協力を求める相手》

《どのような協力を依
い

頼
らい

するか》

　協力を求める相手の例
・�国の行政機関 ･･･ 例えば環

かん

境
きょう

省
しょう

では，
さまざまな環境問題に関する調査を
行っている。
・�地方自治体 ･･･ 居住者の生活を支え
る行政サービスを行っている。
・�民

みん

間
かん

企
き

業
ぎょう

･･･さまざまな分野の先
せん

端
たん

技
ぎ

術
じゅつ

をもっている。
・�国際協力機構（J

ジ ャ イ カ

ICA）･･･ 発
はっ

展
てん

途
と

上
じょう

国
こく

をはじめ，海外への支
し

援
えん

を行っている。
・�非政府組織（NGO）･･･ 国家や宗教，
民族などの枠

わく

にとらわれずに活動して
いる。

Let’s think about it.アクティビティ

S
エ ス

D
ディー

G
ジ ー

s
ズ

の目標をどうやって達成するか！？

186 187

SDGsの目標の関係を主体的に考える
ことができる。

試し
読み ２部２章　地球的課題 と国際協力
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5

10

15

190 191

2
節
地
震
・
津
波
・
火
山
災
害
と
防
災

1
章

海洋プレートが沈
しず

み込
こ

むと，大陸プレートも引きずられて ひずみ がたまり，限界に達すると，大
陸プレートが跳

は

ね上
あ

がって地震が発生する。発生周期は，およそ数十年から数百年。

■津
つ

波
なみ

のしくみ
津波は，一

いっ

般
ぱん

的
てき

に，海
かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

の発生に伴
ともな

う大陸プレー
トの跳

は

ね上
あ

がりによって，海底が隆
りゅう

起
き

したり沈
ちん

降
こう

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

くず

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

クローズアップ 地
じ

震
しん

や津
つ

波
なみ

が発生するしくみ

■地
じ

震
しん

のしくみ
●①海

かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

海洋プレートの沈
しず

み込
こ

みによる圧力で大陸プレートの内部に ひずみ がたまって活断層がずれ動き，
地
じ

震
しん

が発生する。発生周期は，およそ数百年から数十万年。震源は地下十数 kmと浅いことが多い。
●②直

ちょっ

下
か

型
がた

地
じ

震
しん

1 地
じ

震
し ん

・津
つ

波
な み

の
しくみと被

ひ

害
が い

地
じ

震
しん

による揺
ゆ

れの大きさの違
ちが

いは，なぜ生じるのだろうか。地震
が発生する場所や震

しん

源
げん

からの距
きょ

離
り

に着目しながらみていこう。
学習課題

地
じ

震
し ん

の種類と
被
ひ

害
が い

の特
と く

徴
ちょう

　地
じ

震
しん

は，プレートの沈
しず

み込
こ

みや衝
しょう

突
とつ

により力を加え
られた地

ち

殻
かく

が ひずみを蓄
ちく

積
せき

し，ひずみが一気に解放

されるときに生じる。主に二つのプレートの境における ずれ によって

起こる地震は海
かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

とよばれ，2011 年の東北地方太平洋沖地震の

ような巨
きょ

大
だい

地震を引き起こす。一方，単一のプレートのなかにある活断
層の ずれ によって起こる地震は直

ちょっ

下
か

型
がた

地
じ

震
しん

とよばれ，1995 年の兵庫

県南部地震のように，相対的に狭
せま

い範
はん

囲
い

で被
ひ

害
がい

をもたらす。

地震が発生した場所（震
しん

源
げん

）における地震の大きさは，マグニチュード
（M）で表される。マグニチュードの値が 1大きくなると，地震のエネ
ルギーは約 32倍になる。また，地震による各地点の揺

ゆ

れを示す指標が

震
しん

度
ど

であり，この大きさが，実際の被害の種類や規模と対応する。マグ

ニチュードが大きくても，震源が深かったり遠かったりすれば，震度は

小さくなる。地震の際には，土地の揺れや液状化現象による建物の倒
とう

壊
かい

，

火気が建物やガスに移ることによる火災，山間部での崖
がけ

崩
くず

れや地すべり

などが生じる。さらに海溝型地震では，海底地形が急激に変化すること

で津
つ

波
なみ

が発生し，海岸地域に甚
じん

大
だい

な被害をもたらすこともある。

3  

4  ➡ p.192

2  3 ，➡ p.39 5  

➡ p.193

magnitude

➡ p.200

 7  QR動画

地震 海溝型地震 活断層 直下型地震 震源 マグニチュード　震度 液状化現象 津波Key Words

2 節 地
じ

震
し ん

・津
つ

波
な み

や火山活動による災害と防災
主題 地震・津波や火山活動による災害を防ぐためには，どのような取り組みが必要だろうか。

地
じ

震
しん

が発生する しくみ につ
いて，図 4・5を参考にしながら確認し
よう。

確認

地震によって起こりうる被
ひ

害
がい

と，被害が起こりやすい場所を説明しよ
う。
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活断層
地震の震源●

