
・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。

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 4ページをご覧ください。
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内容解説資料
地 総 ‒ 703

「教科書発行者行動規範」
に則っております。

令和４（2022）年度以降版

教科書のご案内

新科目「地理総合」のポイントと教科書の特色 ………… ２
全体構成 …………………………………………………… ４

 人々の暮らしが見える
「生活文化」……………………………………… ６
 国際協力の視点から社会づくりを考える

「地球的課題」…………………………………… 12
 災害発生のメカニズムから対策まで学べる
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特色２

特色３

特色４

暮らしが見える！  “今”がわかる！  技能が身に付く！

地理総合教科書の決定版

＊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。



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・能力を身に付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

高等学校 新地理総合
■ QRコンテンツ
　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が充実。
　�さらに，簡単な操作でGISを活用した学習ができる「アクセスWebGIS」
を用意。

＊詳細は本冊子p.24および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。

■ 関連教材
　�デジタル副教材や指導資料などの関連教材が充実。
＊詳細は本冊子p.25–27および帝国書院ウェブサイトをご覧ください。

令和4（2022）年度発刊
地総－703　
AB判　238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

・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。

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 4ページをご覧ください。
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暮らしが見える！ “今”がわかる！ 技能が身に付く！

地 理 総 合 教 科 書 の 決 定 版

国際協力の視点から社会づくりを考える

「地球的課題」

● 災害発生のメカニズムがわかる模式図と解説
● 実践的な防災行動が身に付くアクティビティ

● 具体事例をもとに地球的課題を考察する構成
● 国際協力が見える  特設「持続可能な社会づくりに向けて」

災害発生のメカニズムから対策まで学べる

「防災」

実践的な地理的技能が身に付く

「地図とGIS」
● 地図や GIS の活用方法を段階的に学べる展開

人々の暮らしが見える

「生活文化」
● 臨場感ある写真と因果関係がわかる本文記述
● 地理学習の基礎を習得できる学習項目
● 諸地域の事例を通して国際理解を深める構成

特色
１

特色
2

特色
3

特色
4

本冊子
p.6-11

本冊子
p.12-15

本冊子
p.16-19

本冊子
p.20-21
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追究事例　歴史 3
国家体制の変化と人々の生活の関わり　－ロシア－ � 116
　1　国家体制の変化が人々の生活に与えた影響 � 116
　2　変化するロシアの産業 � 118
5 節　世界の産業と人々の生活 � 120
　1　人々の生活を支える農業の発展 � 120
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 122
　3　グローバル化する現代の産業と人々の生活 � 124
追究事例　産業 1
産業力が世界の生活文化に与える影響　－アメリカ合衆国－ � 126
　1　世界に大きな影響力をもつ知識産業と資源 � 126
　2　世界の食卓に影響を与える農業 � 128
　3　産業の発展を支えてきた移民の力 � 130
追究事例　産業 2
経済成長による人々の生活の変化　－東アジア－ � 132
　1　東アジアの経済成長とその歩み � 132
　2　経済成長による中国の生活の変化 � 134
　3　経済成長による韓国の生活の変化 � 136
追究事例　産業 3
地域統合が人々の生活や産業に与える影響　－ヨーロッパ－ � 138
　1　EU統合と人々の生活 � 138
　2　EU統合による農業への影響 � 140
　3　EU統合による工業や社会への影響 � 142
 SKILL 15  白地図による地域の特徴のまとめ方 � 144

第 2章　地球的課題と国際協力� 145

1 節　複雑に絡み合う地球的課題 � 146
　1　相互に関連する地球的課題とその解決に向けて � 146
持続可能な社会づくりに向けて 1  SDGs について学ぼう � 148
2 節　地球環境問題 � 150
　1　多様な地球環境問題 � 150
　2　熱帯林の破壊への対策 � 152
　3　地球温暖化への対策 � 154
持続可能な社会づくりに向けて 2  海洋汚染について考えよう � 156
3 節　資源・エネルギー問題 � 158
　1　世界のエネルギー・鉱産資源 � 158
　2　エネルギー利用の現状と課題 � 160
　3　地域で異なるエネルギー問題への取り組み � 162
持続可能な社会づくりに向けて 3  水の利用について考えよう � 164
4 節　人口問題 � 166
　1　世界の人口 � 166
　2　発展途上国と先進国の人口問題 � 168
　3　地域で異なる人口問題への取り組み � 170
持続可能な社会づくりに向けて 4  教育の普及について考えよう �172
5 節　食料問題 � 174
　1　飢餓と飽食 � 174
　2　地域で異なる食料問題への取り組み � 176
持続可能な社会づくりに向けて 5  食料生産について考えよう � 178
6 節　都市・居住問題 � 180
　1　世界の都市の発達 � 180
　2　発展途上国と先進国の都市・居住問題 � 182
　3　地域で異なる都市・居住問題への取り組み � 184
持続可能な社会づくりに向けて 6  感染症の予防について考えよう � 186
 SKILL 16  関係図によるまとめ方 � 188

�
さくいん � 228 世界の家畜・鉱産物・農産物 � 巻末 1

世界の祭りを訪ねて � 巻頭 1 私たちが地理を学ぶ意義 � 1

 第 3部  持続可能な地域づくりと私たち

第 1章　自然環境と防災� 189

1 節　日本の自然環境 � 190
　1　日本の地形 � 190
　2　日本の気候 � 192
2 節　地震・津波と防災 � 194
　1　地震・津波による災害 � 194
　2　地震・津波の被災地の取り組み � 196
 SKILL 17  ハザードマップの見方 � 199
3 節　火山災害と防災 � 200
　1　火山の恵みと災害 � 200
　2　火山と共生する地域の取り組み � 202
 SKILL 18  火山地形の読み取り方 � 205
4 節　気象災害と防災 � 206
　1　さまざまな気象災害 � 206
　2　気象災害への取り組み � 208

 SKILL 19  水害の危険がある地域の読み取り方 � 211
5 節　自然災害への備え � 212
　1　減災の取り組み � 212
　2　被災地への支援 � 214
 SKILL 20  防災ゲーム「クロスロード」の活用 � 215
持続可能な社会づくりに向けて�7  自然災害による被害を減らそう � 216
 SKILL 21  災害発生時の行動計画の立て方 � 218

第 2章　生活圏の調査と地域の展望� 219

1 節　生活圏の調査と地域の展望 � 220
　1　地理的な課題と地域調査 � 220
　2　現地調査の準備 � 222
　3　現地調査の実施 � 224
 SKILL 22  新旧地形図の比較 � 225
　4　調査の分析と発表 � 226
 SKILL 23  ポスターセッションの方法 � 227

 第 1部  地図でとらえる現代世界

第 1章　地図と地理情報システム� 5

1 節　地球上の位置と時差 � 6
　1　地球上の位置と私たちの生活 � 6
　2　時差と私たちの生活 � 8
 SKILL 1  時差の計算 � 9
2 節　地図の役割と種類 � 10
　1　地球儀と地図 � 10
　2　身の回りの地図 � 12
 SKILL 2  地形図の利用－地図記号－ � 14
 SKILL 3  地形図の利用－縮尺と等高線－ � 15
　3　統計地図の種類と利用 � 16
 SKILL 4  等値線図のつくり方 � 18
 SKILL 5  階級区分図のつくり方 � 19
　4　地理情報システム（GIS）の活用 � 20

 SKILL 6  地理院地図の利用 � 22
 SKILL 7  e-Stat と jSTAT�MAPの利用 � 24
 SKILL 8  WebGIS の活用 � 26

第 2章　結び付きを深める現代世界� 27

1 節　現代世界の国家と領域 � 28
　1　現代世界の国家 � 28
　2　日本の位置や領域 � 30
2 節　グローバル化する世界 � 32
　1　国家間の結び付き � 32
　2　貿易によって結び付く世界 � 34
　3　さまざまな交通網の発達 � 36
　4　世界を結ぶ通信網の発達 � 38
　5　観光のグローバル化 � 40
 SKILL 9  統計資料の活用 � 42

 第 2部 　国際理解と国際協力

第 1章　生活文化の多様性と国際理解� 43

序説　生活文化の多様性 � 44
　1　生活文化を考察する方法 � 44
1 節　世界の地形と人々の生活 � 46
　1　大地形と人々の生活 � 46
　2　変動帯と人々の生活 � 48
　3　安定地域と人々の生活 � 50
　4　河川がつくる地形と人々の生活 � 52
　5　海岸の地形と人々の生活 � 54
　6　氷河地形・乾燥地形・カルスト地形と人々の生活 � 56
 SKILL 10  地形図の利用－小地形と土地利用－ � 58
 SKILL 11  空中写真の利用 � 59
2 節　世界の気候と人々の生活 � 60
　1　気温・降水と人々の生活 � 60
　2　大気大循環と人々の生活 � 62
　3　世界の植生と気候区分 � 64
 SKILL 12  雨温図・ハイサーグラフの見方 � 66
 SKILL 13  写真の読み取り方－気候－ � 67
　4　熱帯の生活 � 68
　5　乾燥帯の生活 � 70
　6　温帯の生活 � 72
　7　亜寒帯・寒帯の生活 � 74
 SKILL 14  写真の読み取り方－生活文化－ � 76
追究事例　自然 1
乾燥した大陸と太平洋の島々での生活　－オセアニア－ � 78
　1　人々をひきつける多様な自然環境 � 78
　2　自然環境を生かした産業と人々の生活 � 80

追究事例　自然 2
モンスーンの影響を受ける地域での生活　－東南アジア－ � 82
　1　モンスーンの影響を受けてきた人々の生活 � 82
　2　気候を生かした農業と人々の生活 � 84
3 節　世界の言語・宗教と人々の生活 � 86
　1　世界の言語と人々の生活文化 � 86
　2　世界の宗教と人々の生活文化 � 88
追究事例　宗教 1
イスラームと人々の生活の関わり　－中央アジア・西アジア・北アフリカ－ � 90
　1　イスラームを中心とした生活文化 � 90
　2　乾燥地域で暮らすムスリムの生活文化 � 92
　3　変化するムスリムの生活 � 94
追究事例　宗教 2
ヒンドゥー教と人々の生活の関わり　－インド－ � 96
　1　インドの歩みとヒンドゥー教 � 96
　2　宗教や自然環境の影響を受けるインドの食生活 � 98
　3　変化するヒンドゥー教徒の生活 � 100
4 節　歴史的背景と人々の生活 � 102
　1　歴史的背景が人々の生活に与える影響 � 102
追究事例　歴史 1
移民の歴史と人々の生活の関わり　－ラテンアメリカ－ � 104
　1　ヨーロッパ社会の影響が強い文化 � 104
　2　大土地所有制が生み出した社会構造 � 106
　3　外国資本による工業化と生活の変化 � 108
追究事例　歴史 2
植民地支配の歴史と人々の生活の関わり　－サハラ以南アフリカ－ � 110
　1　生活文化に残る旧宗主国の影響 � 110
　2　植民地支配の影響が残るアフリカの産業 � 112
　3　人々の生活の変化と経済成長への取り組み � 114

＊第 2部 第 1章の各節には，選択して学習する追究事例があり，ページの端に色を付けています（→p.44）。

も く じ
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追究事例　歴史 3
国家体制の変化と人々の生活の関わり　－ロシア－ � 116
　1　国家体制の変化が人々の生活に与えた影響 � 116
　2　変化するロシアの産業 � 118
5 節　世界の産業と人々の生活 � 120
　1　人々の生活を支える農業の発展 � 120
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 122
　3　グローバル化する現代の産業と人々の生活 � 124
追究事例　産業 1
産業力が世界の生活文化に与える影響　－アメリカ合衆国－ � 126
　1　世界に大きな影響力をもつ知識産業と資源 � 126
　2　世界の食卓に影響を与える農業 � 128
　3　産業の発展を支えてきた移民の力 � 130
追究事例　産業 2
経済成長による人々の生活の変化　－東アジア－ � 132
　1　東アジアの経済成長とその歩み � 132
　2　経済成長による中国の生活の変化 � 134
　3　経済成長による韓国の生活の変化 � 136
追究事例　産業 3
地域統合が人々の生活や産業に与える影響　－ヨーロッパ－ � 138
　1　EU統合と人々の生活 � 138
　2　EU統合による農業への影響 � 140
　3　EU統合による工業や社会への影響 � 142
 SKILL 15  白地図による地域の特徴のまとめ方 � 144

第 2章　地球的課題と国際協力� 145

1 節　複雑に絡み合う地球的課題 � 146
　1　相互に関連する地球的課題とその解決に向けて � 146
持続可能な社会づくりに向けて 1  SDGs について学ぼう � 148
2 節　地球環境問題 � 150
　1　多様な地球環境問題 � 150
　2　熱帯林の破壊への対策 � 152
　3　地球温暖化への対策 � 154
持続可能な社会づくりに向けて 2  海洋汚染について考えよう � 156
3 節　資源・エネルギー問題 � 158
　1　世界のエネルギー・鉱産資源 � 158
　2　エネルギー利用の現状と課題 � 160
　3　地域で異なるエネルギー問題への取り組み � 162
持続可能な社会づくりに向けて 3  水の利用について考えよう � 164
4 節　人口問題 � 166
　1　世界の人口 � 166
　2　発展途上国と先進国の人口問題 � 168
　3　地域で異なる人口問題への取り組み � 170
持続可能な社会づくりに向けて 4  教育の普及について考えよう �172
5 節　食料問題 � 174
　1　飢餓と飽食 � 174
　2　地域で異なる食料問題への取り組み � 176
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熱帯　熱帯雨林気候（Af）　スコール　熱帯雨林　季節風（モンスーン）　弱い乾季のある熱帯雨林気候（熱帯モンスーン気候）（Am）
サバナ気候（Aw）　雨季　乾季　サバナKey Words

4 熱帯の生活
熱帯の気候と植生は，人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。学習課題

確認 熱帯雨林気候とサバナ気候の植
生や気温・降水量の特

とく

徴
ちょう

を説明しよう。

深い学び 熱帯の気候と植生は，衣食住
や産業とどのように関わっているのだろう
か。事例地域を挙げて説明しよう。

扌2 熱帯の気候で育つ作物が並ぶ市
いち
場
ば
（イ

ンドネシア，2018 年 9 月）
扌3 食事の様子（インドネシア，2018 年
9 月）　ご飯と野菜や魚を混ぜて食べる。

扌4 高
たか
床
ゆか
式
しき
の住居（インドネシア，9 月）　木

や竹などが家の材料になっている。

➡1 一年中観光客が
訪
おとず
れるビーチリゾート

（インドネシア，バリ島，
2018 年 7 月）　年間を
通して気温が高く，年

ねん

較
かく

差
さ

が小さいため，一
年中多くの人でにぎわ
う。
読み解き  写真1〜4

から読み取れる植生や
生活文化は，熱帯の気
候とどのように関わり
合っているのだろうか。

（写真7）。熱帯雨林では食用となる植物が少ないため，伝統的には狩
しゅ

猟
りょう

や自給的な焼
やき

畑
はた

農業が行われてきたが，現在はバナナや天然ゴム，油や

しなどの商品作物のプランテーションが広くみられる。季節風（モンスー
ン）の影

えい

響
きょう

が強い地域は，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）となり，アジアでは稲

いな

作
さく

が盛
さか

んである。

（2）サバナ気候（Aw）　サバナ気候は，熱帯雨林気候より高緯度側に分
布し，夏には熱帯収束帯の影響で降水の多い雨季となり，冬には亜

あ

熱
ねっ

帯
たい

高圧帯の影響で降水の少ない乾季となる。草
くさ

丈
たけ

の長い草原のなかに樹木

が点在するサバナが広がり（写真9），アフリカではゾウやサイなどの大
型草食動物が多い。乾季には，樹木はほとんどが落葉し，草原は枯

か

れる。

やせた土
ど

壌
じょう

が多いが，インドのデカン高原ではレグール，ブラジル高原

ではテラローシャとよばれる玄
げん

武
ぶ

岩
がん

が風化した肥
ひ

沃
よく

な土壌が広がる。こ

れらの地域では，さとうきびや綿花，コーヒーなどの商品作物の栽
さい

培
ばい

が

行われている（写真10）。

�➡p.107 � ➡巻末

�➡ p.85 �➡ p.85 �➡ p.85

�➡ p.63

� ➡ p.82，98

�➡ p.62

savana 2

� ➡ p.63

� ➡巻末

高温多湿な
熱帯の生活

　　熱帯は赤道付近の低
てい

緯
い

度
ど

に広がり，気温が高く降水

量が多い。人々は豊富な森林資源や高温多
た

湿
しつ

な環
かん

境
きょう

に

適した家
か

畜
ちく

などを利用し，熱帯の気候に対応した生活文化を営んできた。

　インドネシアの市
いち

場
ば

にはバナナやパパイヤなどの色
いろ

鮮
あざ

やかな熱帯性の

農作物が並ぶ（写真2）。食事は米のほか，キャッサバやタロいもなどの
いも類が主食である。年

ねん

較
かく

差
さ

が小さく四季がないため，一年中風通しの

よい衣服で過ごす。伝統的な住居には木材が使われ，床
ゆか

は高床になって

おり，家の中に熱や湿気がこもらないように工
く

夫
ふう

されている（写真4）。
（1）熱帯雨林気候（Af）　熱帯雨林気候は，ほとんどが赤道付近に分布し，
一年中気温が高く，降水量が多い。午後にはスコールという，激しい雨
を伴

ともな

う強風に見
み

舞
ま

われることもある（写真5）。熱帯雨林とよばれる多種
類の常緑広

こう

葉
よう

樹
じゅ

からなる密林では，高さの異なる樹木が層をなしている

� ➡巻末

�➡ p.60

squall

1

1 熱帯雨林　熱帯林のうち，特に降水量が多
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，東南アジアやアフリカで
はジャングルとよばれる。

マイアミ
北回帰線

南回帰線

赤道
クアラルンプール

ダーウィン

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

1
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＊数字は写真番号を示す 〔ケッペン原図，ガイガーほか修正，ほか〕

扌6 熱帯の分布　 読み解き  各気候の位置や範
はん

囲
い

に着目しよう。

ダーウィンの降水量グ
ラフについて
グラフを分割して1月のバー
をすこし短くしてます。
1月の数値が449なので枠と
くっついて見えてしまうのが
イヤだったようです。

2020/2/19　小柄

５０

４０

３０
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１０

０

‐１０
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℃ mm

１ ４ ７ １０月 １ ４ ７ １０月
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３００
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０

クアラルンプール Af ダーウィン Aw
（マレーシア） （オーストラリア）

年平均気温 27.3℃
年降水量 2672.3ｍｍ

年平均気温 27.5℃
年降水量 1789.4ｍｍ

１ ４ ７ １０月

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 2020〕

扌8 熱帯の気温と降水量

扌7 アマゾン川と熱帯雨林（ペルー，2015 年 7 月）

扌9 高木がまばらに生えるサバナ（ベネズエ
ラ，1 月）

扌 10 コーヒーの収
しゅう
穫
かく
（ ブ ラ ジ ル，

2018 年 5 月）

2 サバナ　草
くさ
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たけ

の長い草原の中に樹木が点在
する熱帯の草原地帯のこと。雨季には草が茂

しげ
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かん

季
き

には枯
か

れる。南アメリカのサバナは，オリ
ノコ川流域ではリャノ，ブラジル高原ではセ
ラードやカンポとよばれる。

デカン高原やブラジル高原の位
置を確認しよう。地図帳
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扌5 激しいスコールのなかを歩く子どもたち
（インドネシア，サマリンダ，9月）
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候とどのように関わり
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布し，夏には熱帯収束帯の影響で降水の多い雨季となり，冬には亜

あ

熱
ねっ

帯
たい

高圧帯の影響で降水の少ない乾季となる。草
くさ

丈
たけ

の長い草原のなかに樹木

が点在するサバナが広がり（写真9），アフリカではゾウやサイなどの大
型草食動物が多い。乾季には，樹木はほとんどが落葉し，草原は枯

か

れる。

やせた土
ど

壌
じょう

が多いが，インドのデカン高原ではレグール，ブラジル高原

ではテラローシャとよばれる玄
げん

武
ぶ

岩
がん

が風化した肥
ひ

沃
よく

な土壌が広がる。こ

れらの地域では，さとうきびや綿花，コーヒーなどの商品作物の栽
さい

培
ばい

が

行われている（写真10）。
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高温多湿な
熱帯の生活

　　熱帯は赤道付近の低
てい

緯
い

度
ど

に広がり，気温が高く降水

量が多い。人々は豊富な森林資源や高温多
た

湿
しつ

な環
かん

境
きょう

に

適した家
か

畜
ちく

などを利用し，熱帯の気候に対応した生活文化を営んできた。

　インドネシアの市
いち

場
ば

にはバナナやパパイヤなどの色
いろ

鮮
あざ

やかな熱帯性の

農作物が並ぶ（写真2）。食事は米のほか，キャッサバやタロいもなどの
いも類が主食である。年

ねん

較
かく

差
さ

が小さく四季がないため，一年中風通しの

よい衣服で過ごす。伝統的な住居には木材が使われ，床
ゆか

は高床になって

おり，家の中に熱や湿気がこもらないように工
く

夫
ふう

されている（写真4）。
（1）熱帯雨林気候（Af）　熱帯雨林気候は，ほとんどが赤道付近に分布し，
一年中気温が高く，降水量が多い。午後にはスコールという，激しい雨
を伴

ともな

う強風に見
み

舞
ま

われることもある（写真5）。熱帯雨林とよばれる多種
類の常緑広

こう

葉
よう

樹
じゅ

からなる密林では，高さの異なる樹木が層をなしている
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1 熱帯雨林　熱帯林のうち，特に降水量が多
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，東南アジアやアフリカで
はジャングルとよばれる。