火山

マグマだまり

（太
平洋
プレ
ートの

沈み
込み
）

北アメリカ
プレート

海
溝

直下型地震

海溝型地震

太平洋
プレート

文部科学省 地震・防災
研究課資料，ほか

⬆ 3 主な地
じ
震
しん
の震源の深さ（模式図）　

⬆ 1 熊本地
じ
震
しん
で被

ひ
害
がい
を受けた熊本城（熊本県，熊本市，2016

年4月15日）　

北海道東方沖
M8.2（1994）北海道南西沖

M7.8（1993）

日本海中部
M7.7（1983） 岩手・宮城

内陸 M7.2（2008）

関東
M7.9（1923）

兵庫県南部
M7.3（1995）
南海 M8.0（1946）

濃尾
M8.0（1891）

福井 M7.1（1948）

鳥取県西部
M7.3（2000）

十勝沖 M8.0（2003）
十勝沖 M8.2（1952）

東北地方太平洋沖
M9.0（2011）

東南海 M7.9
（1944）

昭和三陸沖
M8.1（1933）

新潟 M7.5
（1964）

福岡県西方沖
M7.0（2005）

熊本
M7.3

（2016）

新潟県中越
M6.8（2004）

新潟県中越沖
M6.8（2007）

北海道胆振東部
M6.7（2018）

長野県北部
M6.7（2014）

（図中のMはマグニチュード）
マグニチュード7.0～8.0

マグニチュード8.0以上

主な被害地震の震源

主な活断層

（1889年以降）

0 200km 〔気象庁資料，ほか〕

➡ 2 主な地
じ
震
しん
の震源と活断層　 資料活用 規模の大きな

地震の震源が多い場所と，p.188図 1のプレート境界と
の関係を読み取ろう。

⬇ 4 海
かい
溝
こう
型
がた
地
じ
震
しん
のしくみ　

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

ひずみが限界に達し，大陸プレートが跳ね上がる
と地震が発生する。

津波の発生

大陸プレート 海洋プレ
ート

地震が発生

海洋プレ
ート

津波

大陸プレート

⬇ 7 津
つ
波
なみ
のしくみ QR動画

⬅ 6 津
つ
波
なみ
によっ

て流された船や自
動車（チリ，タル
カワノ，2010年）　
チリ沖の海

かい
溝
こう
型
がた

地
じ
震
しん
に伴

ともな
って発生

した津波は，南ア
メリカの太平洋沿
岸を襲

おそ
い，日本に

も到
とう
達
たつ
した。

⬇ 5 直
ちょっ
下
か
型
がた
地
じ
震
しん
のしくみ　

活断層に圧力がかかり，徐々にひずみが
たまっていく。

活断層

ひずみが限界に達し，活断層がずれ動く
と地震が発生する。

活断層が地表に姿を現す。

190 191

本文のすぐ横に模式図があるので、自然災害発生の
しくみに対する理解が深まる。
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2
節
地
震
・
津
波
・
火
山
災
害
と
防
災

1
章

3 火山の恵
め ぐ

みと
噴
ふ ん

火
か

による被
ひ

害
が い

火山は，私たちの生活とどのように関わっているのだろうか。火山
があることによる恵

めぐ

みと，噴
ふん

火
か

による被
ひ

害
がい

に着目しながらみていこう。
学習課題

火山の分布と
恵
め ぐ

み
　日本には 100 以上の活火山があり，多くはいくつ
かの列に沿って分布している。これは，地下でマグマ

を生じやすい場所がプレートの沈
しず

み込
こ

む場所と平行に分布しているため

である。火山が分布する地域には，地下水がマグマだまりの熱で温めら

れて湧
わ

き出
だ

す温泉が多く，地下のマグマの熱を利用して地熱発電が行わ
れることもある。また，富

ふ

士
じ

山
さん

をはじめ，多くの火山は形状が美しく，

火口やカルデラに水がたまったり，溶
よう

岩
がん

が川をせき止めたりして生じる

湖も多い。このため，火山は観光資源にもなる。近年では，有
う

珠
す

山
ざん

周辺

地域や島
しま

原
ばら

半
はん

島
とう

，阿
あ

蘇
そ

のように，その特
とく

徴
ちょう

的
てき

な地形や地質から世界ジオ
パークに認定された地域もある。

火山による
災害

一方で火山が噴
ふん

火
か

すると，火山灰の降下などの災害が
発生する。2014 年の御

おん

嶽
たけ

山
さん

の噴火では，火口の近くで

火山灰とともに噴
ふん

石
せき

が降下し，多くの登山者の命が奪
うば

われた。火山灰の

降下が広域的な植生の破
は

壊
かい

や農作物の被
ひ

害
がい

をもたらすこともある。また，

噴火の規模が大きい場合は，火
か

砕
さい

流
りゅう

や溶
よう

岩
がん

流
りゅう

が生じる。火砕流は火口か

ら噴出した高温の火山ガスが，火山灰や砂
さ

礫
れき

と一
いっ

緒
しょ

に高速で斜
しゃ

面
めん

を流れ

（2020 年）

2 ➡ p.39

6

5

3 ➡ p.196

1

4 2 ，➡ p.197

5 1

➡ p.49

QR動画

活火山 マグマ　温泉 地熱発電 世界ジオパーク　火山灰 噴石 火砕流 溶岩流 土石流Key Words

下る現象であり，溶岩流は火口から噴出したマグマが斜面を流れ下る現

象である。どちらも，通過した場所を焼
や

き尽
つ

くしたり埋
まい

没
ぼつ

させたりするた

め，非常に危険である。さらに，噴火によって植生が失われた土地に雨

が降ると，堆
たい

積
せき

した火山灰や土
ど

砂
しゃ

と水が混ざり合って高速で谷を流れ下

る土石流や泥
でい

流
りゅう

が生じやすく，下流部の集落を埋没させる危険もある。
➡ p.200 ➡ p.196

火山があることによる恵
めぐ

みの
例を，本文や図 5から書き出そう。

確認

噴
ふん

火
か

による被
ひ

害
がい

にはどのよう
なものがあるのか，説明しよう。

説明

御嶽山

硫黄島

白根山〔草津〕

箱根山

阿蘇山

浅間山

三宅島

蔵王山

富士山

有珠山

口永良部島

桜島
（御岳）

霧島山

雲仙岳

おんたけさん

い おうとう

しら ね さん　くさ つ

はこ ね やま

あ そ さん

あさ ま やま

み やけじま

ざ おうざん

（ ざ おうさん）

ふ じ さん

う す ざん

くちのえ ら ぶ じま

さくらじま

おんたけ

きりしまやま

うんぜんだけ

主な活火山
火山前線

0 200km

＊数字は写真番号を示す

1

3

6

〔気象庁資料，ほか〕

⬆ 2 主な活火山の分布　おおむね過去1万年以内に噴
ふん
火
か
した火山お

よび現在活発な噴気活動（火山ガスの噴出）のある火山を活火山とい
う。日本の活火山は火山前線とよばれる列をなす。 資料活用 p.188
図 1と比

ひ
較
かく
して，活火山の分布とプレート境界との関係を読み取ろう。

⬅ 1 噴
ふん
火
か
する御

おん
嶽
たけ
山
さん
（岐阜・長野県境，2014年9月27日）　

1 世界的に貴重な地層・岩石・地形・火山・断
層などの地質遺産を複数有する公園のこと。世
界遺産は主に遺産の保護を目的としているが，
世界ジオパークは遺産の保護だけでなく，遺産
を教育や地域の活性化に生かすことも目的とし
ている。