マイアミ
北回帰線

南回帰線

赤道
クアラルンプール

ダーウィン

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

1
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＊数字は写真番号を示す 〔ケッペン原図，ガイガーほか修正，ほか〕

扌6 熱帯の分布　 読み解き  各気候の位置や範
はん

囲
い

に着目しよう。

ダーウィンの降水量グ
ラフについて
グラフを分割して1月のバー
をすこし短くしてます。
1月の数値が449なので枠と
くっついて見えてしまうのが
イヤだったようです。

2020/2/19　小柄

５０

４０

３０

２０

１０

０

‐１０

‐２０

‐３０

℃ mm

１ ４ ７ １０月 １ ４ ７ １０月

４００

３００

２００

１００

０

クアラルンプール Af ダーウィン Aw
（マレーシア） （オーストラリア）

年平均気温 27.3℃
年降水量 2672.3ｍｍ

年平均気温 27.5℃
年降水量 1789.4ｍｍ

１ ４ ７ １０月

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 2020〕

扌8 熱帯の気温と降水量

扌7 アマゾン川と熱帯雨林（ペルー，2015 年 7 月）

扌9 高木がまばらに生えるサバナ（ベネズエ
ラ，1 月）

扌 10 コーヒーの収
しゅう
穫
かく
（ ブ ラ ジ ル，

2018 年 5 月）

2 サバナ　草
くさ

丈
たけ

の長い草原の中に樹木が点在
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。南アメリカのサバナは，オリ
ノコ川流域ではリャノ，ブラジル高原ではセ
ラードやカンポとよばれる。

デカン高原やブラジル高原の位
置を確認しよう。地図帳
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扌5 激しいスコールのなかを歩く子どもたち
（インドネシア，サマリンダ，9月）

臨場感ある写真で熱帯の暮らしがイメージできる。

その地域の気候と農業の因果関係
がわかる。

臨場感ある写真と
因果関係がわかる本文記述

●人々の暮らしが見える臨場感ある写真を精選。
　帝国書院の社員が撮影したオリジナル写真も多数掲載。
●地理的事象の因果関係や背景がわかる本文記述で，地理的
　な見方・考え方を働かせた学習ができる。

自社撮影自社撮影自社撮影

特色
１ 人々の暮らしが見える 「生活文化」　特色
１

⬇教科書 p.68-69

6 7

特
色
１
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2 変動帯と人々の生活
変動帯の地形は，人々の生活にどのような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。学習課題

確認 なぜ地
じ

震
しん

や火山が多い地域と少
ない地域があるのだろうか。

深い学び 変動帯でみられる特
とく

徴
ちょう

的
てき

な生
活を説明しよう。

扌2 世界の主なプレートの分布
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大
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中
央
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嶺

イ
ン
ド
洋
中
央
海
嶺 海

東
太
平
洋

プレートの移動の方向
（アフリカプレートを不動とした場合）プレート境界 不明瞭な境界

ふ めいりょう
ずれる境界広がる境界 狭まる境界

Alexander
Gesamtausgabe
2004，ほか

海嶺
かいれい

海溝
かいこう

広がる境界 狭まる境界（沈み込み帯） 狭まる境界（衝突帯） ずれる境界

扌3 プレート境界の模式図　 読み解き  それぞれのプレート境界には，どのような特
とく

徴
ちょう

があるのだろうか。

扌1 高く険しい山でトレッキングを楽
しむ人々（ネパール，4 月）　ヒマラヤ山
脈は，インド・オーストラリアプレート
とユーラシアプレートの衝

しょう
突
とつ

によって形
成された。

地震・火山に
対応した生活

　　プレート境界では地震が発生し，建物の倒
とう

壊
かい

や火

災，土
ど

砂
しゃ

崩
くず

れ，地
じ

盤
ばん

の液状化などの被
ひ

害
がい

が生じる場

合がある。また，海底で地震が発生すると津
つ

波
なみ

によって沿岸に災害をも

たらすことがある。日本を含
ふく

む地震の多発地域では，建物の耐
たい

震
しん

化
か

や津

波を防ぐ防
ぼう

潮
ちょう

堤
てい

の建設，避
ひ

難
なん

路
ろ

の確保など，地震や津波への対策が課題

になっている。

　写真6のような火山の多い地域では，噴火に伴
ともな

って溶
よう

岩
がん

や火山灰，火

山ガス，火
か

砕
さい

流
りゅう

が噴出し，火口周辺を中心にさまざまな被害をもたらす。

しかし，火山活動に伴
ともな

って湧
ゆう

出
しゅつ

する温泉，火山灰や風化した溶岩を元と

する肥
ひ

沃
よく

な土
ど

壌
じょう

，観光資源としての美しい景観，再生可能エネルギーと

しての地熱など，人々は火山からさまざまな恩
おん

恵
けい

を受けている（写真8・
9）。また変動帯のなかには，マグマの作用によって銅や銀，すずを高
い密度で含

ふく

む鉱
こう

床
しょう

が形成される場所もあり，これらの鉱産資源は現代の

産業に欠かせないものになっている。

�➡p.194 �➡p.198
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変動帯の
大地形と生活

　 変動帯では，高い山地や深い谷などの起
き

伏
ふく

の大き

な地形がみられ，その美しい景観が観光資源となっ

ている場所が多い（写真1）。その一方で地
じ

震
しん

や火山の噴
ふん

火
か

などの自然災

害が多く，人々の生活に大きな影
えい

響
きょう

を与
あた

えている。変動帯にみられるプレー

ト境界は，各プレートの動く向きによって3種類に分類される（図3）。
（1）広がる境界　隣

とな

り合うプレートが互
たが

いに遠ざかり，引っ張り合う力

が働く境界で，太平洋や大西洋，インド洋の海底で海
かい

嶺
れい

を形づくってい

る。大西洋中央海嶺に位置するアイスランドは，火山と氷河がつくる特

異な景観によって，毎年多くの観光客が訪
おとず

れる（写真4）。
（2）狭

せば

まる境界　隣り合う二つのプレートが互いに近づき，押
お

し合う力

が働く境界で，プレートの沈
しず

み込
こ

みや衝
しょう

突
とつ

によって，海
かい

溝
こう

と列島や巨
きょ

大
だい

な山脈などの大地形が形成される。一
いっ

般
ぱん

に高く険しい山地がみられ，地

震や火山の噴火，山
やま

崩
くず

れなどによる自然災害も多発する。

（3）ずれる境界　隣り合うプレートが互いにすれ違
ちが

い，水平方向にずれ

動くような力が働く境界で，主に海域に分布する。陸上では，アメリカ

合衆国太平洋岸のサンアンドレアス断層などがみられる（写真5）。

� ➡ p.194，200

1

2

1 海
かい
嶺
れい

　大洋底にある長大な海底山脈のこと。
中央海嶺はマントル対流の盛り上がり部分にあ
たり，プレートが生じる場所と考えられている。

2 海
かい
溝
こう

　海底の細長い凹
おう

地
ち

のこと。多くが深
さ 6000m 以上で，長さは数百 km から数千
km に及

およ
ぶ。固く密度の高い海洋プレートが大

陸プレートの下に沈
しず

み込
こ

む境界に形成される。

扌4 大地のさけ目（ギャオ）（アイスランド） 
　火山の火口が直線状に並んでいる。

扌5 プレートのずれる境界上にみられるサンアンドレアス断層（アメリ
カ合衆国，カリフォルニア州）　断層の長さは 1000km 以上に及

およ
ぶ。
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＊震源が地下100kmより浅いマグニチュード4
以上の地震（1970～85年）

＊数字は写真番号を示す

1
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〔Diercke Weltatlas 2008，ほか〕

扌7 世界の主な地
じ
震
しん
の震源地と火山

読み解き  プレート境界と地震の震源や火山の分布には，どのような関係があるのだろうか。

扌9 ワイラケイ地熱発電所（ニュージーランド） 
　火山の多いニュージーランドでは，地熱の利
用が進められている。

扌8 温泉と間欠泉（チリ，チュキカマタ近
きん

郊
こう

，2016 年 9 月）　熱水が噴
ふ

き出す間欠泉
を眺
なが

めながら，温泉につかることができる。

間欠泉

扌6 噴
ふん
煙
えん
をあげる火山（インドネシア，ジャワ島）　インドネシア

は，変動帯に位置しており，多くの火山がみられる。
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が働く境界で，プレートの沈
しず

み込
こ

みや衝
しょう

突
とつ

によって，海
かい

溝
こう

と列島や巨
きょ

大
だい

な山脈などの大地形が形成される。一
いっ

般
ぱん

に高く険しい山地がみられ，地

震や火山の噴火，山
やま

崩
くず

れなどによる自然災害も多発する。

（3）ずれる境界　隣り合うプレートが互いにすれ違
ちが

い，水平方向にずれ

動くような力が働く境界で，主に海域に分布する。陸上では，アメリカ

合衆国太平洋岸のサンアンドレアス断層などがみられる（写真5）。

� ➡ p.194，200

1

2

1 海
かい
嶺
れい

　大洋底にある長大な海底山脈のこと。
中央海嶺はマントル対流の盛り上がり部分にあ
たり，プレートが生じる場所と考えられている。

2 海
かい
溝
こう

　海底の細長い凹
おう

地
ち

のこと。多くが深
さ 6000m 以上で，長さは数百 km から数千
km に及

およ
ぶ。固く密度の高い海洋プレートが大

陸プレートの下に沈
しず

み込
こ

む境界に形成される。

扌4 大地のさけ目（ギャオ）（アイスランド） 
　火山の火口が直線状に並んでいる。

扌5 プレートのずれる境界上にみられるサンアンドレアス断層（アメリ
カ合衆国，カリフォルニア州）　断層の長さは 1000km 以上に及

およ
ぶ。
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〔Diercke Weltatlas 2008，ほか〕

扌7 世界の主な地
じ
震
しん
の震源地と火山

読み解き  プレート境界と地震の震源や火山の分布には，どのような関係があるのだろうか。

扌9 ワイラケイ地熱発電所（ニュージーランド） 
　火山の多いニュージーランドでは，地熱の利
用が進められている。

扌8 温泉と間欠泉（チリ，チュキカマタ近
きん

郊
こう

，2016 年 9 月）　熱水が噴
ふ

き出す間欠泉
を眺
なが

めながら，温泉につかることができる。

間欠泉

扌6 噴
ふん
煙
えん
をあげる火山（インドネシア，ジャワ島）　インドネシア

は，変動帯に位置しており，多くの火山がみられる。
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習得できる学習項目
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!

追究事例　歴史 3 　
国家体制の変化と人々の生活の関わり　－ロシア－ � 116
　1　国家体制の変化が人々の生活に与えた影響 � 116
　2　変化するロシアの産業 � 118
5 節　世界の産業と人々の生活 � 120
　1　人々の生活を支える農業の発展 � 120
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 122
　3　グローバル化する現代の産業と人々の生活 � 124
追究事例　産業 1 　
産業力が世界の生活文化に与える影響　－アメリカ合衆国－ � 126
　1　世界に大きな影響力をもつ知識産業と資源 � 126
　2　世界の食卓に影響を与える農業 � 128
　3　産業の発展を支えてきた移民の力 � 130
追究事例　産業 2 　
経済成長による人々の生活の変化　－東アジア－ � 132
　1　東アジアの経済成長とその歩み � 132
　2　経済成長による中国の生活の変化 � 134
　3　経済成長による韓国の生活の変化 � 136
追究事例　産業 3 　
地域統合が人々の生活や産業に与える影響　－ヨーロッパ－ � 138
　1　EU統合と人々の生活 � 138
　2　EU統合による農業への影響 � 140
　3　EU統合による工業や社会への影響 � 142
 SKILL 15  白地図による地域の特徴のまとめ方 � 144

第 2章　地球的課題と国際協力� 145

1 節　複雑に絡み合う地球的課題 � 146
　1　相互に関連する地球的課題とその解決に向けて � 146
持続可能な社会づくりに向けて 1  SDGs について学ぼう � 148
2 節　地球環境問題 � 150
　1　多様な地球環境問題 � 150
　2　熱帯林の破壊への対策 � 152
　3　地球温暖化への対策 � 154
持続可能な社会づくりに向けて 2  海洋汚染について考えよう � 156
3 節　資源・エネルギー問題 � 158
　1　世界のエネルギー・鉱産資源 � 158
　2　エネルギー利用の現状と課題 � 160
　3　地域で異なるエネルギー問題への取り組み � 162
持続可能な社会づくりに向けて 3  水の利用について考えよう � 164
4 節　人口問題 � 166
　1　世界の人口 � 166
　2　発展途上国と先進国の人口問題 � 168
　3　地域で異なる人口問題への取り組み � 170
持続可能な社会づくりに向けて 4  教育の普及について考えよう �172
5 節　食料問題 � 174
　1　飢餓と飽食 � 174
　2　地域で異なる食料問題への取り組み � 176
持続可能な社会づくりに向けて 5  食料生産について考えよう � 178
6 節　都市・居住問題 � 180
　1　世界の都市の発達 � 180
　2　発展途上国と先進国の都市・居住問題 � 182
　3　地域で異なる都市・居住問題への取り組み � 184
持続可能な社会づくりに向けて 6  感染症の予防について考えよう � 186
 SKILL 16  関係図によるまとめ方 � 188

�
さくいん � 228 世界の家畜・鉱産物・農産物 � 巻末 1

世界の祭りを訪ねて � 巻頭 1 私たちが地理を学ぶ意義 � 1

 第 3部  持続可能な地域づくりと私たち

第 1章　自然環境と防災� 189

1 節　日本の自然環境 � 190
　1　日本の地形 � 190
　2　日本の気候 � 192
2 節　地震・津波と防災 � 194
　1　地震・津波による災害 � 194
　2　地震・津波の被災地の取り組み � 196
 SKILL 17  ハザードマップの見方 � 199
3 節　火山災害と防災 � 200
　1　火山の恵みと災害 � 200
　2　火山と共生する地域の取り組み � 202
 SKILL 18  火山地形の読み取り方 � 205
4 節　気象災害と防災 � 206
　1　さまざまな気象災害 � 206
　2　気象災害への取り組み � 208

 SKILL 19  水害の危険がある地域の読み取り方 � 211
5 節　自然災害への備え � 212
　1　減災の取り組み � 212
　2　被災地への支援 � 214
 SKILL 20  防災ゲーム「クロスロード」の活用 � 215
持続可能な社会づくりに向けて�7  自然災害による被害を減らそう � 216
 SKILL 21  災害発生時の行動計画の立て方 � 218

第 2章　生活圏の調査と地域の展望� 219

1 節　生活圏の調査と地域の展望 � 220
　1　地理的な課題と地域調査 � 220
　2　現地調査の準備 � 222
　3　現地調査の実施 � 224
 SKILL 22  新旧地形図の比較 � 225
　4　調査の分析と発表 � 226
 SKILL 23  ポスターセッションの方法 � 227

 第 1部  地図でとらえる現代世界

第 1章　地図と地理情報システム� 5

1 節　地球上の位置と時差 � 6
　1　地球上の位置と私たちの生活 � 6
　2　時差と私たちの生活 � 8
 SKILL 1  時差の計算 � 9
2 節　地図の役割と種類 � 10
　1　地球儀と地図 � 10
　2　身の回りの地図 � 12
 SKILL 2  地形図の利用－地図記号－ � 14
 SKILL 3  地形図の利用－縮尺と等高線－ � 15
　3　統計地図の種類と利用 � 16
 SKILL 4  等値線図のつくり方 � 18
 SKILL 5  階級区分図のつくり方 � 19
　4　地理情報システム（GIS）の活用 � 20

 SKILL 6  地理院地図の利用 � 22
 SKILL 7  e-Stat と jSTAT�MAPの利用 � 24
 SKILL 8  WebGIS の活用 � 26

第 2章　結び付きを深める現代世界� 27

1 節　現代世界の国家と領域 � 28
　1　現代世界の国家 � 28
　2　日本の位置や領域 � 30
2 節　グローバル化する世界 � 32
　1　国家間の結び付き � 32
　2　貿易によって結び付く世界 � 34
　3　さまざまな交通網の発達 � 36
　4　世界を結ぶ通信網の発達 � 38
　5　観光のグローバル化 � 40
 SKILL 9  統計資料の活用 � 42

 第 2部 　国際理解と国際協力

第 1章　生活文化の多様性と国際理解� 43

序説　生活文化の多様性 � 44
　1　生活文化を考察する方法 � 44
1 節　世界の地形と人々の生活 � 46
　1　大地形と人々の生活 � 46
　2　変動帯と人々の生活 � 48
　3　安定地域と人々の生活 � 50
　4　河川がつくる地形と人々の生活 � 52
　5　海岸の地形と人々の生活 � 54
　6　氷河地形・乾燥地形・カルスト地形と人々の生活 � 56
 SKILL 10  地形図の利用－小地形と土地利用－ � 58
 SKILL 11  空中写真の利用 � 59
2 節　世界の気候と人々の生活 � 60
　1　気温・降水と人々の生活 � 60
　2　大気大循環と人々の生活 � 62
　3　世界の植生と気候区分 � 64
 SKILL 12  雨温図・ハイサーグラフの見方 � 66
 SKILL 13  写真の読み取り方－気候－ � 67
　4　熱帯の生活 � 68
　5　乾燥帯の生活 � 70
　6　温帯の生活 � 72
　7　亜寒帯・寒帯の生活 � 74
 SKILL 14  写真の読み取り方－生活文化－ � 76
追究事例　自然 1
乾燥した大陸と太平洋の島々での生活　－オセアニア－ � 78
　1　人々をひきつける多様な自然環境 � 78
　2　自然環境を生かした産業と人々の生活 � 80

追究事例　自然 2
モンスーンの影響を受ける地域での生活　－東南アジア－ � 82
　1　モンスーンの影響を受けてきた人々の生活 � 82
　2　気候を生かした農業と人々の生活 � 84
3 節　世界の言語・宗教と人々の生活 � 86
　1　世界の言語と人々の生活文化 � 86
　2　世界の宗教と人々の生活文化 � 88
追究事例　宗教 1 　
イスラームと人々の生活の関わり　－中央アジア・西アジア・北アフリカ－ � 90
　1　イスラームを中心とした生活文化 � 90
　2　乾燥地域で暮らすムスリムの生活文化 � 92
　3　豊富な石油資源による人々の生活の変化 � 94
追究事例　宗教 2 　　
ヒンドゥー教と人々の生活の関わり　－インド－ � 96
　1　インドの歩みとヒンドゥー教 � 96
　2　宗教や自然環境の影響を受けるインドの食生活 � 98
　3　インドの経済成長と生活の変化 � 100
4 節　歴史的背景と人々の生活 � 102
　1　歴史的背景が人々の生活に与える影響 � 102
追究事例　歴史 1 　　
移民の歴史と人々の生活の関わり　－ラテンアメリカ－ � 104
　1　ヨーロッパ社会の影響が強い文化 � 104
　2　大土地所有制が生み出した社会構造 � 106
　3　外国資本による工業化と生活の変化 � 108
追究事例　歴史 2
植民地支配の歴史と人々の生活の関わり　－サハラ以南アフリカ－ � 110
　1　生活文化に残る旧宗主国の影響 � 110
　2　植民地支配の影響が残るアフリカの産業 � 112
　3　人々の生活の変化と経済成長への取り組み � 114

＊第 2部 第 1章の各節には，選択して学習する追究事例があり，ページの端に色を付けています（→p.44）。

も く じ

【使用上の注意】　国名には略称を用いています。主な略
りゃく
称
しょう
は以下のとおり。

　中国…中
ちゅう
華
か
人民共和国　　韓

かん
国
こく
…大韓民国　　北

きた
朝
ちょう
鮮
せん
…朝鮮民主主義人民共和国　　ロシア…ロシア連

れん
邦
ぽう

2 3

追究事例　歴史 3 　
国家体制の変化と人々の生活の関わり　－ロシア－ � 116
　1　国家体制の変化が人々の生活に与えた影響 � 116
　2　変化するロシアの産業 � 118
5 節　世界の産業と人々の生活 � 120
　1　人々の生活を支える農業の発展 � 120
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 122
　3　グローバル化する現代の産業と人々の生活 � 124
追究事例　産業 1 　
産業力が世界の生活文化に与える影響　－アメリカ合衆国－ � 126
　1　世界に大きな影響力をもつ知識産業と資源 � 126
　2　世界の食卓に影響を与える農業 � 128
　3　産業の発展を支えてきた移民の力 � 130
追究事例　産業 2 　
経済成長による人々の生活の変化　－東アジア－ � 132
　1　東アジアの経済成長とその歩み � 132
　2　経済成長による中国の生活の変化 � 134
　3　経済成長による韓国の生活の変化 � 136
追究事例　産業 3 　
地域統合が人々の生活や産業に与える影響　－ヨーロッパ－ � 138
　1　EU統合と人々の生活 � 138
　2　EU統合による農業への影響 � 140
　3　EU統合による工業や社会への影響 � 142
 SKILL 15  白地図による地域の特徴のまとめ方 � 144

第 2章　地球的課題と国際協力� 145

1 節　複雑に絡み合う地球的課題 � 146
　1　相互に関連する地球的課題とその解決に向けて � 146
持続可能な社会づくりに向けて 1  SDGs について学ぼう � 148
2 節　地球環境問題 � 150
　1　多様な地球環境問題 � 150
　2　熱帯林の破壊への対策 � 152
　3　地球温暖化への対策 � 154
持続可能な社会づくりに向けて 2  海洋汚染について考えよう � 156
3 節　資源・エネルギー問題 � 158
　1　世界のエネルギー・鉱産資源 � 158
　2　エネルギー利用の現状と課題 � 160
　3　地域で異なるエネルギー問題への取り組み � 162
持続可能な社会づくりに向けて 3  水の利用について考えよう � 164
4 節　人口問題 � 166
　1　世界の人口 � 166
　2　発展途上国と先進国の人口問題 � 168
　3　地域で異なる人口問題への取り組み � 170
持続可能な社会づくりに向けて 4  教育の普及について考えよう �172
5 節　食料問題 � 174
　1　飢餓と飽食 � 174
　2　地域で異なる食料問題への取り組み � 176
持続可能な社会づくりに向けて 5  食料生産について考えよう � 178
6 節　都市・居住問題 � 180
　1　世界の都市の発達 � 180
　2　発展途上国と先進国の都市・居住問題 � 182
　3　地域で異なる都市・居住問題への取り組み � 184
持続可能な社会づくりに向けて 6  感染症の予防について考えよう � 186
 SKILL 16  関係図によるまとめ方 � 188

�
さくいん � 228 世界の家畜・鉱産物・農産物 � 巻末 1

世界の祭りを訪ねて � 巻頭 1 私たちが地理を学ぶ意義 � 1

 第 3部  持続可能な地域づくりと私たち

第 1章　自然環境と防災� 189

1 節　日本の自然環境 � 190
　1　日本の地形 � 190
　2　日本の気候 � 192
2 節　地震・津波と防災 � 194
　1　地震・津波による災害 � 194
　2　地震・津波の被災地の取り組み � 196
 SKILL 17  ハザードマップの見方 � 199
3 節　火山災害と防災 � 200
　1　火山の恵みと災害 � 200
　2　火山と共生する地域の取り組み � 202
 SKILL 18  火山地形の読み取り方 � 205
4 節　気象災害と防災 � 206
　1　さまざまな気象災害 � 206
　2　気象災害への取り組み � 208

 SKILL 19  水害の危険がある地域の読み取り方 � 211
5 節　自然災害への備え � 212
　1　減災の取り組み � 212
　2　被災地への支援 � 214
 SKILL 20  防災ゲーム「クロスロード」の活用 � 215
持続可能な社会づくりに向けて�7  自然災害による被害を減らそう � 216
 SKILL 21  災害発生時の行動計画の立て方 � 218

第 2章　生活圏の調査と地域の展望� 219

1 節　生活圏の調査と地域の展望 � 220
　1　地理的な課題と地域調査 � 220
　2　現地調査の準備 � 222
　3　現地調査の実施 � 224
 SKILL 22  新旧地形図の比較 � 225
　4　調査の分析と発表 � 226
 SKILL 23  ポスターセッションの方法 � 227

 第 1部  地図でとらえる現代世界

第 1章　地図と地理情報システム� 5

1 節　地球上の位置と時差 � 6
　1　地球上の位置と私たちの生活 � 6
　2　時差と私たちの生活 � 8
 SKILL 1  時差の計算 � 9
2 節　地図の役割と種類 � 10
　1　地球儀と地図 � 10
　2　身の回りの地図 � 12
 SKILL 2  地形図の利用－地図記号－ � 14
 SKILL 3  地形図の利用－縮尺と等高線－ � 15
　3　統計地図の種類と利用 � 16
 SKILL 4  等値線図のつくり方 � 18
 SKILL 5  階級区分図のつくり方 � 19
　4　地理情報システム（GIS）の活用 � 20

 SKILL 6  地理院地図の利用 � 22
 SKILL 7  e-Stat と jSTAT�MAPの利用 � 24
 SKILL 8  WebGIS の活用 � 26

第 2章　結び付きを深める現代世界� 27

1 節　現代世界の国家と領域 � 28
　1　現代世界の国家 � 28
　2　日本の位置や領域 � 30
2 節　グローバル化する世界 � 32
　1　国家間の結び付き � 32
　2　貿易によって結び付く世界 � 34
　3　さまざまな交通網の発達 � 36
　4　世界を結ぶ通信網の発達 � 38
　5　観光のグローバル化 � 40
 SKILL 9  統計資料の活用 � 42

 第 2部 　国際理解と国際協力

第 1章　生活文化の多様性と国際理解� 43

序説　生活文化の多様性 � 44
　1　生活文化を考察する方法 � 44
1 節　世界の地形と人々の生活 � 46
　1　大地形と人々の生活 � 46
　2　変動帯と人々の生活 � 48
　3　安定地域と人々の生活 � 50
　4　河川がつくる地形と人々の生活 � 52
　5　海岸の地形と人々の生活 � 54
　6　氷河地形・乾燥地形・カルスト地形と人々の生活 � 56
 SKILL 10  地形図の利用－小地形と土地利用－ � 58
 SKILL 11  空中写真の利用 � 59
2 節　世界の気候と人々の生活 � 60
　1　気温・降水と人々の生活 � 60
　2　大気大循環と人々の生活 � 62
　3　世界の植生と気候区分 � 64
 SKILL 12  雨温図・ハイサーグラフの見方 � 66
 SKILL 13  写真の読み取り方－気候－ � 67
　4　熱帯の生活 � 68
　5　乾燥帯の生活 � 70
　6　温帯の生活 � 72
　7　亜寒帯・寒帯の生活 � 74
 SKILL 14  写真の読み取り方－生活文化－ � 76
追究事例　自然 1
乾燥した大陸と太平洋の島々での生活　－オセアニア－ � 78
　1　人々をひきつける多様な自然環境 � 78
　2　自然環境を生かした産業と人々の生活 � 80

追究事例　自然 2
モンスーンの影響を受ける地域での生活　－東南アジア－ � 82
　1　モンスーンの影響を受けてきた人々の生活 � 82
　2　気候を生かした農業と人々の生活 � 84
3 節　世界の言語・宗教と人々の生活 � 86
　1　世界の言語と人々の生活文化 � 86
　2　世界の宗教と人々の生活文化 � 88
追究事例　宗教 1 　
イスラームと人々の生活の関わり　－中央アジア・西アジア・北アフリカ－ � 90
　1　イスラームを中心とした生活文化 � 90
　2　乾燥地域で暮らすムスリムの生活文化 � 92
　3　豊富な石油資源による人々の生活の変化 � 94
追究事例　宗教 2 　　
ヒンドゥー教と人々の生活の関わり　－インド－ � 96
　1　インドの歩みとヒンドゥー教 � 96
　2　宗教や自然環境の影響を受けるインドの食生活 � 98
　3　インドの経済成長と生活の変化 � 100
4 節　歴史的背景と人々の生活 � 102
　1　歴史的背景が人々の生活に与える影響 � 102
追究事例　歴史 1 　　
移民の歴史と人々の生活の関わり　－ラテンアメリカ－ � 104
　1　ヨーロッパ社会の影響が強い文化 � 104
　2　大土地所有制が生み出した社会構造 � 106
　3　外国資本による工業化と生活の変化 � 108
追究事例　歴史 2
植民地支配の歴史と人々の生活の関わり　－サハラ以南アフリカ－ � 110
　1　生活文化に残る旧宗主国の影響 � 110
　2　植民地支配の影響が残るアフリカの産業 � 112
　3　人々の生活の変化と経済成長への取り組み � 114

＊第 2部 第 1章の各節には，選択して学習する追究事例があり，ページの端に色を付けています（→p.44）。

も く じ

【使用上の注意】　国名には略称を用いています。主な略
りゃく
称
しょう
は以下のとおり。

　中国…中
ちゅう
華
か
人民共和国　　韓

かん
国
こく
…大韓民国　　北

きた
朝
ちょう
鮮
せん
…朝鮮民主主義人民共和国　　ロシア…ロシア連

れん
邦
ぽう

2 3

追究事例　歴史 3 　
国家体制の変化と人々の生活の関わり　－ロシア－ � 116
　1　国家体制の変化が人々の生活に与えた影響 � 116
　2　変化するロシアの産業 � 118
5 節　世界の産業と人々の生活 � 120
　1　人々の生活を支える農業の発展 � 120
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 122
　3　グローバル化する現代の産業と人々の生活 � 124
追究事例　産業 1 　
産業力が世界の生活文化に与える影響　－アメリカ合衆国－ � 126
　1　世界に大きな影響力をもつ知識産業と資源 � 126
　2　世界の食卓に影響を与える農業 � 128
　3　産業の発展を支えてきた移民の力 � 130
追究事例　産業 2 　
経済成長による人々の生活の変化　－東アジア－ � 132
　1　東アジアの経済成長とその歩み � 132
　2　経済成長による中国の生活の変化 � 134
　3　経済成長による韓国の生活の変化 � 136
追究事例　産業 3 　
地域統合が人々の生活や産業に与える影響　－ヨーロッパ－ � 138
　1　EU統合と人々の生活 � 138
　2　EU統合による農業への影響 � 140
　3　EU統合による工業や社会への影響 � 142
 SKILL 15  白地図による地域の特徴のまとめ方 � 144

第 2章　地球的課題と国際協力� 145

1 節　複雑に絡み合う地球的課題 � 146
　1　相互に関連する地球的課題とその解決に向けて � 146
持続可能な社会づくりに向けて 1  SDGs について学ぼう � 148
2 節　地球環境問題 � 150
　1　多様な地球環境問題 � 150
　2　熱帯林の破壊への対策 � 152
　3　地球温暖化への対策 � 154
持続可能な社会づくりに向けて 2  海洋汚染について考えよう � 156
3 節　資源・エネルギー問題 � 158
　1　世界のエネルギー・鉱産資源 � 158
　2　エネルギー利用の現状と課題 � 160
　3　地域で異なるエネルギー問題への取り組み � 162
持続可能な社会づくりに向けて 3  水の利用について考えよう � 164
4 節　人口問題 � 166
　1　世界の人口 � 166
　2　発展途上国と先進国の人口問題 � 168
　3　地域で異なる人口問題への取り組み � 170
持続可能な社会づくりに向けて 4  教育の普及について考えよう �172
5 節　食料問題 � 174
　1　飢餓と飽食 � 174
　2　地域で異なる食料問題への取り組み � 176
持続可能な社会づくりに向けて 5  食料生産について考えよう � 178
6 節　都市・居住問題 � 180
　1　世界の都市の発達 � 180
　2　発展途上国と先進国の都市・居住問題 � 182
　3　地域で異なる都市・居住問題への取り組み � 184
持続可能な社会づくりに向けて 6  感染症の予防について考えよう � 186
 SKILL 16  関係図によるまとめ方 � 188

�
さくいん � 228 世界の家畜・鉱産物・農産物 � 巻末 1

世界の祭りを訪ねて � 巻頭 1 私たちが地理を学ぶ意義 � 1

 第 3部  持続可能な地域づくりと私たち

第 1章　自然環境と防災� 189

1 節　日本の自然環境 � 190
　1　日本の地形 � 190
　2　日本の気候 � 192
2 節　地震・津波と防災 � 194
　1　地震・津波による災害 � 194
　2　地震・津波の被災地の取り組み � 196
 SKILL 17  ハザードマップの見方 � 199
3 節　火山災害と防災 � 200
　1　火山の恵みと災害 � 200
　2　火山と共生する地域の取り組み � 202
 SKILL 18  火山地形の読み取り方 � 205
4 節　気象災害と防災 � 206
　1　さまざまな気象災害 � 206
　2　気象災害への取り組み � 208

 SKILL 19  水害の危険がある地域の読み取り方 � 211
5 節　自然災害への備え � 212
　1　減災の取り組み � 212
　2　被災地への支援 � 214
 SKILL 20  防災ゲーム「クロスロード」の活用 � 215
持続可能な社会づくりに向けて�7  自然災害による被害を減らそう � 216
 SKILL 21  災害発生時の行動計画の立て方 � 218

第 2章　生活圏の調査と地域の展望� 219

1 節　生活圏の調査と地域の展望 � 220
　1　地理的な課題と地域調査 � 220
　2　現地調査の準備 � 222
　3　現地調査の実施 � 224
 SKILL 22  新旧地形図の比較 � 225
　4　調査の分析と発表 � 226
 SKILL 23  ポスターセッションの方法 � 227

 第 1部  地図でとらえる現代世界

第 1章　地図と地理情報システム� 5

1 節　地球上の位置と時差 � 6
　1　地球上の位置と私たちの生活 � 6
　2　時差と私たちの生活 � 8
 SKILL 1  時差の計算 � 9
2 節　地図の役割と種類 � 10
　1　地球儀と地図 � 10
　2　身の回りの地図 � 12
 SKILL 2  地形図の利用－地図記号－ � 14
 SKILL 3  地形図の利用－縮尺と等高線－ � 15
　3　統計地図の種類と利用 � 16
 SKILL 4  等値線図のつくり方 � 18
 SKILL 5  階級区分図のつくり方 � 19
　4　地理情報システム（GIS）の活用 � 20

 SKILL 6  地理院地図の利用 � 22
 SKILL 7  e-Stat と jSTAT�MAPの利用 � 24
 SKILL 8  WebGIS の活用 � 26

第 2章　結び付きを深める現代世界� 27

1 節　現代世界の国家と領域 � 28
　1　現代世界の国家 � 28
　2　日本の位置や領域 � 30
2 節　グローバル化する世界 � 32
　1　国家間の結び付き � 32
　2　貿易によって結び付く世界 � 34
　3　さまざまな交通網の発達 � 36
　4　世界を結ぶ通信網の発達 � 38
　5　観光のグローバル化 � 40
 SKILL 9  統計資料の活用 � 42

 第 2部 　国際理解と国際協力

第 1章　生活文化の多様性と国際理解� 43

序説　生活文化の多様性 � 44
　1　生活文化を考察する方法 � 44
1 節　世界の地形と人々の生活 � 46
　1　大地形と人々の生活 � 46
　2　変動帯と人々の生活 � 48
　3　安定地域と人々の生活 � 50
　4　河川がつくる地形と人々の生活 � 52
　5　海岸の地形と人々の生活 � 54
　6　氷河地形・乾燥地形・カルスト地形と人々の生活 � 56
 SKILL 10  地形図の利用－小地形と土地利用－ � 58
 SKILL 11  空中写真の利用 � 59
2 節　世界の気候と人々の生活 � 60
　1　気温・降水と人々の生活 � 60
　2　大気大循環と人々の生活 � 62
　3　世界の植生と気候区分 � 64
 SKILL 12  雨温図・ハイサーグラフの見方 � 66
 SKILL 13  写真の読み取り方－気候－ � 67
　4　熱帯の生活 � 68
　5　乾燥帯の生活 � 70
　6　温帯の生活 � 72
　7　亜寒帯・寒帯の生活 � 74
 SKILL 14  写真の読み取り方－生活文化－ � 76
追究事例　自然 1
乾燥した大陸と太平洋の島々での生活　－オセアニア－ � 78
　1　人々をひきつける多様な自然環境 � 78
　2　自然環境を生かした産業と人々の生活 � 80

追究事例　自然 2
モンスーンの影響を受ける地域での生活　－東南アジア－ � 82
　1　モンスーンの影響を受けてきた人々の生活 � 82
　2　気候を生かした農業と人々の生活 � 84
3 節　世界の言語・宗教と人々の生活 � 86
　1　世界の言語と人々の生活文化 � 86
　2　世界の宗教と人々の生活文化 � 88
追究事例　宗教 1 　
イスラームと人々の生活の関わり　－中央アジア・西アジア・北アフリカ－ � 90
　1　イスラームを中心とした生活文化 � 90
　2　乾燥地域で暮らすムスリムの生活文化 � 92
　3　豊富な石油資源による人々の生活の変化 � 94
追究事例　宗教 2 　　
ヒンドゥー教と人々の生活の関わり　－インド－ � 96
　1　インドの歩みとヒンドゥー教 � 96
　2　宗教や自然環境の影響を受けるインドの食生活 � 98
　3　インドの経済成長と生活の変化 � 100
4 節　歴史的背景と人々の生活 � 102
　1　歴史的背景が人々の生活に与える影響 � 102
追究事例　歴史 1 　　
移民の歴史と人々の生活の関わり　－ラテンアメリカ－ � 104
　1　ヨーロッパ社会の影響が強い文化 � 104
　2　大土地所有制が生み出した社会構造 � 106
　3　外国資本による工業化と生活の変化 � 108
追究事例　歴史 2
植民地支配の歴史と人々の生活の関わり　－サハラ以南アフリカ－ � 110
　1　生活文化に残る旧宗主国の影響 � 110
　2　植民地支配の影響が残るアフリカの産業 � 112
　3　人々の生活の変化と経済成長への取り組み � 114

＊第 2部 第 1章の各節には，選択して学習する追究事例があり，ページの端に色を付けています（→p.44）。

も く じ

【使用上の注意】　国名には略称を用いています。主な略
りゃく
称
しょう
は以下のとおり。

　中国…中
ちゅう
華
か
人民共和国　　韓

かん
国
こく
…大韓民国　　北

きた
朝
ちょう
鮮
せん
…朝鮮民主主義人民共和国　　ロシア…ロシア連

れん
邦
ぽう

2 3

追究事例　歴史 3 　
国家体制の変化と人々の生活の関わり　－ロシア－ � 116
　1　国家体制の変化が人々の生活に与えた影響 � 116
　2　変化するロシアの産業 � 118
5 節　世界の産業と人々の生活 � 120
　1　人々の生活を支える農業の発展 � 120
　2　人々の生活を支える工業の発展 � 122
　3　グローバル化する現代の産業と人々の生活 � 124
追究事例　産業 1 　
産業力が世界の生活文化に与える影響　－アメリカ合衆国－ � 126
　1　世界に大きな影響力をもつ知識産業と資源 � 126
　2　世界の食卓に影響を与える農業 � 128
　3　産業の発展を支えてきた移民の力 � 130
追究事例　産業 2 　
経済成長による人々の生活の変化　－東アジア－ � 132
　1　東アジアの経済成長とその歩み � 132
　2　経済成長による中国の生活の変化 � 134
　3　経済成長による韓国の生活の変化 � 136
追究事例　産業 3 　
地域統合が人々の生活や産業に与える影響　－ヨーロッパ－ � 138
　1　EU統合と人々の生活 � 138
　2　EU統合による農業への影響 � 140
　3　EU統合による工業や社会への影響 � 142
 SKILL 15  白地図による地域の特徴のまとめ方 � 144

第 2章　地球的課題と国際協力� 145

1 節　複雑に絡み合う地球的課題 � 146
　1　相互に関連する地球的課題とその解決に向けて � 146
持続可能な社会づくりに向けて 1  SDGs について学ぼう � 148
2 節　地球環境問題 � 150
　1　多様な地球環境問題 � 150
　2　熱帯林の破壊への対策 � 152
　3　地球温暖化への対策 � 154
持続可能な社会づくりに向けて 2  海洋汚染について考えよう � 156
3 節　資源・エネルギー問題 � 158
　1　世界のエネルギー・鉱産資源 � 158
　2　エネルギー利用の現状と課題 � 160
　3　地域で異なるエネルギー問題への取り組み � 162
持続可能な社会づくりに向けて 3  水の利用について考えよう � 164
4 節　人口問題 � 166
　1　世界の人口 � 166
　2　発展途上国と先進国の人口問題 � 168
　3　地域で異なる人口問題への取り組み � 170
持続可能な社会づくりに向けて 4  教育の普及について考えよう �172
5 節　食料問題 � 174
　1　飢餓と飽食 � 174
　2　地域で異なる食料問題への取り組み � 176
持続可能な社会づくりに向けて 5  食料生産について考えよう � 178
6 節　都市・居住問題 � 180
　1　世界の都市の発達 � 180
　2　発展途上国と先進国の都市・居住問題 � 182
　3　地域で異なる都市・居住問題への取り組み � 184
持続可能な社会づくりに向けて 6  感染症の予防について考えよう � 186
 SKILL 16  関係図によるまとめ方 � 188

�
さくいん � 228 世界の家畜・鉱産物・農産物 � 巻末 1

世界の祭りを訪ねて � 巻頭 1 私たちが地理を学ぶ意義 � 1

 第 3部  持続可能な地域づくりと私たち

第 1章　自然環境と防災� 189

1 節　日本の自然環境 � 190
　1　日本の地形 � 190
　2　日本の気候 � 192
2 節　地震・津波と防災 � 194
　1　地震・津波による災害 � 194
　2　地震・津波の被災地の取り組み � 196
 SKILL 17  ハザードマップの見方 � 199
3 節　火山災害と防災 � 200
　1　火山の恵みと災害 � 200
　2　火山と共生する地域の取り組み � 202
 SKILL 18  火山地形の読み取り方 � 205
4 節　気象災害と防災 � 206
　1　さまざまな気象災害 � 206
　2　気象災害への取り組み � 208

 SKILL 19  水害の危険がある地域の読み取り方 � 211
5 節　自然災害への備え � 212
　1　減災の取り組み � 212
　2　被災地への支援 � 214
 SKILL 20  防災ゲーム「クロスロード」の活用 � 215
持続可能な社会づくりに向けて�7  自然災害による被害を減らそう � 216
 SKILL 21  災害発生時の行動計画の立て方 � 218

第 2章　生活圏の調査と地域の展望� 219

1 節　生活圏の調査と地域の展望 � 220
　1　地理的な課題と地域調査 � 220
　2　現地調査の準備 � 222
　3　現地調査の実施 � 224
 SKILL 22  新旧地形図の比較 � 225
　4　調査の分析と発表 � 226
 SKILL 23  ポスターセッションの方法 � 227

 第 1部  地図でとらえる現代世界

第 1章　地図と地理情報システム� 5

1 節　地球上の位置と時差 � 6
　1　地球上の位置と私たちの生活 � 6
　2　時差と私たちの生活 � 8
 SKILL 1  時差の計算 � 9
2 節　地図の役割と種類 � 10
　1　地球儀と地図 � 10
　2　身の回りの地図 � 12
 SKILL 2  地形図の利用－地図記号－ � 14
 SKILL 3  地形図の利用－縮尺と等高線－ � 15
　3　統計地図の種類と利用 � 16
 SKILL 4  等値線図のつくり方 � 18
 SKILL 5  階級区分図のつくり方 � 19
　4　地理情報システム（GIS）の活用 � 20