2 火山が大気中に放出する固
こ

体
たい

粒
りゅう

子
し

のこと。
軽
かる

石
いし

なども含
ふく

まれる。火山の爆
ばく

発
はつ

によって，上
空に吹

ふ

き上げられ，偏
へん

西
せい

風
ふう

などによって遠くま
で運ばれる。

⬆ 3 世界ジオパークに認定された有
う
珠
す
山
ざん
洞
とう
爺
や

湖
こ
ジオパーク（北海道，洞

とう
爺
や
湖
こ
町
ちょう
，2017年）　

　洞爺湖はカルデラ（→図 5）に水がたまってで
きたカルデラ湖である。

火山の噴
ふん

火
か

のもとになるのは，岩石が溶
と

けたマグマ（→p.39）とよばれる物質である。
日本列島の火山をつくるマグマは，海洋プ
レートが大陸プレートの下に斜

なな

めに沈
しず

み込
こ

んだ，地下 100〜150km程度の深さでで
きる。マグマは上

じょう

昇
しょう

して，地下 5〜10km
くらいの深さにマグマだまりをつくる（A）。
ここでマグマは周りの岩石に熱を奪

うば

われて
いき，溶け込んでいた水や二酸化炭素など
が，泡

あわ

となって分
ぶん

離
り

する。その泡から生じ
た気体によって，マグマだまりの圧力が高
くなっていく（B）。その結果，周囲の岩

がん

盤
ばん

が圧力に耐
た

えられなくなり，マグマが一気
に噴出する（C）。これが噴火である。

クローズアップ 噴
ふん

火
か

のしくみ

Aマグマが上昇し，マグマ
だまりをつくる。

Bマグマに溶けていた水や二酸
化炭素などが気体になり，マグ
マだまりの圧力が高くなる。

Cマグマがさらに上昇して
いくと，気体とともに一気
に噴き出し，噴火する。

➡ 4 噴
ふん
火
か
のしくみ　

溶岩流

温泉

カルデラ

マグマ

火山灰の降下

土石流 火砕流
か さいりゅう

ようがんりゅう

ふんせき

噴石

地熱
発電所

⬅ 5 火山の恵
めぐ
みと火山災害の模式図 WebGIS

火山の爆
ばく
発
はつ
や噴

ふん
火
か
による陥

かん
没
ぼつ
などによってできた大規模な凹

おう
地
ち
をカルデラ

といい，日本では阿
あ
蘇
そ
山
さん
が代表例である。

⬆ 6 八
はっ
丁
ちょう
原
ばる
地熱発電所（大分県，九

ここのえ
重町

まち
）　 地図帳 八丁原地熱発電所の周辺に

火山や温泉があることを確認しよう。

194 195

迫力ある写真資料で、噴火の
イメージがわく。

模式図によって、火山がもたらす恵み
や災害への理解が深まる。
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Let’s think about it.アクティビティ

自然災害から命を守ろう！Task 3

　自然災害が，いつ，どこで，どれくらいの規模で発生するのかを予測することは難しい。万が一，
あなたやあなたの家族の身に危険が迫

せま

ったとき，どのような判断をしなければならないだろうか。
巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

の発生を想定して考えてみよう。

あなたは太平洋に面する海沿いの町に住んでいると仮定しよう。下の地図は，自宅やあなたが通う高校の周辺の
様子を表したものである。自宅と高校では，それぞれどのような自然災害の危険があるだろうか。下の表で，当
てはまるものすべてに○印を記入しよう。

Mission

1

1 月のある平日の午後 4時，あなたが自宅に居るときに，太平洋沖を震
しん

源
げん

とする巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

が発生した。あなたの
町では激しい揺

ゆ

れを観測し，40 分後に最大 10mの津
つ

波
なみ

が到
とう

達
たつ

すると予想されている。さて，あなたは避
ひ

難
なん

に向
けてどのような行動をとるべきだろうか。下の●Ⓐ〜●Ⓗの行動から三つ選び，優先度が高い順に 1〜3を記入しよう。

Mission

2

津
つ

波
なみ

の到
とう

達
たつ

まであと 30分。自宅から避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

へ向かおう。避難場所の候補はア〜エの 4か所である。それぞれ
異なる立地条件を考

こう

慮
りょ

して一つ選び，津波が到達する前に避難場所へたどりつけるよう，避難経路を図 1に書
か

き
込
こ

もう。また，なぜその避難場所・避難経路を選んだのか，理由を書き込もう。

Mission

3

あなたと家族は無事に避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

にたどりつくことができたが，町は津
つ

波
なみ

の被
ひ

害
がい

を受けた。これから避難場所で生
活を送るうえで，どのようなものが必要になるだろうか。Mission2 に記された季節や家族構成などを考

こう

慮
りょ

して，
誰
だれ

にどのような支
し

援
えん

を求めたいか，あなたの考えを書
か

き込
こ

もう。

Mission

4

�あなたが選
せん

択
たく

した行動や避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

・避難経路について，クラスやグループで紹
しょう

介
かい

し合ってみよう。�
そして，あなたの選

せん

択
たく

を見直すべきか，もう一度考えてみよう。
対話

《支
し

援
えん

を求める相手》

《求めたい支援の内容》

　【支
し

援
えん

を求める相手の例】
・周辺の市町村（地方自治体）
・都道府県（地方自治体）
・自衛隊
・被

ひ

災
さい

していない地域　など

選んだ避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

：　　　　　　　　

避難場所と避難経路を選んだ理由：

� 自然災害
場所 地

じ

震
しん

津
つ

波
なみ

崖
がけ

崩
くず

れ・地すべり 洪
こう

水
ずい

高潮

自宅

あなたの高校

Ⓐ�近くの店で食べ物や飲み物を買
か

い込
こ

む。 Ⓔ�貴重品や常備薬をまとめてバッグに入れる。

Ⓑ�近所の人に避
ひ

難
なん

を呼びかける。 Ⓕ�家族と連
れん

絡
らく

をとる。

Ⓒ�自宅に保管していた非常持ち出し袋
ぶくろ

を用意する。 Ⓖ�ペットの犬を連れていく準備をする。

Ⓓ�自分や家族の防寒着をまとめてバッグに入れる。 Ⓗ�災害・避
ひ

難
なん

情
じょう

報
ほう

を確認する。

ア�海に面した小山：自宅から最
さい

短
たん

距
きょ

離
り

にあるが，海に近くて道も狭
せま

く，途
と

中
ちゅう

に高低差 30mの急な上
のぼ

り坂
ざか

がある。
イ�山のふもとにある運動公園：海から離

はな

れているが，最短経路の道は川沿いを通る。
ウ�ビルの屋上：海にやや近いが，建物は 13階建てと高く，屋上にはヘリポートもある。
エ�あなたの高校：自宅から遠いが，海から離れており，標高が約 30mの高台にある。

あなたの家族設定（地
じ

震
しん

発生時の居場所）：�父（会社）　母（スーパーマーケット）　妹（保育園） 
祖母（デイケアセンター）　ペットの犬（自宅の庭）

⬆ 1 自宅や高校の周辺の様子を表した地図　

あなたの高校

祖母
（デイケアセンター）

父（会社）

あなた自宅

母
（スーパーマーケット）

妹（保育園）

60
50
40
30
20
10
0

標高（m）

0 200m

北

ア

イ

ウ

エ

212 213

実生活で役に立つ実用的な
行動計画を立てられる。

学習した内容を生かしながら、どのような場所で
どのような災害が起こりうるか考えを深められる。

試し
読み ３部１章　自然災害と 防災
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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

▲「扇状地」の例

扇状地や氷河地形の形成プロセス、津波や
火砕流発生のしくみなどを解説した計13
点のアニメーションによって学習内容の理
解が深まる。
＊�教科書に�　　　��のマークがある用語に関連する動画を掲載。QR動画

重要用語の確認ができる。
300問以上掲載。

約160種類の世界や日本の統計を掲載。
円グラフや統計地図で表現することも可能。

学習内容の理解に役立つ。
＊側注解説で取り上げた用語を含め、300語以上掲載。

地理院地図やRESASなど学習に
最適な外部リンクを掲載。

一問一答

統計資料

用語解説

学習に役立つリンク集

地形や自然災害などに関連する動画

●教科書p.5「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。

テーマ
１ GISを使ってみよう１

（デジタルの地図と地球儀）

２ GISを使ってみよう２
（地理情報システムの活用）

３ GISを使ってみよう３
（さまざまな統計データ）

４ 植民地支配の影響が残る　
アフリカの産業

５ EU統合による工業や社会
への影響

６ 産業の発展を支えてきた
移民の力

７ 世界の食卓に影響を与える農業
８ 火山地形の読み取り方

９ 河川地形とさまざまな気象　
災害１（扇状地）

10 河川地形とさまざまな気象
災害２（河岸段丘と氾濫原）

◀
「アクセスWebGIS」のテーマ

◀

作業のやり方を解説した
　短い動画を11個用意。

◀ 準拠ワークシート
も ダ ウ ン ロ ード 
可能

◀▲「河川地形とさまざまな気
　　象災害２（河岸段丘と氾濫
　　原）」の例

ボタンをタップするだけで、
簡単に主題図を切り替えられる。

教科書に�WebGIS �のマークがある用語には、関連するWebGISコンテンツを掲載。
簡単な操作でGISを活用した学習ができる。各テーマに対応するワークシートも用意。
ウェブブラウザ上で閲覧できるので、特別なアプリケーションをダウンロードする必要が
ありません。

学習を深められる「アクセスWebGIS」

アクセスWebGIS　ワークシート

「河川地形とさまざまな気象災害２（河岸段丘と氾濫原）」
年　　　組　　　番

名前

コンテンツURL：https://storymaps.arcgis.com/stories/7e072c039d944d3da2f05c81a93c0c33

問１　利根川上流の群馬県沼田市とその周辺の地域について、下の問いに答えよう。
①　�赤色立体地図を見ると、利根川と片品川の周辺には階段状の地形が見ら�

れる。このような地形を何とよぶか答えよう。�
②　�Ａの場所とＢの場所の土地利用を衛星画像と地形図から読み取り、そのような土地利用になって

いる理由を地形的な面から考えてみよう。

場所 土地利用 その理由

Ａ

Ｂ

③　�片品川の南東側にある比較的平坦な地域について、1929（昭和 4）年と比べて違う点を二つあ
げてみよう。

問２　利根川下流の千葉県香取市や茨城県稲敷市付近について、下の問いに答えよう。
①　Ｃの結佐集落はどのような場所に発達してきたのか考えてみよう。

②　�Ｄの場所は明治時代のころには湿地や畑などがあった。このような場所は大雨の時に重要な役割
をもっていたが、このような役割をもつ場所の名称とその役割を考えてみよう。

名称 としての役割

役割

③　�Ｅは東北地方太平洋沖地震の際に液状化現象が発生した地域である。液状化現象はどのような場
所で発生しやすいか、場所とその理由を考えてみよう。

名称

特色

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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▲ QR コンテンツはこちらから



❶ 指導資料 

❹ 資料集

書　名 内　容
高校生の地理総合　指導資料
指導用教科書
定価：4,400円（税込）

・教科書本体の見開きページの縮刷版をもとに構成した、教科書と同じデザインの教師用指導書。
　＊こちらの販売形態は指導用教科書のみの単品販売です。
　　下記で紹介している指導書Webサポートはご利用いただけません。

高校生の地理総合  指導資料
Webサポートコンテンツ付
定価：24,200円（税込）

①指導用教科書
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)  
◆ 教科書QRコンテンツ〈WebGISワークシート〉(.pdf)
◆白地図集(.jpg)
◆ 地理院地図の使い方/e-Statとj STAT MAP 

の使い方動画
◆GISサポート冊子のワークシート(.docx)
◆ 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。