 SKILL 6  地理院地図の利用 � 22
 SKILL 7  e-Stat と jSTAT�MAPの利用 � 24
 SKILL 8  WebGIS の活用 � 26

第 2章　結び付きを深める現代世界� 27

1 節　現代世界の国家と領域 � 28
　1　現代世界の国家 � 28
　2　日本の位置や領域 � 30
2 節　グローバル化する世界 � 32
　1　国家間の結び付き � 32
　2　貿易によって結び付く世界 � 34
　3　さまざまな交通網の発達 � 36
　4　世界を結ぶ通信網の発達 � 38
　5　観光のグローバル化 � 40
 SKILL 9  統計資料の活用 � 42

 第 2部 　国際理解と国際協力

第 1章　生活文化の多様性と国際理解� 43

序説　生活文化の多様性 � 44
　1　生活文化を考察する方法 � 44
1 節　世界の地形と人々の生活 � 46
　1　大地形と人々の生活 � 46
　2　変動帯と人々の生活 � 48
　3　安定地域と人々の生活 � 50
　4　河川がつくる地形と人々の生活 � 52
　5　海岸の地形と人々の生活 � 54
　6　氷河地形・乾燥地形・カルスト地形と人々の生活 � 56
 SKILL 10  地形図の利用－小地形と土地利用－ � 58
 SKILL 11  空中写真の利用 � 59
2 節　世界の気候と人々の生活 � 60
　1　気温・降水と人々の生活 � 60
　2　大気大循環と人々の生活 � 62
　3　世界の植生と気候区分 � 64
 SKILL 12  雨温図・ハイサーグラフの見方 � 66
 SKILL 13  写真の読み取り方－気候－ � 67
　4　熱帯の生活 � 68
　5　乾燥帯の生活 � 70
　6　温帯の生活 � 72
　7　亜寒帯・寒帯の生活 � 74
 SKILL 14  写真の読み取り方－生活文化－ � 76
追究事例　自然 1
乾燥した大陸と太平洋の島々での生活　－オセアニア－ � 78
　1　人々をひきつける多様な自然環境 � 78
　2　自然環境を生かした産業と人々の生活 � 80

追究事例　自然 2
モンスーンの影響を受ける地域での生活　－東南アジア－ � 82
　1　モンスーンの影響を受けてきた人々の生活 � 82
　2　気候を生かした農業と人々の生活 � 84
3 節　世界の言語・宗教と人々の生活 � 86
　1　世界の言語と人々の生活文化 � 86
　2　世界の宗教と人々の生活文化 � 88
追究事例　宗教 1 　
イスラームと人々の生活の関わり　－中央アジア・西アジア・北アフリカ－ � 90
　1　イスラームを中心とした生活文化 � 90
　2　乾燥地域で暮らすムスリムの生活文化 � 92
　3　豊富な石油資源による人々の生活の変化 � 94
追究事例　宗教 2 　　
ヒンドゥー教と人々の生活の関わり　－インド－ � 96
　1　インドの歩みとヒンドゥー教 � 96
　2　宗教や自然環境の影響を受けるインドの食生活 � 98
　3　インドの経済成長と生活の変化 � 100
4 節　歴史的背景と人々の生活 � 102
　1　歴史的背景が人々の生活に与える影響 � 102
追究事例　歴史 1 　　
移民の歴史と人々の生活の関わり　－ラテンアメリカ－ � 104
　1　ヨーロッパ社会の影響が強い文化 � 104
　2　大土地所有制が生み出した社会構造 � 106
　3　外国資本による工業化と生活の変化 � 108
追究事例　歴史 2
植民地支配の歴史と人々の生活の関わり　－サハラ以南アフリカ－ � 110
　1　生活文化に残る旧宗主国の影響 � 110
　2　植民地支配の影響が残るアフリカの産業 � 112
　3　人々の生活の変化と経済成長への取り組み � 114

＊第 2部 第 1章の各節には，選択して学習する追究事例があり，ページの端に色を付けています（→p.44）。

も く じ

【使用上の注意】　国名には略称を用いています。主な略
りゃく
称
しょう
は以下のとおり。

　中国…中
ちゅう
華
か
人民共和国　　韓

かん
国
こく
…大韓民国　　北

きた
朝
ちょう
鮮
せん
…朝鮮民主主義人民共和国　　ロシア…ロシア連

れん
邦
ぽう

2 3

特色
１ 人々の暮らしが見える 「生活文化」　

⬇教科書 p.48-49

8 9

特
色
１



5

10

15

5

10

15

20

情報通信技術（ICT）産業　輸入代替型　BRICS　スラム　経済格差Key Words まとめ インドの人々の生活は，宗教とどのように結び付いているのだろうか。

3 変化するヒンドゥー教徒の生活
経済成長により，ヒンドゥー教の影

えい

響
きょう

を受けた生活は，どのように変化しているのだろうか。学習課題

確認 ICT 産業の成長や外国の食文化
の広まりが，ヒンドゥー教徒の生活に与え
た影

えい

響
きょう

を説明しよう。

深い学び インドを例に経済成長がもた
らす課題について説明しよう。
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➡2 南アジアの鉱工業
読み解き  ソフトウェア テクノロジーパークがインドの

各地に分布していることを確認しよう。
ごろには鉄鋼，自動車，衣類など，さまざまな製品の国内生産を実現し

た。しかし，外国資本を排
はい

除
じょ

したことで技術革新は遅
おく

れ，インドの製品

は国際競争力を失っていった。そのため，インド政府は 1980 年代から

徐
じょ

々
じょ

に世界市場への開放を図
はか

り，1991 年に外国資本への規制をほぼ撤
てっ

廃
ぱい

した。これにより自動車や電気・電子部品などの部門に外国企業が参

入してきた。その結果，インドは 2000 年代以降，B
ブ リ ッ ク ス

RICSとよばれる

経済成長国になった。

経済成長による
生活の変化

　　ICT 産業の成長や外資の積極的な導入は，ヒ

ンドゥー教の伝統や慣習に基
もと

づいた人々の生活に

変化をもたらしている。例えば，牛肉などを使用する外資系のファスト

フード店は，牛を神聖な動物とするヒンドゥー教徒や菜食主義の人々に

も配
はい

慮
りょ

した独自のメニューを開発することで店
てん

舗
ぽ

を拡大し，インドの食

文化に変化をもたらした。また，ICT 産業の職に就
つ

き，高い所得を得

る中間層のなかには，欧
おう

米
べい

の生活様式を取り入れて，T シャツやジーン

ズでショッピングや外食を楽しむ人もいる（写真6）。

　経済成長の著
いちじる

しい都市では，高層ビルが建ち並び，現在も建設ラッ

シュが続いている。一方で，都市の鉄道や河
か

川
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沿いにはスラムが拡大し

ている。この背景には，経済成長に伴
ともな

う経済格差の拡大があり，経済成

長から取り残された農村部などでは，多くの貧
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困
こん

層
そう

を抱
かか

えている（図5）。

そのため，農村部から都市部に出
で
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ぎに行く人々が増加し，スラムでの

生活を余
よ

儀
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なくされている人々もいる。
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択
たく

においては，いまだにカースト制の

影
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響
きょう

が大きい。しかし，写真1のような情報通信技術（ICT）産業は，カー

スト制が廃
はい

止
し

されたあとにできた産業であることから，その影響は受け

ない。そのため，インドでは ICT 産業が急速に成長し，経済発展を支

える産業になった（図3）。ICT 産業が発展した背景には，このことに

加え，イギリスの植民地だったことから英語に堪
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能
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な人材が多いこと，

数学やコンピュータ技術などの教育に力を入れてきたこと，アメリカ合

衆国との時差を生かして，コールセンター業務やデータ処理業務などを

引き継
つ

げること（図4）などもある。

　ICT 産業の成長に伴
ともな

い，ベンガルール（バンガロール）やデリーなど

の多くの都市には，これらの関連企
き

業
ぎょう

が立地するソフトウェア テクノ

ロジーパークが整備された（図2）。また，技術者を育成する高等教育機

関も増え，高い技術をもった人材が世界各地で活
かつ

躍
やく

するようになった。
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　　インドの工業化は，巨
きょ

大
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な人口を抱
かか

える国内市場

への販
はん

売
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とともに，海外への好調な輸出も背景にあ

る。インドはイギリスからの独立後，高い関税を課したり，手続きを厳

格化したりすることで外国企業の活動を制限し，国内企業によって国内

市場向け生産を行う輸入代
だい

替
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型
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の工業化を進めた。その結果，1970 年
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した。これにより自動車や電気・電子部品などの部門に外国企業が参

入してきた。その結果，インドは 2000 年代以降，B
ブ リ ッ ク ス

RICSとよばれる

経済成長国になった。

経済成長による
生活の変化

　　ICT 産業の成長や外資の積極的な導入は，ヒ

ンドゥー教の伝統や慣習に基
もと

づいた人々の生活に

変化をもたらしている。例えば，牛肉などを使用する外資系のファスト

フード店は，牛を神聖な動物とするヒンドゥー教徒や菜食主義の人々に

も配
はい

慮
りょ

した独自のメニューを開発することで店
てん

舗
ぽ

を拡大し，インドの食

文化に変化をもたらした。また，ICT 産業の職に就
つ

き，高い所得を得

る中間層のなかには，欧
おう

米
べい

の生活様式を取り入れて，T シャツやジーン

ズでショッピングや外食を楽しむ人もいる（写真6）。

　経済成長の著
いちじる

しい都市では，高層ビルが建ち並び，現在も建設ラッ

シュが続いている。一方で，都市の鉄道や河
か

川
せん

沿いにはスラムが拡大し

ている。この背景には，経済成長に伴
ともな

う経済格差の拡大があり，経済成

長から取り残された農村部などでは，多くの貧
ひん

困
こん

層
そう

を抱
かか

えている（図5）。

そのため，農村部から都市部に出
で

稼
かせ

ぎに行く人々が増加し，スラムでの

生活を余
よ

儀
ぎ

なくされている人々もいる。
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ICT 産業の
発展

　　インドでは 1950 年に憲法でカースト制が禁止され

たが，職業の選
せん

択
たく

においては，いまだにカースト制の

影
えい

響
きょう

が大きい。しかし，写真1のような情報通信技術（ICT）産業は，カー

スト制が廃
はい

止
し

されたあとにできた産業であることから，その影響は受け

ない。そのため，インドでは ICT 産業が急速に成長し，経済発展を支

える産業になった（図3）。ICT 産業が発展した背景には，このことに

加え，イギリスの植民地だったことから英語に堪
たん

能
のう

な人材が多いこと，

数学やコンピュータ技術などの教育に力を入れてきたこと，アメリカ合

衆国との時差を生かして，コールセンター業務やデータ処理業務などを

引き継
つ

げること（図4）などもある。

　ICT 産業の成長に伴
ともな

い，ベンガルール（バンガロール）やデリーなど

の多くの都市には，これらの関連企
き

業
ぎょう

が立地するソフトウェア テクノ

ロジーパークが整備された（図2）。また，技術者を育成する高等教育機

関も増え，高い技術をもった人材が世界各地で活
かつ

躍
やく

するようになった。

成長する
インドの工業

　　インドの工業化は，巨
きょ

大
だい

な人口を抱
かか

える国内市場

への販
はん

売
ばい

とともに，海外への好調な輸出も背景にあ

る。インドはイギリスからの独立後，高い関税を課したり，手続きを厳

格化したりすることで外国企業の活動を制限し，国内企業によって国内

市場向け生産を行う輸入代
だい

替
たい

型
がた

の工業化を進めた。その結果，1970 年
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扌3 インドの ICT産業の輸出額の変化と輸出
先

深める 世界で活
かつ

躍
やく

するインド系移民
　インドは世界各地に多くの移民を送り出してきた。インド
系移民は，19 世紀に奴

ど
隷
れい

制
せい

が廃
はい

止
し

されたのち，労働力が不
足したカリブ海諸国や南アフリカ，東南アジア，オセアニア
などのイギリス植民地を中心に，プランテーションや都市建
設の労働力となった。
　第二次世界大戦後は，旧

きゅう
宗
そう

主
しゅ

国
こく

であるイギリスや，英語力
の高さを生かせるアメリカ合衆国やカナダへも渡

わた
っている。

1970 年代以降，西アジアへの出
で

稼
かせ

ぎ労働者も増加したが，
この地域の政情不安により外貨獲

かく
得
とく

が困難になった。このこ
とがインドでの市場開放の要因の一つとなった。
　近年は，高い教育を受けた人材がその技術を海外で生かす
例も目立ち（→ p.130），日本でもインド系の ICT 技術者が
活
かつ

躍
やく

している。
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➡5 インドの 1 人あたりの州内純生産額と人口移動　 読み解き  州
内純生産額が高い地域は，どのあたりに分布しているのだろうか。

扌6 カフェでくつろぐ人 （々インド，ムンバイ）

扌4 時差を利用したインドとアメリカ合衆国
との仕事のやり取り

シリコンヴァレー
18：00

ムンバイ
7：30

今日の仕事
は終わり。
あとは
よろしくね！

OK！続きは
任せてね！

1 B
ブリックス
RICS　経済成長が 著

いちじる
しいブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカ共和国の 5
か国のこと。英語表記での各国名の頭

かしら
文
も

字
じ

を
とって BRICS とよばれる。

2 スラム　主に大都市にみられる，失業者や
低所得者層が密集して居住している地区のこと。
一
いっ

般
ぱん

に犯罪率が高く，衛生状態もよくない。
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ヒンドゥー教や自然環
かん

境
きょう

は，人々の食生活にどのような影
えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。学習課題

確認 インドの食生活には，ヒンドゥー
教や自然環

かん

境
きょう

によって，どのような特
とく

徴
ちょう

が
みられるのだろうか。

深い学び インドの食生活は，農業や経
済の発展によって，どのように変化してき
たのだろうか。
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扌4 主な都市の気温と降水量

技術革新を行ったことで，農業生産が飛
ひ

躍
やく

的
てき

に増加した。このことは，

緑の革命とよばれている。これらの品種の栽
さい

培
ばい

には，井戸や用水路と 

いった灌
かん

漑
がい

施
し

設
せつ

，農薬や化学肥料などが必要であったため，その費用を

負担できる農民は，政府の買い上げ制度による穀物販
はん

売
ばい

の収入で裕
ゆう

福
ふく

に

なった。一方で，零
れい

細
さい

な農民や土地をもたない農民には恩
おん

恵
けい

が少なかっ

た。その結果，経済格差が拡大したほか，地下水の過
か

剰
じょう

なくみ上げ，農

薬や化学肥料の過剰な利用などによる環
かん

境
きょう

の悪化が懸
け

念
ねん

されている。

畜産の発達と
食生活の変化

　　ヒンドゥー教には，肉を食べない菜食主義者（ベ
ジタリアン）が多いので，たんぱく質をとるために

ヨーグルトやミルクなどが多く飲まれてきた。沸
わ

かしたミルクに紅茶を

混ぜて砂糖をたっぷりと入れたチャイは，インドの国民的な飲み物であ

り，街角でもよく売られている（写真6）。チャイを飲むのは，かつての

宗
そう

主
しゅ

国
こく

であるイギリスに紅茶を輸出していたころからで，その茶葉は降

水量の多いアッサム地方やダージリンなどで生産されている（写真7）。

　1990 年代になると，急速な経済発展によって食生活も変化した。雑

穀に代わり，米や小麦の消費が伸
の

びたほか，生乳や乳製品への需
じゅ

要
よう

が高

まった。畜
ちく

産
さん

においては乳牛の品種改良や酪
らく

農
のう

協同組合が設立されたこ

とによって，ミルクの生産量が増加した（図8）。このことは，ミルクの

色にたとえられて白い革命とよばれる。また，宗教的な禁
きん

忌
き

（タブー）の

少ない鶏
とり

肉
にく

の生産が急増しており，このことはピンク革命とよばれる。
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1

宗教や農作物
からみる食生活

　　インドの代表的な料理といえばカレーである。

インドの南部では，豆や野菜，ココナツを使った

カレーが，インドの北部では，カシューナッツや豆に生クリームを加え

たカレーがよく食べられている。ヒンドゥー教では，左手は不
ふ

浄
じょう

とする

考え方があるため，写真1のように，食事は右手を使って行われる。ま

た，ヒンドゥー教では，牛はシバ神の乗り物とされ，神聖な動物である

と考えられている。このため，ヒンドゥー教徒が牛の肉を食べることは

決してなく，牛は人々に大切にされている（写真3）。

　また，インドの北部と南部の食事では，自然条件による違
ちが

いもみられ

る。例えば，図2のように，ヒンドスタン平原や沿岸部の平野など，季
節風（モンスーン）の影

えい

響
きょう

を受け，年降水量が 1000mm を超
こ

える稲
いな

作
さく

中

心の地域では，米飯や，米と豆をすりつぶして焼いたドーサーなどが主

食となる。一方，パンジャブ地方など年降水量が 1000mm 未満の地域

では，小麦の生産が盛
さか

んである。そのため，練った小麦粉を焼いたナン

やチャパティなど，小麦を用いた主食が多い（写真1）。

巨大な人口を
支える農業改革

　　約 13 億の人々が暮らすインドをはじめ，南ア

ジアの国々では食料不足の克
こく

服
ふく

が長年の課題で

あった。1960 年代に，収量が多い穀物品種の導入を中心とした農業の

� ➡ p.88

�➡ p.63

� ➡巻末

（2018年）

深める 世界有数の牛肉輸出国 インド
　インドは牛肉の輸出量が世界第 1 位である（2017
年）。インドの人口の 8 割はヒンドゥー教徒であり，
その人々は牛肉を食べることは決してない。しかし，
約 1.7 億人のムスリムもインドで暮らしている（2011
年）。ムスリムは，豚

ぶた
肉
にく

を食べてはいけないという宗教
上の禁

きん
忌
き
（タブー）があるが，牛肉は禁じられていない。

また，インドでは生乳の生産が急増しているが，その
半分以上が水牛のミルクである。水牛は搾

さく
乳
にゅう

できなく
なると，食肉用として出

しゅっ
荷
か

される。インドで生産され
た肉牛や水牛の牛肉は，インド国内でも消費されるが，
その多くは輸出されるため，牛肉輸出大国になった。
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扌8 インドにおける主な農産物の生産量の推移

➡6 インドの紅茶
チャイを注ぐ店員

（ イ ン ド， デ リ ー，
2019 年 ）　 イ ギ リ
スに輸出するための
紅茶を生産する際に
出た，粉末状の茶葉
を使ったのが始まり
である。

➡7 アッサム地方
の茶
ちゃ
摘
つ
み（インド，4

月）　 読み解き  イ
ンドでは，どのよう
な場所で茶が栽

さい
培
ばい

さ
れているのだろうか。
図2で確認しよう。

扌3 町なかを自由に歩き回る牛（インド，ジョ
ドプル）
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➡2 南アジアの農業地域
読み解き  小麦は，どのような地

域で栽
さい

培
ばい

されているのだろうか。

➡ 5  牛肉
の輸出国
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1 ピンク革命　経済成長などを背景として，
食肉の生産量や消費量が顕

けん
著
ちょ

に増加すること。
肉の色にたとえられて，このようによばれる。

扌1 小麦でつくられたチャパ
ティをカレーにつけて食べる
人々（インド，デリー）
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肉
にく

の生産が急増しており，このことはピンク革命とよばれる。
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1

宗教や農作物
からみる食生活

　　インドの代表的な料理といえばカレーである。

インドの南部では，豆や野菜，ココナツを使った

カレーが，インドの北部では，カシューナッツや豆に生クリームを加え

たカレーがよく食べられている。ヒンドゥー教では，左手は不
ふ

浄
じょう

とする

考え方があるため，写真1のように，食事は右手を使って行われる。ま

た，ヒンドゥー教では，牛はシバ神の乗り物とされ，神聖な動物である

と考えられている。このため，ヒンドゥー教徒が牛の肉を食べることは

決してなく，牛は人々に大切にされている（写真3）。

　また，インドの北部と南部の食事では，自然条件による違
ちが

いもみられ

る。例えば，図2のように，ヒンドスタン平原や沿岸部の平野など，季
節風（モンスーン）の影

えい

響
きょう

を受け，年降水量が 1000mm を超
こ

える稲
いな

作
さく

中

心の地域では，米飯や，米と豆をすりつぶして焼いたドーサーなどが主

食となる。一方，パンジャブ地方など年降水量が 1000mm 未満の地域

では，小麦の生産が盛
さか

んである。そのため，練った小麦粉を焼いたナン

やチャパティなど，小麦を用いた主食が多い（写真1）。

巨大な人口を
支える農業改革

　　約 13 億の人々が暮らすインドをはじめ，南ア

ジアの国々では食料不足の克
こく

服
ふく

が長年の課題で

あった。1960 年代に，収量が多い穀物品種の導入を中心とした農業の

� ➡ p.88

�➡ p.63

� ➡巻末

（2018年）

深める 世界有数の牛肉輸出国 インド
　インドは牛肉の輸出量が世界第 1 位である（2017
年）。インドの人口の 8 割はヒンドゥー教徒であり，
その人々は牛肉を食べることは決してない。しかし，
約 1.7 億人のムスリムもインドで暮らしている（2011
年）。ムスリムは，豚

ぶた
肉
にく

を食べてはいけないという宗教
上の禁

きん
忌
き
（タブー）があるが，牛肉は禁じられていない。

また，インドでは生乳の生産が急増しているが，その
半分以上が水牛のミルクである。水牛は搾

さく
乳
にゅう

できなく
なると，食肉用として出

しゅっ
荷
か

される。インドで生産され
た肉牛や水牛の牛肉は，インド国内でも消費されるが，
その多くは輸出されるため，牛肉輸出大国になった。
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扌8 インドにおける主な農産物の生産量の推移