③付録冊子
　・Webサポート紹介冊子　・GISサポート冊子

❷ 学習者用デジタル教科書
書　名 内　容

学習者用デジタル教科書
アプリ版 定価：1,100円
クラウド配信版 定価：1,320円（税込）

①教科書紙面（紙の教科書と同内容）
②拡大・縮小・書き消し、保存機能
③特別支援教育対応機能
　・リフロー*表示や総ルビ、白黒反転、読み上げの機能を搭載。
　＊書体や文字サイズ、行間、余白などを自由に変更して表示する機能です。

❸ 教科書準拠ノート
書　名 内　容

高校生の地理総合ノート（書籍版）
定価：630円（税込）

□教科書完全準拠の構成で、着実に知識が身につく。
□教科書掲載図版を用いた作業問題を通して、理解が深まる。
□全13か所の充実したSKILLページで実践的な地理的技能が身につく。

デジタル準拠ノート 
高校生の地理総合
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）

□「高校生の地理総合ノート」を、タブレット用に再構成。また、
　オリジナルの問題も収録。
□タブレットに入力した解答は、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 販売形態

新詳地理資料 COMPLETE 2023
【特色】
□ 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
できる。

□ 「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。

□全ページがタブレット端末で見られるクラウド配信版も用意。

●書籍版 
　定価：988 円（税込）
●クラウド配信版 
　定価：988 円（税込）
●セット版 
　（書籍＋クラウド配信）
　定価：1,488円（税込）

図説地理資料 世界の諸地域NOW 2023
【特色】
□世界・日本の全地域を地誌的に網羅。事例が豊富な
　「高校生の地理総合」との親和性も高い資料集。
□ 学習項目を分野ごとに整理したまとめ表や、地理学習の

重要事項を押さえた用語解説や資料も充実。
□「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。

●書籍版
　定価：978 円（税込）

指導書 Web サポートの例

COMPLETE
新詳地理資料

2023

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

世界の諸地域
NOW 2023

図説地理資料

帝国書院帝国書院

▼ 授業スライドのイメージ　教科書 1 見開きにつき 10 ～ 20 枚を用意。
先生ご自身で加工も可能。

◀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。

   年   組   番／名前                   

 

□学習課題  

Q：古い街並みや文化の継承は，どのように守られてきたのだろうか。歴史や宗教などに着目しながら

みていこう。 

 

＜学習のポイント＞ 

（1）古い街並みといった歴史的な景観は，どのような役割を果たしているのだろうか。 

（2）キリスト教は，ヨーロッパの人々の生活にどのように根づいているのだろうか。 

（3）キリスト教の宗派には，どのような特徴や分布の違いがあるのだろうか。 

 

 

●現代に残る古い街並み  

 

 古い街並み 

 街の中心にある教会には礼拝のために人々が出入りし， 

 教会の前の広場には食料品や土産物を売る店が市を開いている 

 

… 城や宮殿など，繁栄の歴史を示す建物が多い 

… 戦争によって破壊された建物を再建して，多くの犠牲と復興の歴史を今に伝える所もある   

（例）ポーランドのワルシャワ地区 

→ 〔①        〕として登録され，国を越えた人類共通の財産として 

保存されている 

 

●生活に根づくキリスト教  

 

 人々の生活のなかに根づくキリスト教 

〔②         〕 

… 歴史を大事にする意識と同様，ヨーロッパに暮らす人々の生活のなかに深く根づいている 

… 祈りの場として各地に教会がある 

→ 教会は礼拝（ミサ）のほか，結婚式や葬式など人生に関わる出来事の舞台にもなる 

  ２部 １章 生活文化の多様性と国際理解  ５節 多様な生活文化と地理的環境 

事例６ 宗教・歴史❸ 伝統の継承と生活文化の関わり ─ヨーロッパ─ 

  
１ 古い街並みとキリスト教文化  

教科書  

p.120～121 
年   月   日 

世界遺産 

キリスト教 

5

10

5
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15

20

120 121

古い街並みや文化の継
けい

承
しょう

は，どのように守られてきたのだろうか。
歴史や宗教などに着目しながらみていこう。
学習課題

現代に残る
古い街並み

　ヨーロッパには歴史ある街が多く，100 年以上も前
につくられた建物が商店や飲食店などに使われ，石

いし

畳
だたみ

の道を自動車が行
い

き交
か

う。街の中心にある教会には礼拝のために人々が

出入りし，その前の広場には食料品や土
み や げ

産物
もの

を売る店が市
いち

を開いている。

冬になると，クリスマスマーケットが開かれ，クリスマスの飾
かざ

りや菓
か

子
し

などを売る店が軒
のき

を連ね，家族連れでにぎわう。

　ヨーロッパでは歴史や文化を保護しようとする意識が強く，外観を残

しながらリフォームした建物が多い。修
しゅう

繕
ぜん

を繰
く

り返
かえ

しながら保たれる歴

史的な景観により，地域固有の伝統や文化を理解しやすいことから，人々

に過去の記
き

憶
おく

を共有させる役割も果たしている。ヨーロッパには，城や

宮
きゅう

殿
でん

など繁
はん

栄
えい

の歴史を示す建物が多い。その一方で，ポーランドのワル

シャワ歴史地区のように，戦争によって破
は

壊
かい

された建物を再建して，多

くの犠
ぎ

牲
せい

と復興の歴史を今に伝える所もある。これらは世界遺産として
登録され，国を越

こ

えた人類共通の財産として保存されている。

1  

➡ p.119

 2  

生活に根づく
キリスト教

　歴史を大事にする意識と同様，ヨーロッパに暮らす
人々の生活のなかに深く根づいているのがキリスト教

である。キリスト教を信
しん

仰
こう

する人々の祈
いの

りの場として各地に教会があり，

礼拝（ミサ）のほか，結
けっ

婚
こん

式
しき

や葬
そう

式
しき

など人生に関わる出来事の舞
ぶ

台
たい

にもな

る。キリスト教独自の行事がいくつもあり，特にクリスマスやイースター

（復活祭）は多くの国で祝日となっており，家族で祝う習慣がある。

　キリスト教は各地で人々の暮らしと結びつきながら発展してきた。イ

タリアやスペイン，フランスなど南ヨーロッパではカトリックが一
いっ

般
ぱん

的
てき

であり，ステンドグラスや宗教画などで豪
ごう

華
か

に装
そう

飾
しょく

された教会には，礼

拝のために敬
けい

虔
けん

な信者が訪
おとず

れる。もともと断
だん

食
じき

前
まえ

の祭りだったカーニバ

ル（謝
しゃ

肉
にく

祭
さい

）は，今では観光行事としてにぎわっている。一方，イギリス

やドイツ北部など北ヨーロッパではプロテスタントが多く，キリストの
像を置かない簡素な教会がみられる。聖書を学ぶことが重要とされ，自

宅で信仰を深める人々もいる。また，ルーマニアやブルガリアなど東ヨー

ロッパでは正教会が主流で，イコンとよばれる聖像画に向かって祈るの
が特

とく

徴
ちょう

である。キリスト教の伝統が重んじられ，断食も行われている。

　キリスト教の宗派と同様に，ヨーロッパのさまざまな言語も，スペイ

ン語やフランス語などのラテン語派，英語やドイツ語などのゲルマン語
派，ポーランド語やロシア語などのスラブ語派の三つに大きく分けられ
る。キリスト教という共通の文

ぶん

化
か

圏
けん

を築いてきたヨーロッパでも，宗派

や言語などの違
ちが

いから地域ごとにさまざまな文化が形成されている。

3  ，➡ p.64

 4  

➡ p.144

5  キリスト教の三つの宗派と，
主に信

しん

仰
こう

されている国や地域を本文から
書き出そう。

確認

ヨーロッパ各地で古い街並み
が残されているのはなぜか，街並みを保
全する意義とともに説明しよう。

説明

1 古い街並みと
キリスト教文化

世界遺産　キリスト教　カトリック　プロテスタント　正教会　ラテン語派　ゲルマン語派　スラブ語派Key Words

⬆ 1 大聖堂前の広場で開かれるクリスマスマーケット（ドイツ，ケルン，2018年12月）　

⬆ 2 第二次世界大戦前の街並みが再現された
ワルシャワ歴史地区（ポーランド，2016年）　
　戦争によって建物の多くが破

は
壊
かい
されたが，市

民らが街並みの再現を目指して立ち上がった。
建物は，昔の写真やスケッチなどをもとにして，
れんがの ひび に至るまで丹

たん
念
ねん
に修復された。

ロシア

ウクライナ

トルコ
ギリシャ

ルーマニア

ブルガリア
イ

スペイン

フランス

ドイツ
ポーランド

イギリス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

タ
リ
ア

クロ
アチ
ア

プロテスタント
の多い地域
カトリックの
多い地域
正教会の
多い地域
イスラームの
多い地域

0 500km

1

2

4 5

＊数字は写真番号を示す
〔De Grote Bosatlas 2007，ほか〕

⬆ 3 ヨーロッパのキリスト教の宗派の分布　 地図帳 ヨー
ロッパの言語の分布との関係を確認しよう。 ⬆ 4 ステンドグラスや宗教画で装

そう
飾
しょく
された大聖堂（スペイン，レオン，2017年）　

⬆ 5 教会でイコンに向かって祈
いの
る人（ルーマニ

ア，2016年）　イコンは，教会だけでなく各
家庭にも飾

かざ
られ，アクセサリーとして身につけ

る人もいるなど，人々の暮らしに深く関わって
いる。

事
例
6 

宗
教
・
歴
史
●❸ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　

1
章

2023年5月より
Googleスライドも
ご利用いただけます
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五十嵐　和也　（東京都立保谷高等学校　主任教諭）