➡6 インドの紅茶
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（ イ ン ド， デ リ ー，
2019 年 ）　 イ ギ リ
スに輸出するための
紅茶を生産する際に
出た，粉末状の茶葉
を使ったのが始まり
である。

➡7 アッサム地方
の茶
ちゃ
摘
つ
み（インド，4

月）　 読み解き  イ
ンドでは，どのよう
な場所で茶が栽

さい
培
ばい

さ
れているのだろうか。
図2で確認しよう。

扌3 町なかを自由に歩き回る牛（インド，ジョ
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➡2 南アジアの農業地域
読み解き  小麦は，どのような地

域で栽
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培
ばい

されているのだろうか。
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1 ピンク革命　経済成長などを背景として，
食肉の生産量や消費量が顕

けん
著
ちょ

に増加すること。
肉の色にたとえられて，このようによばれる。

扌1 小麦でつくられたチャパ
ティをカレーにつけて食べる
人々（インド，デリー）
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扌3 南アジアの歩み

ヒンドゥー教と
人々の生活

　　インド社会は古代より，ヒンドゥー教の教えに

基
もと

づくカースト制とよばれる身分制度に規定され
ている。カースト制ではヴァルナとよばれる身分と，出自で決められる
ジャーティという社会集団が重視される（図4）。ジャーティごとに，伝
統的に同一の職業に就

つ

くことで社会の分業が成り立ち（写真5），結
けっ

婚
こん

も

その集団内で行われる。上位カーストは下位カーストとの接触を不
ふ

浄
じょう

と

みなすなど，カースト制には日常における差別を助長する面があるため，

今日，憲法ではカーストによる身分差別を禁止し，職業選
せん

択
たく

や婚
こん

姻
いん

の自

由も認められている。しかし，就職で必要となる学歴には，親の社会的

地位や経済力が求められることが多く，従来のカーストに基づく分業が

繰り返されることも多い。そのため，政府により下位カーストの人々を

対象に奨
しょう

学
がく

金
きん

制度や就職時の優遇政策がとられたり，特定のジャーティ

と結び付かない新しい産業の職に就
つ

いたりすることで，カースト制の意

味はようやく弱まってきている。

多様な言語
　　写真7のように，インドの紙

し

幣
へい

はさまざまな言語で

表記されている。また，雑誌や新聞もさまざまな言語

のものが発行されている。南アジアでは，少数民族の言語や方言を含
ふく

め

ると数百から数千の言語が用いられているといわれている。インドでは，

最も話す人が多いヒンディー語が連
れん

邦
ぽう

公用語に定められているが，州や

地方別の公用語も設けられている。また英語が共通語として用いられる。

近年では経済活動のグローバル化によって英語の重要性が増しているこ

とから，英語教育への関心がより一層高まっている。
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南アジアの
民族と歩み

　　写真1のように，ガンジス川沿いのヒンドゥー教の
聖地ヴァラナシには，大勢の信徒が集まり沐

もく

浴
よく

する。

インドはヒンドゥー教徒が人口の 8割を占
し

めるが，イスラーム王朝が栄

えた時代もあり，北部を中心にムスリムも多い（図2）。また，この地に
興
おこ

った仏教やジャイナ教，シク教を信
しん

仰
こう

する人々もいる。宗教面で多様

なインドは，特定の宗教を国教としていない。一方，隣
りん

国
ごく

のスリランカ

では，仏教徒のシンハラ人に対して政府が優
ゆう

遇
ぐう

政策をとってきたことか

ら，ヒンドゥー教徒であるタミル人との間で衝
しょう

突
とつ

が繰
く

り返されてきた。

　南アジアでは，さまざまな国家の興亡があった。そうしたなかで，ヒ

ンドゥー教を中心としつつも，イスラームやほかの宗教を信仰する人々

と共存する社会がつくられてきた。大航海時代以降，南アジアはヨーロッ

パとの接
せっ

触
しょく

が活発になり，19世紀には産業革命を達成したイギリスが，

この地域の多くを植民地にした。第二次世界大戦後には，宗教間の対立
が原因でヒンドゥー教徒の多い地域がインド，ムスリムの多い地域がパ

キスタンやバングラデシュに分
ぶん

離
り

・独立した（図3）。また，インドと周
辺諸国の間では領有をめぐる問題が生じている。
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シュードラと，その下に位置付けられる
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ふ
可
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民
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そのなかで鍛

か
冶
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屋
や
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濯
たく
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ぎょう

など細かく分
かれ，その数は3000以上といわれている。
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➡6 南アジアの言語分布とイン
ドの言語別人口構成　インドでヒ
ンディー語が話せる人は全人口の
4 割程度で，実際には英語が共通
語として広く使われている。

➡5 洗
せん
濯
たく
業
ぎょう
のジャーティ（イン

ド，ムンバイ）　屋外の洗濯場では，
洗濯業のジャーティの人々が，家
庭から預かった衣類を洗濯する。
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カシミール地方の未確定・係争
中の国境を確認しよう。地図帳
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近年では経済活動のグローバル化によって英語の重要性が増しているこ

とから，英語教育への関心がより一層高まっている。

Caste

Varna

Jati

�➡p.100

�➡ p.86

南アジアの
民族と歩み

　　写真1のように，ガンジス川沿いのヒンドゥー教の
聖地ヴァラナシには，大勢の信徒が集まり沐

もく

浴
よく

する。

インドはヒンドゥー教徒が人口の 8割を占
し

めるが，イスラーム王朝が栄

えた時代もあり，北部を中心にムスリムも多い（図2）。また，この地に
興
おこ

った仏教やジャイナ教，シク教を信
しん

仰
こう

する人々もいる。宗教面で多様

なインドは，特定の宗教を国教としていない。一方，隣
りん

国
ごく

のスリランカ

では，仏教徒のシンハラ人に対して政府が優
ゆう

遇
ぐう

政策をとってきたことか

ら，ヒンドゥー教徒であるタミル人との間で衝
しょう

突
とつ

が繰
く

り返されてきた。

　南アジアでは，さまざまな国家の興亡があった。そうしたなかで，ヒ

ンドゥー教を中心としつつも，イスラームやほかの宗教を信仰する人々

と共存する社会がつくられてきた。大航海時代以降，南アジアはヨーロッ

パとの接
せっ

触
しょく

が活発になり，19世紀には産業革命を達成したイギリスが，

この地域の多くを植民地にした。第二次世界大戦後には，宗教間の対立
が原因でヒンドゥー教徒の多い地域がインド，ムスリムの多い地域がパ

キスタンやバングラデシュに分
ぶん

離
り

・独立した（図3）。また，インドと周
辺諸国の間では領有をめぐる問題が生じている。

� ➡ p.89

�➡ p.88

�➡ p.88

�➡p.102

�➡ p.29

僧侶

王侯・武士

商業

鍛冶屋，理髪屋など

皮革業，洗濯業など

ジャーティ（社会集団）ヴァルナ（身分）
バラモン

クシャトリヤ

ヴァイシャ

シュードラ

ダリット

か　じ　や り はつ や

せんたくぎょう

そうりょ

おうこう

➡4 ヴァルナとジャーティ　ヴァルナ
は，バラモン，クシャトリヤ，ヴァイシャ，
シュードラと，その下に位置付けられる
ダリット（不

ふ
可
か

触
しょく

民
みん

）からなる。ジャー
ティの職業はこのヴァルナと対応しつつ，
そのなかで鍛

か
冶
じ

屋
や

，洗
せん

濯
たく

業
ぎょう

など細かく分
かれ，その数は3000以上といわれている。

インドの言語別
人口構成

ヒンディー語
ベンガル語

マラーティー語

タミル語
6

その他
28 44％

テルグ語
7

7 8
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ヒ ン デ ィ ー 語
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ダッカ

パキスタン

アフガニスタン

ネパール
中　　国
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ブータン
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デシュ

ミ
ャ
ン
マ
ー

ルー
ミシ

カ
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〔国立民族学博物館資料，ほか〕

インド語派
（ヒンディー語，ベンガル語，
マラーティー語）

ドラヴィダ語族
（タミル語，テルグ語）
シナ・チベット諸語
アルタイ諸語
オーストロ
アジア語族

イラン語派
黒色文字は地域で優勢な言語

インド・
ヨーロッパ語族

➡6 南アジアの言語分布とイン
ドの言語別人口構成　インドでヒ
ンディー語が話せる人は全人口の
4 割程度で，実際には英語が共通
語として広く使われている。

➡5 洗
せん
濯
たく
業
ぎょう
のジャーティ（イン

ド，ムンバイ）　屋外の洗濯場では，
洗濯業のジャーティの人々が，家
庭から預かった衣類を洗濯する。

英語ヒンディー語

＊1ルピーは
約1.5円（2019年）

ア ッ サ ム 語
ベ ン ガ ル 語
グジャラート語
カ ン ナ ダ 語
カシミール語
コンカニー語
マラヤーラム語
マラーティー語
ネ パ ー ル 語
オディアー語
パンジャビー語
サンスクリット語
タ ミ ル 語
テ ル グ 語
ウルドゥー語

扌7 17 の言語で金額が示されたインドの 10
ルピー＊紙

し
幣
へい

カシミール地方の未確定・係争
中の国境を確認しよう。地図帳

扌1 ガンジス川で沐
もく
浴
よく
する

ヒンドゥー教徒（インド，ヴァ
ラナシ，2017 年）
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2
部
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章

生
活
文
化
の
多
様
性
と
国
際
理
解

2
部
1
章

諸地域の事例を通して
国際理解を深める構成

●自然環境，言語・宗教，歴史的背景，産業などの視点から生活文化の学習を
　深めるため，世界の主要10の国と地域を追究事例として掲載。
●地誌的な学習にも対応できる。

歴史や農業，経済などの様々な面から，
ヒンドゥー教と人々の生活の関わりが
わかる。

地　域 主題（テーマ）
東アジア 経済成長による人々の生活の変化

東南アジア モンスーンの影響を受ける地域での生活

インド ヒンドゥー教と人々の生活の関わり

中央アジア・西アジア
・北アフリカ イスラームと人々の生活の関わり

サハラ以南アフリカ 植民地支配の歴史と人々の生活の関わり

ヨーロッパ 地域統合が人々の生活や産業に与える影響

ロシア 国家体制の変化と人々の生活の関わり

アメリカ合衆国 産業力が世界の生活文化に与える影響

ラテンアメリカ 移民の歴史と人々の生活の関わり

オセアニア 乾燥した大陸と太平洋の島々での生活

●「生活文化」単元で事例を取り上げた国・地域と主題
!

特色
１ 人々の暮らしが見える 「生活文化」　
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家族計画　一人っ子政策　少子化・高齢化　移民　難民Key Words

2 発展途上国と先進国の人口問題
発展途

と

上
じょう

国
こく

と先進国の人口問題には，どのような違
ちが

いがあるのだろうか。学習課題

確認 先進国の人口問題の特
とく

徴
ちょう

を，「少
子化」「高

こう

齢
れい

化
か

」の語句を用いて説明しよう。

深い学び 発展途
と

上
じょう

国
こく

の人口問題の解決
には何が必要なのだろうか。また，先進国
の高齢化にはどのような対策が必要なのだ
ろうか。

扌2 家族計画の普
ふ
及
きゅう
活動（ナイジェリア，カ

ノ）　女性たちがボランティアから子どもを産
む間

かん
隔
かく

を空けることの重要性を教わっている。

➡1 世界の合計特
とく
殊
しゅ
出生率　

読み解き  合計特殊出生率には，
発展途

と
上
じょう

国
こく

と先進国でどのような
違
ちが

いがみられるのだろうか。

中国
1.7ナイジェリア

5.4

（最高）
ニジェール
6.9

日本
1.4

（最低）
韓国
1.0

合計特殊出生率＊

（国・地域別）
（2018年）

5以上
4～5
3～4
2～3
2未満
資料なし 〔World Bank資料〕

＊1人の女性が一
生の間に産む子
どもの数の平均
値とみなせるも
ので，15～49歳
の女性の年齢
別出生率を合計
したもの

➡3 世界の乳児死亡率　
読み解き  乳児死亡率が高い地

域にはどのような特
とく

徴
ちょう

があるの
か，図1と比

ひ
較
かく

して考えよう。

日本
2

（最高）
中央アフリカ
84

ナイジェリア
76

スウェーデン
2

〔The State of the World’s Children 2019〕

＊出生児1000人
のうち，1歳未
満で亡くなる子
どもの数

1000人あたり
の乳児死亡数＊

（国・地域別）
（2018年）
70以上
50～70
25～50
10～25
10未満
資料なし

1 家族計画　家族の生活の安定などのために，
出産する子どもの数や時期を計画的に調整す
ること。発展途

と
上
じょう

国
こく

では，政府が政策的に家
族計画を奨

しょう
励
れい

している例もある。

2 一人っ子政策　1 組の夫
ふう

婦
ふ

の子どもを一人に
制限する中国の人口政策のこと。1979 年に始
められたが，この政策は見直され，現在は 3 人
まで子どもをもつことが認められるようになった。
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扌4 中国の人口ピラミッドの変化　
読み解き  一人っ子政策の実

じっ
施
し

によって，中
国の人口構成はどのように変化したのだろうか。

先進国の
人口問題

　　先進国では，出生率の低下と平均寿
じゅ

命
みょう

の伸
の

びによって，

少子化・高
こう

齢
れい

化
か

が進んでいる（図5・6）。高齢化が進む
と高齢者に比べて若

じゃく

年
ねん

者
しゃ

が少ない状態になるため，これまでのように若

年者が高齢者を支えるという社会のしくみを維
い

持
じ

することが難しくなる。

また，高齢者の生活を支えるための介
かい

護
ご

や医療の施
し

設
せつ

を増やしたり（写

真7），既
き

存
そん

の施設のバリアフリー化を進めたりする必要もある。さら

に若年者が減ることで，産業を支えてきた労働力も不足するようになる

ため，先進国では労働力としての移民の受け入れが進んでおり，文化的
な背景が異なる人々との共存という別の課題に直面している。

人口移動
と移民

　　人々はしばしば居住地を変える。そのような人々の動

きが人口移動であり，国内に限られる国内人口移動と国

境をまたぐ国際人口移動がある。このうち国際人口移動は，通信や移動

の手段が発達し，世界中にそれらのネットワークが張りめぐらされるこ

とで活発になっている。国際人口移動によって，生まれた国とは別の国

に住む移民は，その多くが仕事を求めて移動した人々とその家族である。

このため国際人口移動は，主に先進国や産油国などの就労機会が多い

国々へ向かう流れとなる。また移民のなかには，紛争や人権侵
しん

害
がい

といっ

た事情で生まれた国を離
はな

れ，難民として暮らす人々もいる（写真8）。

�➡ p.186

barrier-free

�➡ p.130

� ➡ p.95，143 � ➡ p.32

発展途上国の
人口問題

　　発展途
と

上
じょう

国
こく

の死亡率は，感
かん

染
せん

症
しょう

の流行や紛
ふん

争
そう

など

のため先進国より高いが，衛生状態の改善や医
い

療
りょう

の

普
ふ

及
きゅう

によって低下してきた。他方，多くの子どもをもつことを望ましい

とする考え方が根強く，妊
にん

娠
しん

・出産に関する情報が十分でないなど，発

展途上国の出生率は先進国より高い（図1）。このため，発展途上国では
出生率と死亡率の差が大きく，人口増加率が高い。その結果，経済の発

展が人口増加に追いつかず，食料や就労機会の不足などが生じている。

また，農村から都市に向かう国内人口移動も増え，急激な都市化の一因

になっている。多くの発展途上国では，高い人口増加率をもたらす出生

率を下げるために家族計画が奨
しょう

励
れい

されてきた（写真2）。しかし，家族計
画がうまく普及せずに出生率がなかなか下がらない国や，中国の一人っ
子政策のように政府主導の取り組みが功を奏したものの出生率が下がり
過ぎ，人口ピラミッドが つぼ型に変化している国もある（図4）。

� ➡ p.34 �➡p.186

�➡ p.34

�➡p.167

�➡p.174

�➡p.182

1

2

世界の中の日本

　日本は世界で最も高
こう

齢
れい

化
か

の進んだ国である。日本の高齢化は 1970
年代から進み始め，老年人口の割合は，わずか 24 年で 7％から 14％
に倍増した。このような急速な高齢化は出生率の低

てい
迷
めい

と関連している
ため，政府は高齢化や少子化への対応を本格化させていった。例えば，
介
かい

護
ご

保険制度によって社会で介護を支える しくみ をつくり，育児休業
の取得推

すい
奨
しょう

や保育所定
てい

員
いん

枠
わく

の増大などにより，社会で子育てを支える環
かん

境
きょう

の整備を進めている。しかし，より少ない労働力で多くの高齢者や子
どもを支えなければならないため，制度の整備や運用には課題も多い。

日本の人口問題
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扌 5  主な国の老年人口の割合の推移

➡7 老人ホームでくつろ
ぐ高

こう
齢
れい
者
しゃ
たち（スウェーデ

ン，ストックホルム）
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➡6 主な国の年少人口の
割合の推移　
読み解き  先進国では，高

こう

齢
れい

化
か

と合わせて少子化が進
行していることを，図5と
比
ひ

較
かく

しながら確認しよう。

扌8 難民キャンプの学校で授業を受けるロヒン
ギャ難民の子どもたち（バングラデシュ，2022 年）

世界の国別統計で人口の多い国
を調べよう。地図帳
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2 発展途上国と先進国の人口問題
発展途

と

上
じょう

国
こく

と先進国の人口問題には，どのような違
ちが

いがあるのだろうか。学習課題

確認 先進国の人口問題の特
とく

徴
ちょう

を，「少
子化」「高

こう

齢
れい

化
か

」の語句を用いて説明しよう。

深い学び 発展途
と

上
じょう

国
こく

の人口問題の解決
には何が必要なのだろうか。また，先進国
の高齢化にはどのような対策が必要なのだ
ろうか。

扌2 家族計画の普
ふ
及
きゅう
活動（ナイジェリア，カ

ノ）　女性たちがボランティアから子どもを産
む間

かん
隔
かく

を空けることの重要性を教わっている。

➡1 世界の合計特
とく
殊
しゅ
出生率　

読み解き  合計特殊出生率には，
発展途

と
上
じょう

国
こく

と先進国でどのような
違
ちが

いがみられるのだろうか。

中国
1.7ナイジェリア

5.4

（最高）
ニジェール
6.9

日本
1.4

（最低）
韓国
1.0

合計特殊出生率＊

（国・地域別）
（2018年）

5以上
4～5
3～4
2～3
2未満
資料なし 〔World Bank資料〕

＊1人の女性が一
生の間に産む子
どもの数の平均
値とみなせるも
ので，15～49歳
の女性の年齢
別出生率を合計
したもの

➡3 世界の乳児死亡率　
読み解き  乳児死亡率が高い地

域にはどのような特
とく

徴
ちょう

があるの
か，図1と比

ひ
較
かく

して考えよう。

日本
2

（最高）
中央アフリカ
84

ナイジェリア
76

スウェーデン
2

〔The State of the World’s Children 2019〕

＊出生児1000人
のうち，1歳未
満で亡くなる子
どもの数

1000人あたり
の乳児死亡数＊

（国・地域別）
（2018年）
70以上
50～70
25～50
10～25
10未満
資料なし

1 家族計画　家族の生活の安定などのために，
出産する子どもの数や時期を計画的に調整す
ること。発展途

と
上
じょう

国
こく

では，政府が政策的に家
族計画を奨

しょう
励
れい

している例もある。

2 一人っ子政策　1 組の夫
ふう

婦
ふ

の子どもを一人に
制限する中国の人口政策のこと。1979 年に始
められたが，この政策は見直され，現在は 3 人
まで子どもをもつことが認められるようになった。
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扌4 中国の人口ピラミッドの変化　
読み解き  一人っ子政策の実

じっ
施
し

によって，中
国の人口構成はどのように変化したのだろうか。

先進国の
人口問題

　　先進国では，出生率の低下と平均寿
じゅ

命
みょう

の伸
の

びによって，

少子化・高
こう

齢
れい

化
か

が進んでいる（図5・6）。高齢化が進む
と高齢者に比べて若

じゃく

年
ねん

者
しゃ

が少ない状態になるため，これまでのように若

年者が高齢者を支えるという社会のしくみを維
い

持
じ

することが難しくなる。

また，高齢者の生活を支えるための介
かい

護
ご

や医療の施
し

設
せつ

を増やしたり（写

真7），既
き

存
そん

の施設のバリアフリー化を進めたりする必要もある。さら

に若年者が減ることで，産業を支えてきた労働力も不足するようになる

ため，先進国では労働力としての移民の受け入れが進んでおり，文化的
な背景が異なる人々との共存という別の課題に直面している。

人口移動
と移民

　　人々はしばしば居住地を変える。そのような人々の動

きが人口移動であり，国内に限られる国内人口移動と国

境をまたぐ国際人口移動がある。このうち国際人口移動は，通信や移動

の手段が発達し，世界中にそれらのネットワークが張りめぐらされるこ

とで活発になっている。国際人口移動によって，生まれた国とは別の国

に住む移民は，その多くが仕事を求めて移動した人々とその家族である。

このため国際人口移動は，主に先進国や産油国などの就労機会が多い

国々へ向かう流れとなる。また移民のなかには，紛争や人権侵
しん

害
がい

といっ

た事情で生まれた国を離
はな

れ，難民として暮らす人々もいる（写真8）。
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発展途上国の
人口問題