金田　亜妃子　（東京都立国立高等学校　教諭）

川島　勇行　　（東京都立国際高等学校　主幹教諭）

齋藤　晃　　　（中央大学附属中学校・高等学校　教諭）

株式会社帝国書院

志村　喬　　　（上越教育大学　教授）

祖田　亮次　　（大阪公立大学　教授）

堤　純　　　　（筑波大学　教授）

仁平　尊明　　（東京都立大学　教授）

由井　義通　　（広島大学　教授）

青山　弘之　　（東京外国語大学　教授）

大山　修一　　（京都大学　教授）

小口　高　　　（東京大学　教授）

加賀美　雅弘　（東京学芸大学　名誉教授）

日下　博幸　　（筑波大学　教授）

小島　泰雄　　（京都大学　教授）

丹治　達義　（筑波大学附属視覚特別支援学校　教諭）

項　目 特　色

総合的な特色

・世界各地のいまの姿が見える臨場感あふれる大きな写真によって、生徒の興味関心を高められ、理解を深める工夫がなされている。
・�本文は、導入資料テーマを生かした書き出しになっているためスムーズに学習に入れる。また、資料との因果関係がわかるよう
丁寧に記述されており、地理的な見方・考え方を働かせながら学習できる。

・�世界各地の生活文化の特色や現代世界が抱える諸課題を、豊富な具体事例を通して学ぶことで異文化理解につながる教科書に
なっている。

内容

・�１部1章「地図や地理情報システムと現代世界」では、地図やGISの活用といった基礎的・基本的な地理的技能を習得できるよう、
特設「SKILL」が設けられている。また、デジタル教材を利用するためのQRコードを随所に配している。

　※QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。
・�１部２章「結びつきを深める現代世界」では、国家間の結びつきや地域的な枠組みについての理解を深められ、具体事例をもとに

学習できるようになっている。また、交通・通信や観光など、グローバル化が進む世界の様子が地図や写真などで示されている。
・�２部１章「生活文化の多様性と国際理解」では、国や地域のイメージが膨らむイラストを用いた地図をはじめ、写真や模式図、図
表が豊富に扱われていることで、世界各地にはさまざまな生活文化が共存しており、その背景には地理的環境が大きく関わって
いることまで理解を深められる。また、日本と世界各地の生活文化を比較しながら共通点や相違点をみいだせ、多様な習慣や価
値観をもつ人々との共生について考えを深められる。

・�２部２章「地球的課題と国際協力」では、持続可能な社会の形成に参画する態度を養うことができるよう、食料問題や感染症・衛
生問題、地球環境問題など、地球的課題についての具体的な事例が数多く取り上げられている。また特設「アクティビティ」で
は、日常生活の中で持続可能な社会を形成するために生徒自身ができることを主体的に考えられる。

・�３部１章「自然環境と防災」では、模式図や過去の災害の具体的な地域事例から、日本の自然環境の特徴や災害発生のメカニズム、
防災対策までを総合的に学ぶことができる。また、特設「アクティビティ」では、シミュレーションを通して災害発生時に命を守
るためにどのような行動をとるべきか実践的な思考力や判断力が身につけられる。

・�３部２章「生活圏の調査と地域の展望」では、自ら発見した疑問や課題を多面的・多角的な視野から考察する態度を養うことがで
きるよう、調査テーマの設定方法や現地調査の手順、調査結果の発表方法について具体的な調査結果例とともに提示されている。

構成・分量

・�学習指導要領に合わせて、重要事項がもれなく丁寧に解説されている。また、学習内容を深められ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。

・�原則、1時限1見開き構成となっているので、分量が適量で学習計画を立てやすくなっている。
・�見開きごとに、学習課題→導入資料→展開→確認・説明の流れが明確なため、効果的に学習できるようになっている。
・�特設「SKILL」では、地理学習に欠かせない重要な地理的技能が習得できるようになっている。

表記・表現
及び

使用上の便宜

・�人々のくらしが見える写真や、地域の特徴が見える地図・グラフなどの資料が豊富に設けられている。
・�地理的事象の背景や因果関係がわかる本文となっている。
・�ふりがなや重要語句へのゴシック（太字）が効果的に振られている。
・随所に本文内容を補足する用語解説が設置されており学習しやすい。
・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。
・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。

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、読み取りやすいよう配慮
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、色覚特性をもつ生徒にも読み取りやすい表現になっている。

その他
・�紙は環境に配慮した森林認証紙が使用されているほか、裏写りがしない用紙となっている。
・インキには、再生産が可能な植物由来の油などを原料とするインキが使用されている。
・使用期間の間、破損することがないよう、堅牢なつくりになっている。
・指導資料やデジタル教科書・教材、準拠ノートなど、充実した関連教材が用意されている。

特色一覧

著作者

特別支援教育に関する監修・校閲者

＊下記の表は、帝国書院ウェブサイトで閲覧・ダウンロードできます。
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