　　発展途
と

上
じょう

国
こく

の死亡率は，感
かん

染
せん

症
しょう

の流行や紛
ふん

争
そう

など

のため先進国より高いが，衛生状態の改善や医
い

療
りょう

の

普
ふ

及
きゅう

によって低下してきた。他方，多くの子どもをもつことを望ましい

とする考え方が根強く，妊
にん

娠
しん

・出産に関する情報が十分でないなど，発

展途上国の出生率は先進国より高い（図1）。このため，発展途上国では
出生率と死亡率の差が大きく，人口増加率が高い。その結果，経済の発

展が人口増加に追いつかず，食料や就労機会の不足などが生じている。

また，農村から都市に向かう国内人口移動も増え，急激な都市化の一因

になっている。多くの発展途上国では，高い人口増加率をもたらす出生

率を下げるために家族計画が奨
しょう

励
れい

されてきた（写真2）。しかし，家族計
画がうまく普及せずに出生率がなかなか下がらない国や，中国の一人っ
子政策のように政府主導の取り組みが功を奏したものの出生率が下がり
過ぎ，人口ピラミッドが つぼ型に変化している国もある（図4）。
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世界の中の日本

　日本は世界で最も高
こう

齢
れい

化
か

の進んだ国である。日本の高齢化は 1970
年代から進み始め，老年人口の割合は，わずか 24 年で 7％から 14％
に倍増した。このような急速な高齢化は出生率の低

てい
迷
めい

と関連している
ため，政府は高齢化や少子化への対応を本格化させていった。例えば，
介
かい

護
ご

保険制度によって社会で介護を支える しくみ をつくり，育児休業
の取得推

すい
奨
しょう

や保育所定
てい

員
いん

枠
わく

の増大などにより，社会で子育てを支える環
かん

境
きょう

の整備を進めている。しかし，より少ない労働力で多くの高齢者や子
どもを支えなければならないため，制度の整備や運用には課題も多い。

日本の人口問題
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➡7 老人ホームでくつろ
ぐ高

こう
齢
れい
者
しゃ
たち（スウェーデ
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➡6 主な国の年少人口の
割合の推移　
読み解き  先進国では，高

こう

齢
れい

化
か

と合わせて少子化が進
行していることを，図5と
比
ひ

較
かく

しながら確認しよう。

扌8 難民キャンプの学校で授業を受けるロヒン
ギャ難民の子どもたち（バングラデシュ，2022 年）

世界の国別統計で人口の多い国
を調べよう。地図帳
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3 地域で異なる人口問題への取り組み
人口問題への取り組みは，インドとフランスでどのように異なるのだろうか。学習課題

節のまとめ 発展途
と
上
じょう
国
こく
と先進国では，人口問題とその対策にどのような違

ちが
いがあるのだろうか。

扌1 インドの州別出生率と主な州の識字率　 読み解き  出生数
が多い地域の識字率の傾

けい
向
こう

を，男女差にも着目してとらえよう。
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➡2 インドにお
ける都市と農村の
乳児死亡率の推移　
読み解き  都市と

農村の乳児死亡率
の違

ちが
いに着目しよ

う。1971 75 80 85 90 95 161505 102000 年
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乳児死亡数＊

〔インド政府資料〕

扌3 家族計画の普
ふ
及
きゅう
をよびかけ

る看板（インド，ニューデリー）

扌4 インドの人口ピラミッド　
読み解き  インドの人口ピラミッ

ドは，p.167 図5の何型だろうか。
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1 識字率　15 歳
さい

以上の人口のなかで，日常生
活の簡単な内容についての読み書きができる人
口の割合のこと。一

いっ
般
ぱん

に，その国の教育水準を
とらえる際の目安として用いられる。

扌5 読み書きを習う農村部の女性たち（イン
ド，ウッタル・プラデシュ州）　
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みなせるもので，15～49歳の女性の年齢別出生率
を合計したもの
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扌6 主な国の合計特
とく
殊
しゅ
出生率＊の推移　各国とも，1970 年代ごろまで

は第二次世界大戦後のベビーブームの影
えい

響
きょう

で合計特殊出生率が高かった。
扌7 自宅で幼児の面

めん
倒
どう
をみる保育ママ（フランス，パリ，2016 年） 

　写真の保育ママは 32 年間で 160 人以上の子どもを預かってきた。
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扌8 フランスの人口ピラミッド　
読み解き  p.167 図5の日本の

人口ピラミッドと比
ひ

較
かく

しよう。
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扌9 主な国における女性の年
ねん
齢
れい
別
べつ
就業率　

読み解き  子育て世代の 20 代〜 40 代に着
目して，日本とほかの国を比

ひ
較
かく

しよう。

扌10 フランスの主な保育サービス　フランスでは，在宅
での保育サービスが発達しており，なかでも認定保育マ
マは，保育需

じゅ
要
よう

の 7 割を担
にな

っているとされる。

在宅

一時託児所

無認定保育ママ

認定保育ママ：県政府に登録

家庭型保育所

保育所：施設型，親管理型など 幼稚園

保育学校施設
し せつ

就学前3歳2歳0歳

2 保育ママ　公的に登録された在宅での保育
サービス提供者のこと。認定保育ママは，利用
者が雇

こ
用
よう

し，賃金や社会保険料を負担するが，
この費用については公的な補助がある。

確認 発展途
と

上
じょう

国
こく

のインドと先進国の
フランスが抱

かか

える人口問題には，どのよう
な違

ちが

いがあるのだろうか。

深い学び インドとフランスでは，人口
問題を解決するために，どのような取り組
みが行われているのか説明しよう。

扌11 カーゴ付きの自転車で子どもを送
そう
迎
げい
する

父親（フランス，トゥールーズ，2018 年）

フランスでの人口増加
維持の取り組み

　　6000 万を超
こ

える人口をもつフランスは，

早くに人口転
てん

換
かん

が終わり高
こう

齢
れい

化
か

も進んでい

るが，その人口ピラミッドは釣
つり

鐘
がね

型
がた

で（図8），日本のようなつぼ型にはなっ
ていない。その一因として，子どもをもつことを社会的に支

し

援
えん

する家族
政策が整備され，出生率の低下に歯止めがかかっていることがある（図6）。
家族政策の内容は幅

はば

広
ひろ

く，例えば子育て世帯に対する現金給付や保育費

用の控
こう

除
じょ

などの税制上の優
ゆう

遇
ぐう

では，子どもの数が多いほど有利になる し

くみ になっている。また，乳幼児の保育については保育所や保育ママ 

が整備され，子育て世帯の仕事と家庭生活の両立を支えている（写真7，
図10）。さらに，父親の出産休

きゅう

暇
か

制度も整備され，取得率も高い。ほか

にも，妊
にん

娠
しん

と出産にかかる費用は原則無料で，3人以上の子どものいる

世帯では鉄道や公共施
し

設
せつ

などで割引を受けられる しくみ もある。

　他方で，高齢化の進行に伴
ともな

って国内の産業に従事する労働力は不足し

がちであり，国外から多くの移民を受け入れている。新たに移民として

入ってきた人々だけでなく，かつての移民の子孫も含
ふく

め，フランス国内

には多様な文化的背景をもつ人々が暮らす。そのような多様な人々の存

在は，社会的な対立につながることがあり，共存の道が模
も

索
さく

されている。

（2018年）
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インドでの人口増加
抑制の取り組み

　　インドの人口はおよそ 13億で，中国に次

いで世界第 2位である。インドでは 20世紀

後半に急激な人口増加を記録した。この間に食料生産が増加し，経済発

展も進んだが，貧
ひん

富
ぷ

の差が大きく，十分な食料を得られない人々も多い

ため，栄養不足の人口の割合は比
ひ

較
かく

的
てき

高い。

　インド政府は，1960 年代から家族計画の普
ふ

及
きゅう

に努めてきた（写真3）。
その成果もあって現在では出生率が低下し，以前よりも人口増加の勢い

は緩
ゆる

やかになった。しかし，図1でインドの出生率の地域差をみると，
南部では低いのに対し，北部では高い。このような地域差には，教育の

普及の程度を表す識字率や，貧富の差などが関係している。特に子ども
が労働力と考えられている農村部では，子どもをたくさんもつという考

え方を変えることは容易ではない。家族計画は人々の価値観とも関わる

ため，その普及にあたっては慎
しん

重
ちょう

に進めることが大切である。女性の識

字率の向上は，家族計画の普及のみならず，国の経済発展にも影
えい

響
きょう

を及
およぼ

すため，成人女性のための読み書き教室を開設する活動などが行われて

いる（写真5）。また，子どもに登校を促
うなが

すために給食を無料で提供する

取り組みも，政府や NGOなどによって進められている。

（2018年）
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節のまとめ 発展途
と
上
じょう
国
こく
と先進国では，人口問題とその対策にどのような違

ちが
いがあるのだろうか。

扌1 インドの州別出生率と主な州の識字率　 読み解き  出生数
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➡2 インドにお
ける都市と農村の
乳児死亡率の推移　
読み解き  都市と

農村の乳児死亡率
の違
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いに着目しよ
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扌3 家族計画の普
ふ
及
きゅう
をよびかけ

る看板（インド，ニューデリー）

扌4 インドの人口ピラミッド　
読み解き  インドの人口ピラミッ

ドは，p.167 図5の何型だろうか。
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以上の人口のなかで，日常生
活の簡単な内容についての読み書きができる人
口の割合のこと。一
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般
ぱん

に，その国の教育水準を
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扌6 主な国の合計特
とく
殊
しゅ
出生率＊の推移　各国とも，1970 年代ごろまで

は第二次世界大戦後のベビーブームの影
えい

響
きょう

で合計特殊出生率が高かった。
扌7 自宅で幼児の面

めん
倒
どう
をみる保育ママ（フランス，パリ，2016 年） 

　写真の保育ママは 32 年間で 160 人以上の子どもを預かってきた。
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扌8 フランスの人口ピラミッド　
読み解き  p.167 図5の日本の

人口ピラミッドと比
ひ

較
かく

しよう。
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扌9 主な国における女性の年
ねん
齢
れい
別
べつ
就業率　

読み解き  子育て世代の 20 代〜 40 代に着
目して，日本とほかの国を比

ひ
較
かく

しよう。

扌10 フランスの主な保育サービス　フランスでは，在宅
での保育サービスが発達しており，なかでも認定保育マ
マは，保育需

じゅ
要
よう

の 7 割を担
にな

っているとされる。

在宅

一時託児所

無認定保育ママ

認定保育ママ：県政府に登録

家庭型保育所

保育所：施設型，親管理型など 幼稚園

保育学校施設
し せつ

就学前3歳2歳0歳

2 保育ママ　公的に登録された在宅での保育
サービス提供者のこと。認定保育ママは，利用
者が雇

こ
用
よう

し，賃金や社会保険料を負担するが，
この費用については公的な補助がある。

確認 発展途
と

上
じょう

国
こく

のインドと先進国の
フランスが抱

かか

える人口問題には，どのよう
な違

ちが

いがあるのだろうか。

深い学び インドとフランスでは，人口
問題を解決するために，どのような取り組
みが行われているのか説明しよう。

扌11 カーゴ付きの自転車で子どもを送
そう
迎
げい
する

父親（フランス，トゥールーズ，2018 年）

フランスでの人口増加
維持の取り組み

　　6000 万を超
こ

える人口をもつフランスは，

早くに人口転
てん

換
かん

が終わり高
こう

齢
れい

化
か

も進んでい

るが，その人口ピラミッドは釣
つり

鐘
がね

型
がた

で（図8），日本のようなつぼ型にはなっ
ていない。その一因として，子どもをもつことを社会的に支

し

援
えん

する家族
政策が整備され，出生率の低下に歯止めがかかっていることがある（図6）。
家族政策の内容は幅

はば

広
ひろ

く，例えば子育て世帯に対する現金給付や保育費

用の控
こう

除
じょ

などの税制上の優
ゆう

遇
ぐう

では，子どもの数が多いほど有利になる し

くみ になっている。また，乳幼児の保育については保育所や保育ママ 

が整備され，子育て世帯の仕事と家庭生活の両立を支えている（写真7，
図10）。さらに，父親の出産休

きゅう

暇
か

制度も整備され，取得率も高い。ほか

にも，妊
にん

娠
しん

と出産にかかる費用は原則無料で，3人以上の子どものいる

世帯では鉄道や公共施
し

設
せつ

などで割引を受けられる しくみ もある。

　他方で，高齢化の進行に伴
ともな

って国内の産業に従事する労働力は不足し

がちであり，国外から多くの移民を受け入れている。新たに移民として

入ってきた人々だけでなく，かつての移民の子孫も含
ふく

め，フランス国内

には多様な文化的背景をもつ人々が暮らす。そのような多様な人々の存

在は，社会的な対立につながることがあり，共存の道が模
も

索
さく

されている。

（2018年）
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インドでの人口増加
抑制の取り組み

　　インドの人口はおよそ 13億で，中国に次

いで世界第 2位である。インドでは 20世紀

後半に急激な人口増加を記録した。この間に食料生産が増加し，経済発

展も進んだが，貧
ひん

富
ぷ

の差が大きく，十分な食料を得られない人々も多い

ため，栄養不足の人口の割合は比
ひ

較
かく

的
てき

高い。

　インド政府は，1960 年代から家族計画の普
ふ

及
きゅう

に努めてきた（写真3）。
その成果もあって現在では出生率が低下し，以前よりも人口増加の勢い

は緩
ゆる

やかになった。しかし，図1でインドの出生率の地域差をみると，
南部では低いのに対し，北部では高い。このような地域差には，教育の

普及の程度を表す識字率や，貧富の差などが関係している。特に子ども
が労働力と考えられている農村部では，子どもをたくさんもつという考

え方を変えることは容易ではない。家族計画は人々の価値観とも関わる

ため，その普及にあたっては慎
しん

重
ちょう

に進めることが大切である。女性の識

字率の向上は，家族計画の普及のみならず，国の経済発展にも影
えい

響
きょう

を及
およぼ

すため，成人女性のための読み書き教室を開設する活動などが行われて

いる（写真5）。また，子どもに登校を促
うなが

すために給食を無料で提供する

取り組みも，政府や NGOなどによって進められている。

（2018年）
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具体事例をもとに
地球的課題を考察する構成

● 発展途上国と先進国など，立場や環境の異なる
複数の具体事例を掲載。

● 随所に掲載されている日本の事例のコラムで，
日本と比較しながら考察を深めることができる。

日本の人口問題を紹介。
日本と世界の共通点と相違点がわかる。

対比的なレイアウトでインドの事例
とフランスの事例を比較しやすい。

頁 タイトル
p.151 　環境を保護する日本の取り組み

p.161 　エネルギーの地産地消　

p.169 　日本の人口問題

p.175 　食料の安定供給に向けた取り組み

p.183 　三大都市圏に人口が集中している日本

●地球的課題に関連する「世界の中の日本」コラム
!

特色
２ 国際協力の視点から社会 づくりを考える「地球的課題」

⬇教科書 p.168-169

⬇教科書 p.170-171

12 13

特
色
２



❹
持続可能な社会づくりに向けて すべての人に質の高い教育を普

ふ
及
きゅう
させることは，持続可

能な社会をつくるうえで最も効果的な手段の一つである。
世界の教育環

かん
境
きょう
にはどのような課題があり，質の高い教

育を普及させるためには，どのような取り組みが必要な
のだろうか。ここでは，4節「人口問題」の学習内容を生
かして，質の高い教育の普及について考えよう。

探究
課題

教育の普及について考えよう�
質の高い教育を普及させるための取り組み

子どもたちが学校に通える環境を整えるために必要なこと2

教育をめぐる世界の現状1

質の高い教育の普及を援助する日本の国際協力3

TRY
1   すべての人に質の高い教育を普

ふ

及
きゅう

させることは，
S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

における 17 の目標のうち，どの目標の
解決に結び付くのだろうか。関連すると考えら
れる目標を赤色で囲もう。

2   世界の教育の現状について， 1の事例からとら
えよう。

3   2と 3の事例から，教育に関連した SDGs の目
標を達成するために，日本が協力できることや
私たちが取り組めることは何か考えよう。

　15 歳以上の人口のなかで，日常生活で使
う簡単な文章を読み書きできる人口がどのく
らいいるのかを表すのが，識字率（→ p.170）
である（図1）。識字率は，小学校段階の教育
がどのくらい普

ふ

及
きゅう

しているのかということと
関連しており，国や地域による差が大きい。
識字率が高いのは，日本をはじめ，欧

おう

米
べい

など
の先進国である。一方，アフリカや南アジア
などの発展途

と

上
じょう

国
こく

では識字率は低い。発展途
上国では，貧しい家計を助けるために多くの
子どもたちが労働に従事しており（図2，写
真3），働くために学校に通えない子どもが
多いことが問題となっている。
　日本では，1970 年代半ばごろには約 9 割
の人が高校へ通うようになり，大学への進学
率も一気に上がった。1990 年代以降は幅

はば

広
ひろ

い知識や高い専門性が求められるようになり，
女性の大学進学率も高まっている（図4）。

➡2 地域別にみた
児童労働者数
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1074655

62082847

72113154
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危険有害労働者数

児童労働者数

＊1

＊2

＊1 児童の健康や安全，道徳を害する恐れのある労働。
＊2 就業最低年齢（原則15歳）を下回る児童が行う労働。 （2016年）〔ILO資料〕

（最低）
チャド
22％

ケニア
79％

アフガニスタン
32％

マラウイ
62％

＊識字率が99％以上と推定される国
などでは，調査が行われていない。〔UNESCO Institute of Statistics〕
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識字率（2017年）

扌1 世界の識字率　
読み解き  識字率が低い国

は，どの地域に集中してい
るのだろうか。

➡3 日干しれんが
づくりをする子ども
たち（アフガニスタ
ン，カブール）　貧
しい家庭が多いア
フガニスタンでは，
子どもも収入を得
るための労働力と
考える家庭が今な
お多い。

19年1510052000

女性

959085807570651960
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〔文部科学省資料〕

扌4 日本の男女別大学進学率の推移
読み解き  女性の大学進学率が高まった背景には，どのよ

うなことがあるのだろうか。

　小学校に通えない子どもの数は，図7のように減少傾
けい

向
こう

にある。
しかし，地域によっては，依

い

然
ぜん

として小学校に通えない子どもの
数が多い所もある。例えば，サハラ以南アフリカでは子どもの約
5 人に 1 人，西アジアおよび南アジアでは子どもの約 10 人に 1
人が小学校に通うことができていない。
　このような状

じょう

況
きょう

の改善には，紛
ふん

争
そう

の解決や国内の治安の改善，
教室などの教育を受けるための施

し

設
せつ

の整備など，学校に通うため
の社会環

かん

境
きょう

づくりが必要である。そこで，生活水準の向上，学校
給食の普

ふ

及
きゅう

のような，子どもを学校に通わせたくなる しくみ づ
くりが，国連や NGO（→ p.147）などによって行われている。扌5 屋外で授業を受ける子どもたち（マラウイ，2015 年）　教室の

設備は黒板だけで，子どもは土の地面に じかに座っている。

➡6 学校給食プログラムで給
食を食べるスラムの小学校の子
どもたち（ケニア，ナイロビ）
　国連世界食

しょく
糧
りょう

計画（WFP）で
は，学校で毎日栄養価の高い給
食を提供する取り組みを，アフ
リカなどの国々を中心に実

じっ
施
し

し
ている。この取り組みによって，
子どもたちの通学頻

ひん
度
ど

が高まり，
教育水準も向上することが期待
されている。

その他の地域（女子）

その他の地域（男子）

南アジア（女子）

南アジア（男子）

サハラ以南アフリカ（女子）

サハラ以南アフリカ（男子）

万人
12000

10000

8000

6000

4000
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0
1980 85 90 95 2000 05 10 15 年17

〔UNESCO Institute of Statistics〕

扌7 小学校に通えない子どもの数の推移
読み解き  地域による違

ちが
いに着目しよう。

　アジアやアフリカなどの発展途
と

上
じょう

国
こく

では，一
いっ

般
ぱん

的
てき

に男性よりも女性のほうが教育
を受ける機会に乏

とぼ

しい。そのため，日本政府はこれらの国々で NGO などを支
し

援
えん

することで，十分な教育を受けられず，貧しい生活環
かん

境
きょう

におかれている女性たちに
教育を受ける機会を設け，貧

ひん

困
こん

から抜
ぬ

け出すための手助けを行っている（写真8，
図9）。このような取り組みは，女性自身の人生を豊かにするだけでなく，次世代
の子どもたちへの貧困の連

れん

鎖
さ

を防ぐことにもなる。また，教育を普
ふ

及
きゅう

させるために
は，教育を担

にな

う教員が必要となるため，小学校の教員などの人材を養成するための
取り組みも進められている（写真10）。

扌8 日本から送られたミシンで縫
ほう
製
せい
の職業訓練を

受ける女性（フィリピン）　女性が経済的に自立す
るための技能教育が NGO によって行われている。

➡ 10 日本の国際協
力機構（J

ジャイカ
ICA）が支

し
援
えん

している小学校教員
養成のための学校

（カンボジア，2019
年）　子どもたちの
教育を支える教員を
養成するため，各国
で施

し
設
せつ

の建設や技術
協力が進められてい
る。

➡9 NGOの活動に対する
日本政府の資金援

えん
助
じょ
の内訳

読み解き  どのような分野
に力が入れられているのだ
ろうか。 （2018年度）〔外務省資料〕

合計
50億4672
万円

その他 3.4通信・運輸 3.5
水 4.2

平和構築 4.3
地雷・不発弾
処理

防災
9.7
農林業
14.5 医療・保健

19.9

じ らい　 ふ はつだん

い りょう

教育・
人づくり
　32.3％8.2
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持続可能な社会づくりに向けて すべての人に質の高い教育を普
ふ
及
きゅう
させることは，持続可

能な社会をつくるうえで最も効果的な手段の一つである。
世界の教育環

かん
境
きょう
にはどのような課題があり，質の高い教

育を普及させるためには，どのような取り組みが必要な
のだろうか。ここでは，4節「人口問題」の学習内容を生
かして，質の高い教育の普及について考えよう。

探究
課題

教育の普及について考えよう�
質の高い教育を普及させるための取り組み

子どもたちが学校に通える環境を整えるために必要なこと2

教育をめぐる世界の現状1

質の高い教育の普及を援助する日本の国際協力3

TRY
1   すべての人に質の高い教育を普

ふ

及
きゅう

させることは，
S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

における 17 の目標のうち，どの目標の
解決に結び付くのだろうか。関連すると考えら
れる目標を赤色で囲もう。

2   世界の教育の現状について， 1の事例からとら
えよう。

3   2と 3の事例から，教育に関連した SDGs の目
標を達成するために，日本が協力できることや
私たちが取り組めることは何か考えよう。

　15 歳以上の人口のなかで，日常生活で使
う簡単な文章を読み書きできる人口がどのく
らいいるのかを表すのが，識字率（→ p.170）
である（図1）。識字率は，小学校段階の教育
がどのくらい普

ふ

及
きゅう

しているのかということと
関連しており，国や地域による差が大きい。
識字率が高いのは，日本をはじめ，欧

おう

米
べい

など
の先進国である。一方，アフリカや南アジア
などの発展途

と

上
じょう

国
こく

では識字率は低い。発展途
上国では，貧しい家計を助けるために多くの
子どもたちが労働に従事しており（図2，写
真3），働くために学校に通えない子どもが
多いことが問題となっている。
　日本では，1970 年代半ばごろには約 9 割
の人が高校へ通うようになり，大学への進学
率も一気に上がった。1990 年代以降は幅

はば

広
ひろ

い知識や高い専門性が求められるようになり，
女性の大学進学率も高まっている（図4）。

➡2 地域別にみた
児童労働者数

80000 2000 4000 6000 万人

中東

南北アメリカ

アジア太平洋

アフリカ

ヨーロッパ・
中央アジア 553

535
1074655

62082847

72113154

116
62

危険有害労働者数

児童労働者数

＊1

＊2

＊1 児童の健康や安全，道徳を害する恐れのある労働。
＊2 就業最低年齢（原則15歳）を下回る児童が行う労働。 （2016年）〔ILO資料〕

（最低）
チャド
22％

ケニア
79％

アフガニスタン
32％

マラウイ
62％

＊識字率が99％以上と推定される国
などでは，調査が行われていない。〔UNESCO Institute of Statistics〕
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識字率（2017年）

扌1 世界の識字率　
読み解き  識字率が低い国

は，どの地域に集中してい
るのだろうか。

➡3 日干しれんが
づくりをする子ども
たち（アフガニスタ
ン，カブール）　貧
しい家庭が多いア
フガニスタンでは，
子どもも収入を得
るための労働力と
考える家庭が今な
お多い。
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〔文部科学省資料〕

扌4 日本の男女別大学進学率の推移
読み解き  女性の大学進学率が高まった背景には，どのよ

うなことがあるのだろうか。

　小学校に通えない子どもの数は，図7のように減少傾
けい

向
こう

にある。
しかし，地域によっては，依

い

然
ぜん

として小学校に通えない子どもの
数が多い所もある。例えば，サハラ以南アフリカでは子どもの約
5 人に 1 人，西アジアおよび南アジアでは子どもの約 10 人に 1
人が小学校に通うことができていない。
　このような状

じょう

況
きょう

の改善には，紛
ふん

争
そう

の解決や国内の治安の改善，
教室などの教育を受けるための施

し

設
せつ

の整備など，学校に通うため
の社会環

かん

境
きょう

づくりが必要である。そこで，生活水準の向上，学校
給食の普

ふ

及
きゅう

のような，子どもを学校に通わせたくなる しくみ づ
くりが，国連や NGO（→ p.147）などによって行われている。扌5 屋外で授業を受ける子どもたち（マラウイ，2015 年）　教室の

設備は黒板だけで，子どもは土の地面に じかに座っている。

➡6 学校給食プログラムで給
食を食べるスラムの小学校の子
どもたち（ケニア，ナイロビ）
　国連世界食

しょく
糧
りょう

計画（WFP）で
は，学校で毎日栄養価の高い給
食を提供する取り組みを，アフ
リカなどの国々を中心に実

じっ
施
し

し
ている。この取り組みによって，
子どもたちの通学頻

ひん
度
ど

が高まり，
教育水準も向上することが期待
されている。

その他の地域（女子）

その他の地域（男子）

南アジア（女子）

南アジア（男子）

サハラ以南アフリカ（女子）

サハラ以南アフリカ（男子）

万人
12000

10000

8000

6000

4000

2000
0
1980 85 90 95 2000 05 10 15 年17

〔UNESCO Institute of Statistics〕

扌7 小学校に通えない子どもの数の推移
読み解き  地域による違

ちが
いに着目しよう。

　アジアやアフリカなどの発展途
と

上
じょう

国
こく

では，一
いっ

般
ぱん

的
てき

に男性よりも女性のほうが教育
を受ける機会に乏

とぼ

しい。そのため，日本政府はこれらの国々で NGO などを支
し

援
えん

することで，十分な教育を受けられず，貧しい生活環
かん

境
きょう

におかれている女性たちに
教育を受ける機会を設け，貧

ひん

困
こん

から抜
ぬ

け出すための手助けを行っている（写真8，
図9）。このような取り組みは，女性自身の人生を豊かにするだけでなく，次世代
の子どもたちへの貧困の連

れん

鎖
さ

を防ぐことにもなる。また，教育を普
ふ

及
きゅう

させるために
は，教育を担

にな

う教員が必要となるため，小学校の教員などの人材を養成するための
取り組みも進められている（写真10）。

扌8 日本から送られたミシンで縫
ほう
製
せい
の職業訓練を

受ける女性（フィリピン）　女性が経済的に自立す
るための技能教育が NGO によって行われている。

➡ 10 日本の国際協
力機構（J

ジャイカ
ICA）が支

し
援
えん

している小学校教員
養成のための学校

（カンボジア，2019
年）　子どもたちの
教育を支える教員を
養成するため，各国
で施

し
設
せつ

の建設や技術
協力が進められてい
る。

➡9 NGOの活動に対する
日本政府の資金援

えん
助
じょ
の内訳

読み解き  どのような分野
に力が入れられているのだ
ろうか。 （2018年度）〔外務省資料〕

合計
50億4672
万円

その他 3.4通信・運輸 3.5
水 4.2

平和構築 4.3
地雷・不発弾
処理

防災
9.7
農林業
14.5 医療・保健

19.9

じ らい　 ふ はつだん

い りょう

教育・
人づくり
　32.3％8.2

172 173

2
部
1
章

地
球
的
課
題
と
国
際
協
力

2
部
2
章

国際協力が見える
特設「持続可能な社会づくりに向けて」

● 地図やグラフ，写真などの資料や解説文の読み解きを通して，
　地球的課題への理解を深めることができる。
● 日本の国際協力の取り組みをもとに，自分自身の行動を考えることができる。

教育の普及について，
SDGsの17の目標を意
識して考えることができ
る。

日本の国際協力の事例
を通して，地球的課題
の解決に向けた自分自
身の行動を考えること
ができる。

頁 タイトル
p.148-149 　SDGsについて学ぼう

p.156-157 　海洋汚染について考えよう

p.164-165 　水の利用について考えよう

p.172-173 　教育の普及について考えよう

p.178-179 　食料生産について考えよう

p.186-187 　感染症の予防について考えよう

p.216-217 　自然災害による被害を減らそう

●「持続可能な社会づくりに向けて」一覧
!

＊教科書p.156〜の6テーマでは日本の国際協力の事例を掲載しています。

特色
２ 国際協力の視点から社会 づくりを考える「地球的課題」

⬇教科書 p.172-173

14 15

特
色
２



5

10

5

10

地震　マグニチュード（M）　震度　海溝型地震　津波　活断層　直下型地震　震災　液状化現象　二次災害Key Words

2節
節の主題 変動帯に位置する日本は，数多くの地

じ

震
しん

によってさまざまな被
ひ

害
がい

を受けてきた。地震や津
つ

波
なみ

は，どのような被害
をもたらすのだろうか。また，地震や津波の発生に備えて，どのような取り組みが必要なのだろうか。

1 地震・津波による災害
地
じ

震
しん

・津
つ

波
なみ

による災害は，地域によってどのような違
ちが

いが生じるのだろうか。学習課題

確認 海
かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん

と直下型地震の違
ちが

い
を説明しよう。

深い学び 震災による被
ひ

害
がい

は，都市と農
村でどのように異なるのだろうか。

地震・津波と防災地震・津波と防災

扌3 長野県北部地
じ
震
しん
によって地表に現れた断

層（長野県，白
はく

馬
ば

村
むら

，2014 年）

1 マグニチュード（M）　地
じ

震
しん

の規模を表す値
のこと。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。

2 震
しん
度
ど

　各地点の揺
ゆ

れの大きさを示す指標の
こと。日本では，震度は 0 から 7 までの数字
で決められ，そのうち，震度 5 と 6 は弱と 強
の二つに分かれており，計 10 段階で示される。

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〕
➡1 主な地

じ
震
しん
の震源と活断層

読み解き  規模の大きな地震はどこで発生しやすいのだろうか。

扌2 主な地
じ
震
しん
の震源の深さ（模式図）

読み解き  直下型地震と海
かい

溝
こう

型
がた

地震の震源の深さには，どの
ような違

ちが
いがみられるのだろうか。

●
●
●
●●●
●●●
●
●●● ●
●●●● ● ●

●●●
●●

● ● ●●
● ●●

●●
●●

●
●●

● ●
●
●

●
●

●
●
●
●● ●●

●

● ● ●●●
● ●

●

●
● ●

●
●

●
●●

●
●

●
● ● ●

●
●

●

●
●

●●
●●

●
●
●

●●●●●●
●●
●

●●
●
●

●

●
●

●
●

●
● ●

●
●●

●
●

●

●

●
●
●●●

●
● ●

●

●●
●●●
●●

●
●●●●●●●

●●●●
●
●●
●
● ●●

●
●
●

●
●
●
●
●●
●●
●●●●

●●●●●●●●● ●
●
●
●●
●
●
●

●
●●●

●●

●●
●●●●
●●

●

● ●
●● ●

●●
●
●●
●●
●●

●

● ●
●
●●●
●
●● ●
●●
●●
●●

●●
●

●
●●

●●

●

●●●
●●
●
●●●
●
●●●●

●
●●

●●●
●●●

●●●●●
●

●●●●
●
●

●
●

●

● ●

●

●
● ●
●

●

●●●●
●●●●

●●●●
●●● ●●●
●●
●
●●

●●
●
●

●
●
●
●●●●

●●
●

●

●
●

●

●● ●● ● ●
●●●●

●●●●
●●●

● ●●● ●

●

●

● ● ● ●
●

●

● ●●●●●●
●

●

●
● ●

●●●
●
●●●

●●
●●
●●
●●●
●●●

●
●
● ● ●

●●
●
● ●●●●
●
●
●

●

●

●
●●●

●
●●

● ●●●●
●

●

● ●●●● ●
●

●●● ●
●● ●

●●●
●●
●●●● ●●

● ●
● ●●

●●●●
●●●

●

●
●

●●

●●●●
●●●●

●●

● ●●●●
●●●●●●●●

●
●●

●
●

●●

●●●
●●

●●
●●

●

●●●●

●

● ●
● ●

●●●
●●
● ●

●●●●●
●● ●
●●
●●
●●
●
● ●

●●
●
● ●●

●● ●●
●
●●
●●
●
●●●

●
●●●
●●●●

●●●
●●●
●

●
●
●
●●●

●●●●●

●

●●
●

●●
●

●
●

●●
●●●●

●
●●●

●●
●

●●
●●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●●
●

●

●● ●
●●

●● ●

活断層
主な地震の
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〕

先
人の知恵

　岩手県宮
みや

古
こ

市は，津
つ

波
なみ

による被
ひ

害
がい

を繰
く

り返し受けてきた。市内にある姉
あね

吉
よし

地区の山あ
いの道路沿いには，写真4のような石

せき
碑
ひ

が立っている。これは，1933 年に発生した昭
和三陸沖地

じ
震
しん

の際の津波被害を教訓につくられた。「此
こ

処
こ

より下に家を建てるな」と記
されており，その先人の教えを守って高台に集落を築いたこの地区では，2011 年の東
北地方太平洋沖地震の際には，津波の被害に遭

あ
わずに済んだ。国土地理院では，このよ

うな災害教訓の伝承の貢
こう

献
けん

度
ど

を踏
ふ

まえ，2019 年から自然災害伝承碑の情報を地理院
地図や地形図などに掲

けい
載
さい

し（→ p.14），過去の自然災害の教訓を生かした的確な防災行
動による被害の軽減をよびかけている。

過去の教訓を残す自然災害伝
で ん

承
しょう

碑
ひ

➡ 4  大
おお
津
つ
波
なみ
記
き
念
ねん
碑
ひ
（岩手県，宮

みや
古
こ

市）

扌5 土
ど
砂
しゃ
に飲み込

こ
まれた住居や農地（北海道，厚

あつ
真
ま

町
ちょう

，2018 年）
読み解き  写真5〜7から，地域によって地

じ
震
しん

災害に違
ちが

いがあることに着目しよう。

扌6 液状化現象による家
か
屋
おく
や道路の損

そん
壊
かい
（北海

道，札
さっ

幌
ぽろ

市，2018 年）

扌7 地
じ
震
しん
が原因で停車した電車を降りて線路を

歩く人々（兵庫県，神
こう

戸
べ

市，2018 年）

3 液状化現象　水分を多く含
ふく

んだ軟
なん

弱
じゃく

な地
じ

盤
ばん

が，地
じ

震
しん

の揺
ゆ

れによって液体のようになる現象
のこと。建物や構造物が沈

ちん
下
か

したり，砂が吹
ふ

き
上がったりする。三

さん
角
かく

州
す

や旧河道，埋
うめ

立
たて

地
ち

など
で発生しやすい。

4 ライフライン　生活や生命の維
い

持
じ

に必要な
電気やガス，水道，交通，通信などの設備のこ
と。

地域で異なる
震災の被害

　　地震は建物の倒
とう

壊
かい

や津波のほかにもさまざまな災

害（震災）を引き起こす。震災は地形や地盤などの自
然条件や，都市か農村かといった社会条件によっても異なる。山間部で

は土
ど

砂
しゃ

災害が発生しやすく，河
か

川
せん

の流域では堤
てい

防
ぼう

の決
けっ

壊
かい

によって洪
こう

水
ずい

が

発生することもある。地盤が軟
なん

弱
じゃく

な場所では，地震の揺れが大きくなっ

たり，液状化現象が発生したりすることがある（写真6）。沿岸部では津
波による災害が発生する場合もある。また，都市では火災の発生やライ

フラインの断絶などの二次災害が発生しやすい。2018 年の北海道胆
い

振
ぶり

東部地震の際には，山間部で崖
がけ

崩
くず

れや地すべりが多発し（写真5），道路
が寸断されて集落が孤

こ

立
りつ

した。また，発電所が破損し，道内のほぼ全域

で停電が発生した。停電に伴
ともな

い水道やガスが止まり，鉄道も運転を見合

わせるなど，経済活動への影響も大きなものになった。

3

�➡p.196

4

地震の種類と
特徴

　　変動帯に位置する日本は，世界的にみても特に地
じ

震
しん

の多い地域である（図1）。地震はプレートの沈
しず

み

込
こ

みや衝
しょう

突
とつ

で生じる力により，プレート境界に徐
じょ

々
じょ

に蓄
ちく

積
せき

されたひずみが，

一気に解放されるときに発生する。地震の規模はマグニチュード（M）で
表され，各地点の揺

ゆ

れの大きさは震度で示される。通常，震源から遠ざ
かるにつれて震度は小さくなる。また，地

じ

盤
ばん

の質の違
ちが

いによっても震度

の大きさは異なる。日本列島の太平洋沖に分布する千島・カムチャツカ

海
かい

溝
こう

，日本海溝，相
さ が み

模トラフ，南海トラフ，南西諸島海溝などに沿う場

所では，プレート境界にたまった ひずみ が解放されると，非常に規模

の大きな海溝型地震が発生する（図2）。海溝型地震では，津
つ

波
なみ

が発生し

て海岸地域に甚
じん

大
だい

な被
ひ

害
がい

をもたらすことがある。一方，内陸部の活断層
がずれ動いて発生する地震は，人の住む土地の直下で発生することから

直下型地震とよばれる。直下型地震は規模が小さくても，震源に近い都
市に大きな被害をもたらす。

� ➡ p.47 �➡ p.49

�➡ p.47

magnitude 1

2
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�➡p.198 QR動画
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部
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地震が発生

海洋プレ
ート

津波

大陸プレート

➡ 4  津
つ
波
なみ
のしくみ QR動画

■地震のしくみ

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

とう
，2018年）

■津波のしくみ

　津
つ
波
なみ
は，海溝型地震の発生に伴

ともな
う大陸プレートの跳ね

上がりによって，海底が隆
りゅう
起
き
したり沈

ちん
降
こう
したりすること

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

くず
れ，

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

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

➡1  海
かい
溝
こう
型
がた
地
じ
震
しん
のしくみ

①海
かい

溝
こう

型
がた

地
じ

震
しん
　海洋プレートが沈

しず
み込むと，大陸プレートも引きずられて ひずみ がたまり，限界に

達すると，大陸プレートが跳
は
ね上がって地震が発生する。巨

きょ
大
だい
地震はこのタイプが多い。

深める 地震や津波が発生するしくみ

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。

➡2  直下型地
じ
震
しん
のしくみ

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

198

災害発生のメカニズムがわかる
模式図と解説

● 地震や津波，火山の噴火，台風などについて，
災害発生のメカニズムを視覚的にイメージでき
る模式図を多数掲載。

模式図によって，地震の
しくみが視覚的にイメー
ジできる。

直下型地震と海溝型地震の震源の深さの違いがわかる。

丁寧な解説と迫力ある模式
図によって，津波のしくみ
がよくわかる。

頁 タイトル
p.194 　主な地震の震源の深さ

p.198
　海溝型地震
　直下型地震
　津波のしくみ

p.200 　火山の恵みと火山災害

p.204 　噴火のしくみ
　カルデラの形成

p.206 　さまざまな気象災害

p.208 　都市で洪水が起こるしくみとその対策

p.210 　台風の構造
　線状降水帯の模式図

●「防災」単元の主な模式図
!

特色
３ 災害発生のメカニズム から対策まで学べる「防災」

⬇教科書 p.194 ⬇教科書 p.198
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防災ゲーム 「クロスロード」の活用20

C

B

A

（2020年2月閲覧）〔重ねるハザードマップ〕

1.0m以上3.0m未満
0.5m以上1.0m未満
0.3m以上0.5m未満
0.01m以上0.3m未満

20.0m以上
10.0m以上20.0m未満
5.0m以上10.0m未満
3.0m以上5.0m未満

津波浸水深＊ ＊南海トラフでのM9.1の地震を想定扌 4  「重ねるハザードマップ」でみた高知県黒
くろ
潮
しお
町
ちょう
の周辺（左）と同じ場所の津

つ

波
なみ
浸
しん
水
すい
想定（右）　左の地形図に津波浸水想定を重ね合わせると，右の地図にな

る。この地図に，さらに指定緊
きん

急
きゅう

避
ひ

難
なん

場所や，道路の通行規制区間，冠
かん

水
すい

想定
箇
か

所
しょ

などの道路防災情報を重ね合わせることもできる。
ポイント  国土地理院が公開している「重ねるハザードマップ」では，津波や洪

こう

水
ずい

，土砂災害のハザードマップなどを重ねて表示することができる。

Q1 　YES　or　NO
あなたは同級生たちと海辺（A）
に遊びに来た。地

じ

震
しん

を感じたが，
大した揺

ゆ

れではないように感じ
た。まず，スマートフォンで情
報収集をする？

Q2 　YES　or　NO
スマートフォンで津

つ

波
なみ

警報を受信したので，急
いで逃げ始めた。高台の高校（B）まで行けば安全
そうだが，20分くらいかかりそう。友人は，「近
くの図書館の屋上の避

ひ

難
なん

場所（C）の方が近そう
だ」と言う。友人に付いて行く？

Q3 　YES　or　NO
避
ひ

難
なん

場所に着いた。時間がたち，食べ物が
足りず，あなたはとても空腹。限られた食
料を小学生以下の子どもと 65歳以上の高

こう

齢
れい

者
しゃ

にだけ配布してはどうかと提案があっ
た。賛成する？

防災ゲーム「クロスロード」とは

　防災は人間と自然の対決にみえるが，防災のための技術や制
度が複雑化し，人々の考え方や価値観が多様化した現代社会で
は，人間と人間，あるいは，ある対策と別の対策との間の葛

かっ

藤
とう

と調整，合意形成における判断なども重要な意味をもつ。
　「クロスロード」とは判断の分かれ道のことで，防災に関する
取り組みにみられるジレンマを題材に，二者択

たく

一
いつ

の設問に YES
または NO の判断を下すことを通して，防災を他人事ではな
く自分のこととして考え，相

そう

互
ご

に意見交
こう

換
かん

することをねらいと

した集団ゲームである。
　災害時の行動にはっきりとした正解がないのと同様に，「ク
ロスロード」の選

せん

択
たく

肢
し

にも明確な正解はない。例えば Q1 では，
情報収集は確かに大切なことではあるが，地震発生後，わずか
な時間で津波が押し寄せる可能性もあるので，直ちに高い場所
に逃げたほうがよい場合もある。災害時に多くの人に受け入れ
られる判断を導き出し，実行に移すための対策を事前に進める
準備として「クロスロード」に取り組むことが大切である。

TRY 　� 1 �図4を参考にしながら，地
じ

震
しん

が発生したときのことを考えよう。 Q1 〜 Q3 のような判断の分かれ道（クロスロード）で，あ
なたなら YES と NOのどちらを選ぶだろうか。また，そのように判断した理由を話し合おう。
2 ��国土地理院の「重ねるハザードマップ」で，図4の地域の津

つ

波
なみ

浸
しん

水
すい

想定を調べよう。また，津波の指定緊
きん

急
きゅう

避
ひ

難
なん

場所も確認しよう。
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TRY 　� 1 �自分が暮らす地域のハザードマップなどを入手し，地域や学校周辺にはどのような地形や気候の特
とく

徴
ちょう

がみられ，どのような
自然災害が起こる危険性があるのかを調べよう。
2 �図1を参考に，特に危険性の高い自然災害の発生を想定して，タイムライン（防災行動計画）を作成しよう。その際，自分の
家の家族構成や生活環

かん

境
きょう

に合わせて，自分自身や家族のとるべき行動について「いつ」「誰
だれ

が」「何をするのか」を明確にすることに
留意しよう。

扌1  タイムライン（防災行動計画）の作成例（東京都江
え

戸
ど

川
がわ

区の例）　区の大部分が 2 週間以上にわたって浸
しん

水
すい

するとい
う想定が基

もと
になっている。

ポイント  警
けい

戒
かい

レベル（→ p.213）を想定して，それに合わせた行動計画を立てると災害発生時に判断しやすい。

２日前２日前

時間前

１日前１日前

時間前

３日前３日前

時間前

時間前

広域避難をする時間的な余裕がない
と判断したときに区内への避難に切
り替えるための情報を発表します

大規模な水害の危機が迫っています
広域避難を開始するための情報を
発表します

江東５区外の安全な場所への
自主的な避難を呼びかけます

江東５区で共同検討を始め
ます

わたし 行動

わが家の広域避難先を決める

Ｂ4ハザードマップで避難先・避難経路を確認

Ｂ1家や周りの点検

Ｂ2非常持ち出し袋の中身を確認

Ｂ3必要なものの買い出し　　

Ｄ1広域避難を始める　　

Ｄ2地域防災拠点へ避難を始める

Ｃ1近所への声がけ　　

Ｃ2家族と連絡を取り合う　　

Ｃ3広域避難先へ避難の連絡をいれる

Ｄ3避難完了　

Ａ1気象情報・台風情報を確認

Ａ2交通機関の運行情報を確認

いよいよ
そのときが…

行き場を失ったら…
急いで近くの
高いところへ

もしかしたら、
今回は…

どうやら、可能性が
高まってきた…

広域避難先

待避施設（小中学校）や
近くの頑丈な建物の浸水しない高いところ

地域防災拠点

広域避難先への移動方法広
域
避
難
先
に
つ
い
て
記
入

□ 電車

　（　　　　　　　駅　～　　　　　　駅　）

□ バス

　（　　　　　バス停～　　　　　バス停　）　

□ 徒歩・自転車

□ 自動車 ※要配慮者の方を除き
　　　　　  広域避難勧告以降は原則禁止

　

家江戸川区から発表

※渋滞に注意し、
自動車での避難もOK

※要配慮者の方を除き、
自動車での避難は原則禁止

電車電車徒歩徒歩 自動車自動車電車電車電車電車

公共交通機関
の停止

公共交通機関
の停止

歩歩歩歩歩歩徒歩歩歩歩歩徒徒徒徒歩

強風による
歩行困難
強風による
歩行困難

車車車動動自自自自自自自自自動車

大渋滞が
発生
大渋滞が
発生

広域避難することが
できないとき

　　　72時間後に
猛烈な台風が接近す
る可能性があるとき

　　　48時間後に
猛烈な台風が接近す
る可能性があるとき

　　　24時間後に
猛烈な台風が接近す
る可能性があるとき

例えば

例えば

例えば

電車電車徒歩徒歩 自動車自動車

電車電車徒歩徒歩 自動車自動車

江戸川区から広域避難を呼びかける情報が
発表されたとき、誰が何をするか考えましょう　

するかを決める

車車車動動動動自自自自自自自動車

大渋滞が
発生
大渋滞が
発生

何階まで浸水するか

どのくらい浸水が続くか

階建て

階

わたしの家は･･･

自宅がどうなるかを
ハザードマップで
調べましょう

２日前２日前

時間前

１日前１日前

時間前

３日前３日前

時間前

時間前

Ｃ連絡・声かけを始める

Ｄ避難を始める

Ａ情報収集を始める

Ｂ避難の準備を始める

Ｂ５自家用車を安全なところへ移動

Ａ３テレビ・ラジオをつける

南小岩二小の２階以上

国府台台地

妹お母さんお父さん

Ａ３ Ａ３Ａ１

Ｂ１

Ｂ４

Ａ２ Ａ１
Ｂ２
Ｂ３

Ｃ３

Ｂ４

Ａ２
Ｂ２

Ｃ１

Ｂ５Ｄ１

Ｄ３

Ｄ１

Ｄ３

Ｄ１

Ｄ３

Ｄ１

Ｄ３

○○

東小岩

小岩
千葉の親戚の家

１  ２週間以上

２

２

常盤平

常盤平駅

（2019年5月発行）〔江戸川区〕

災害発生時の行動計画の作成

　自然災害への備えの一つとして，災害が起こった際の対応を
時系列で整理しておくタイムライン（防災行動計画）の作成が有
効である。自然災害を想定し，各家庭の家族構成や生活環

かん

境
きょう

に
合わせて，自分自身や家族のとるべき行動について「いつ」「誰

だれ

が」「何をするのか」をあらかじめ整理することで，急な判断が
迫
せま

られる災害発生時の判断材料とすることが期待できる。
　タイムラインを作成する際には，まず地域のハザードマップ

（→ p.199）などで自分の暮らす地域や学校周辺に，どのよう
な地形や気候の特

とく

徴
ちょう

がみられ，どのような自然災害の危険があ
るのかを把

は

握
あく

することが大切である。また，防災に関する情報
をどこから入手するのかを確認することも大切である。一方で，
自然災害が事前の想定どおりになることは少ない。そのため，
実際に災害が発生した際には，作成したタイムラインを参考に
しながら臨機応変に行動することが重要である。

218

実践的な防災行動が身に付く
アクティビティ

● 防災ゲーム「クロスロード」や「タイムライン（防災行動計
画）」の作成などのアクティビティを通して，生徒自身が
防災行動を考える力が身に付く。

ゲームを通して，災害時の行動を実践的に考えることができる。 災害時の行動を事前に整理することで，災害時の判断材料にすることができる。

特色
３ 災害発生のメカニズム から対策まで学べる「防災」

⬇教科書 p.215 ⬇教科書 p.218
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階級区分図のつくり方5

TRY 　� 1 �図5のⒶ〜Ⓒのなかで，日本の人口密度の傾
けい

向
こう

を最も適切に表現した階級区分図はどれだろうか。また，ほかの図はどの点
が不適切なのだろうか。
2 �図6について，統計資料を基

もと

に，傾向がよく表れるような階級区分図を作成しよう。また，図5と比べて分かることを説明
しよう。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

0 200km

都道府県別人口密度
（2019年）

600人/km2以上
400～600
200～400
200人/km2未満

都道府県別人口密度
（2019年）

5000人/km2以上
4000～5000
3000～4000
3000人/km2未満

都道府県別人口密度
（2019年）

600人/km2以上
400～600
200～400
200人/km2未満

〔平成30年 全国都道府県市区町村別面積調，ほか〕

扌 5  同じ内容を異なる色と階級で示した階級区分図の例

階級区分図のつくり方

　階級区分図を作成するには，ま
ず統計数値の最大値と最小値に注
目して 3〜 5階級ぐらいに区分す
る。次に，階級区分に応じて明る
い色から暗い色へ，暖色から寒色
へ，濃

のう

淡
たん

や色
しき

彩
さい

を決める。この際，
各区分の大小の順序が分かるよう
にパターンを工夫することが大切
である。階級区分やパターンの決
め方が悪いと作図の意図が伝わり
にくくなる。統計地図を作成する
際には，意図が伝わりやすい図の
タイトルを付けることや，凡

はん

例
れい

，
統計の調査年，出典，縮尺（スケー
ル）を記

き

載
さい

することなどにも留意
が必要である。

1000人あたりの大学生数＊（人）
（2018年）

＊大学院生を含む

～

～

～

（2018年）〔文部科学省資料，ほか〕

0 200km

16.7 
12.5 
10.1 
24.6 
10.0 
12.0 
8.1 
13.2 
11.2 
16.9 
16.1 
17.9 
55.5 
21.1 

13.8 
11.0 
26.7 
14.1 
20.6 
8.4 
10.6 
9.7 
25.6 
8.4 
23.8 
63.4 
27.5 
22.5 

16.7 
8.9 
13.7 
11.2 
22.3 
21.7 
14.7 
18.8 
10.0 
12.4 
13.4 
23.7 
10.5 
13.9 

15.6 
14.0 
10.0 
10.3 
13.4 

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川

新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫

奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎

熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

都道府県 1000人あたりの
大学生数（人）

1000人あたりの
大学生数（人）

1000人あたりの
大学生数（人）

1000人あたりの
大学生数（人）都道府県 都道府県 都道府県 ➡ 6  1000 人あたりの大学生数
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扌 3  地理院地図で大阪城付近の全国最新写真（シームレス）を表示させた例

地理院地図の利用6

地理院地図の特色と機能

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

きょ

離
り

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

えつ

覧
らん

できるため，地域の様子の変化を
とらえる際に役立つ。また，標高に応じて土地の色を変えた段

だん

彩
さい

図
ず

を表示し
たり，高さの範囲や色を指定して独自の段彩図をつくったりする機能もある。
このほか，過去に発生した地

じ

震
しん

や豪
ごう

雨
う

といった自然災害の被
ひ

害
がい

を示した情報，
自然災害ごとに定められた指定緊

きん

急
きゅう

避
ひ

難
なん

場所などを地図上に示すことができ
るため，防災にも役立つ。

TRY
1  地理院地図のウェブサイトを開き，「情報」に

ある「ベースマップ」をクリックして，どのような種
類のベースマップがあるのか調べよう。
2  図1を参考に，検

けん

索
さく

バーに自分の通う学校名
を入力して，その場所の地図を表示させよう。
3  2 で表示させた場所の緯

い

度
ど

・経度，標高を読
み取ろう。
4  「機能」にある「ツール」から「計測」をクリック 

して，学校から自宅までの距
きょ

離
り

を計測しよう。
5  「機能」にある「断面図」をクリックして，学校から

自宅までの断面図をつくろう。また，グループをつくり，
完成した断面図を比べよう。

扌1  地理院地図のウェブサイト
　パソコンだけでなく，タブレッ
トパソコンやスマートフォンな
どの携

けい
帯
たい
端
たん
末
まつ
でも閲

えつ
覧
らん
すること

ができる。

●「情報」ボタン
　「情報」をクリックすると，「情報リスト」が開き，見た
い項

こう
目
もく
をクリックすると詳

しょう
細
さい
が表示される。また，ベー

スマップにほかの地理情報を重ねることができる。

●コンテキストメニュー
　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。「∧」や「∨」
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地図やGISの活用方法を
段階的に学べる展開

●地図やGISの活用方法を丁寧に紹介。
●簡単な操作でGISを活用した学習ができる
　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.24をご覧ください。
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地理院地図の使い方がわ
かる。

階級区分図を表現する上での留意点までわかる。

頁 タイトル
p.9 　時差の計算

p.14 　地形図の利用－地図記号－

p.15 　地形図の利用－縮尺と等高線－

p.18 　等値線図のつくり方

p.19 　階級区分図のつくり方

p.22-23 　地理院地図の利用

p.24-25 　e-StatとjSTAT MAPの利用

p.26 　WebGISの活用　

p.42 　統計資料の活用

●第１部の「SKILL」ページ
!

特色
４ 実践的な地理的技能が 身に付く「地図とGIS」

⬇教科書 p.19 ⬇教科書 p.22
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▲ QR コンテンツはこちらから
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内的営力　外的営力　大地形　小地形　変動帯　安定地域　プレート　プレートテクトニクスKey Words

1節
節の主題 地球上には，高く険しい山脈や広大な平原，深い谷などの多様な地形がある。人々はこうした地形とどのように

関わり合っているのだろうか。そして，世界各地ではどのような生活が営まれているのだろうか。

1 大地形と人々の生活
大地形は，人々の生活とどのように関わり合っているのだろうか。学習課題

確認 巨
きょ

大
だい

な山脈や海
かい

溝
こう

，海
かい

嶺
れい

などの
大地形が，どのような力で形成されたのか
説明しよう。

深い学び 土地の起
き

伏
ふく

が人々の生活に与
あた

える影
えい

響
きょう

について，身近な地域の例を挙げ
て説明しよう。

世界の地形と人々の生活世界の地形と人々の生活

読み解き  写真1と写真2の地形にはどのような違
ちが

いがあるのだろうか。
扌1 高く険しいアルプス山脈を走る鉄道（スイス，2015 年 8 月） 扌2 大平原を走る鉄道（オーストラリア，9 月）

巨
きょ

大
だい

な山脈や海
かい

嶺
れい

，海
かい

溝
こう

の位置
や分布を確認しよう。地図帳
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扌3 地球表面の高度分布　 読み解き  陸地
の高さにはどのような特

とく
徴
ちょう

があるのだろうか。

1 地
ち
殻
かく
変動　地球表面を覆

おお
う地殻に生じるさ

まざまな変化のこと。火山の噴
ふん

火
か

や地
じ

震
しん

などの
活動に加え，長期間にわたる広大な地域の陸地
の隆

りゅう
起
き

や沈
ちん

降
こう

，これに伴
ともな

う褶
しゅう

曲
きょく

や断層運動な
どがある。

範
はん

囲
い

に及
およ

ぶ大地形をつくる。一方の外的営力は，気温の変化や雨，風，
氷河，河

か

川
せん

などの作用によって地形を変化させる力である。外的営力は

狭
せま

い範囲に作用するため，比
ひ

較
かく

的
てき

規模の小さな小地形をつくる。

変動帯と
安定地域

　　世界の大地形は，地震活動や地殻変動が活発で，巨大

な山脈や活断層，火山などが分布する変動帯と，それ以
外の地震・火山活動が不活発な安定地域で特

とく

徴
ちょう

が大きく異なる。

　地球の表面は厚さ 100km程度の固い岩石でできたプレートに覆
おお

われ

ている。変動帯はプレート境界に沿って広がり，プレートの運動と密接

に関連している。プレートは十数枚に分かれており，それぞれが海面を

覆いつくした流氷のようにゆっくりと滑
すべ

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

原因で生じると考えられている。このようにさまざまな地学現象をプ

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

ちが

いがあるため，それぞ

れの場所に暮らしている人々の生活にも違いがみられる。
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生活の舞台
となる地形

　　人々の生活は，土地の高低や起
き

伏
ふく

といった地形と関

わり合いながら成立しており，それは，線路がさまざ

まな地形に対応して敷
ふ

設
せつ

されていることからも分かる（写真1・2）。
　私たちの生活の舞

ぶ

台
たい

になっている陸地は，地球表面の 3割を占
し

めて

おり，残りの 7割は海である。陸地の大部分は高度 1000m以下であり

（図3），世界の人々のほとんどがそこに暮らしている。広大な平野は一
いっ

般
ぱん

に大陸の内陸部に広がっており，巨
きょ

大
だい

な山脈は大陸の縁
えん

辺
ぺん

部
ぶ

に分布す

る傾
けい

向
こう

がある（図4）。起伏の小さな平野は，開発する際に地形的な制約
が少ないため，大都市や農業地帯の多くが平野に立地している。

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

う二つの力が作用してつくられる。この力のバランスによって多様な地

形が形づくられてきた。内的営力は地
ち

殻
かく

変動や地
じ

震
しん

，火山活動によって

地形を変化させる力であり，大陸や大平原，巨大な山脈などのような広
こう

� ➡ p.53，191
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扌4 陸と海の地形（衛星画像）　 読み解き  巨
きょ
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な山脈や海
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溝
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，海
かい

嶺
れい

は，どのような場所に分布しているのだろうか。

大陸および
プレートの動き

テティス海
　（地中海の
　　　前身）

パ
ン
ゲ
ア

ローラシア大陸古太平洋
古太平洋

ゴンドワナ大陸

プレート境界1 中生代初期（約2億2500万年前） 2 中生代中期（約1億8000万年前） 3 新生代初期（約6500万年前） 4 現　在
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Bosatlas 2012

扌5 大陸の移動と現在の大陸の分布　かつて存在した巨
きょ
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ぶん

裂
れつ

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

微生物の誕生

酸素濃度上昇と
鉄鉱床の形成

陸上動植物の出現
石炭層の形成

大陸氷河の出現
人類の誕生
氷河時代
人類の進化と拡散

ほ乳類の多様化

シダ類と恐竜の時代

先カンブリア時代
せん

古生代

中生代

古第三紀

新第三紀

第四紀

新生代

地質時代 事　項年 代
46億年前

5億
4100万年前

2億
5200万年前

6600万年前

2300万年前

260万年前

〔International Commission on Stratigraphy資料〕

扌6 地質時代の区分

46 47

2
部
1
章

生
活
文
化
の
多
様
性
と
国
際
理
解

2
部
1
章

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。

重要語句が一目
でわかる。

地図帳の活用
を促す。

AB判の判型を
生かした迫力
ある導入資料。

学習の見通しを
立てられる問い。

資料の活用を促
す本文内の図番
号表記。

学習内容を振り
返るコーナー。

習得した知識を
用いて考察を深
めるコーナー。

資料の読み解き
を促す。

学びやすく理解が深ま る見開き構成見開き
構成

⬇教科書 p.46-47

22 23

見
開
き
構
成

地図帳
深める 世界の中の日本

先
人の知恵

【関連するQRコンテンツ】

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
以下のコンテンツを利用することができます。

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。
　https:// ここにリンク用のURL が入ります

●②コラム

QRコンテンツの一覧

アクセスWebGIS

●③その他

学習を深めるために，地域
の事例や発展的な内容を掲

けい

載
さい
しています。

その見開きの学習事
じ
項
こう
と関

連する日本の特
とく
徴
ちょう
や取り組

みを紹
しょう
介
かい
しています。

自然災害に向き合って
きた先人の取り組みを
紹
しょう
介
かい
しています。

地図帳の活用を促
うなが

す作業コーナー。

考察するために重要
となる用語の解説。
QRコンテンツにも
掲
けい
載
さい
しています。

Key Words学習課題 読み解き

学習を見通すためのコーナー 考察を深めるためのコーナー 学習を振り返るためのコーナー

その節の学習事
じ
項
こう
に

基
もと
づく課題。

その見開きの資料や
本文を考察していく
ための課題。

図表や写真から，地
理的な事象を読み解
くための問い。

重要事項の確認と，
地理的な見方・考え
方を働かせて考察・
表現する問い。

その節で学習したこ
とを生かして，自分
の考えを表現する問
い。

本文を読み解くため
にキーとなる用語。
※�中学校社会科地理で学習
した用語には下線を付し
ています。

深い学び確 認

※ �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
での使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。

テーマ 対応ページ

GISを使ってみよう 1（デジタルの地図と地球儀） p.10 〜 11

GISを使ってみよう 2（地理情報システムの活用） p.20 〜 21

GIS を使ってみよう 3（さまざまな統計データ） p.25

植民地支配の影響が残るアフリカの産業 p.112 〜 113

世界の食卓に影響を与える農業 p.128 〜 129

産業の発展を支えてきた移民の力 p.130 〜 131

EU統合による工業や社会への影響 p.142 〜 143

火山地形の読み取り方 p.205

河川地形とさまざまな気象災害 1（扇状地） p.206 〜 207

河川地形とさまざまな気象災害 2（河岸段丘と氾
濫原）

p.206 〜 207

扌アクセス 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。

1 用語

ここに
QRコードが
入ります

節の主題
＊

節のまとめ
＊

＊第 2部第 1章の追究事例では，「主題」と「まとめ」。

扌「産業の発展を支えてきた移民の力」の一部

〔Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, EPA　(c)Esri Japan〕

自学自習に役立つ一問一答集

学習の理解を助ける用語の解説
＊�さくいん（→ p.228 〜 231）で，掲載している用語を確認すること
ができます。

地形や自然災害などに関連する動画
＊本書に���　　　�のマークがある用語に関連する動画があります。QR動画

学習を深められる「アクセス�W
ウ ェ ブ
ebGIS」

＊�本書に�　　　　 �のマークがあるページの内容に関連するWebGIS
コンテンツがあります。

WebGIS

日本・世界の主な項
こう
目
もく
の統計資料

4



QR
コンテンツ

デジタル
副教材 デジタル副教材も完備教科書内容の理解を助ける 

充実のコンテンツ

24 25

▶アクセスWebGISのテーマ

▲正誤自動判定

▲拡大・縮小，書き消し機能付き

▲観点別レーダーチャート

▲オリジナルコンテンツの動画

▲NEXT STEP

▲「産業の発展を支えてきた移民の力」の例

教科書に�WebGIS �のマークがある用語に関連するWebGISコンテンツを10点収録。
簡単な操作でGISを活用した授業ができる。各テーマに対応するワークシートも用意。

アクセスWebGIS

● 教科書p.4「関連するQRコンテンツ」
や，教科書の裏表紙のQRコードを読
み取ることでアクセス可能。

●デジタル端末でご活用いただける副教材をご用意。

 ＊詳細はQRコードからご覧いただけます。

 地理統計Plus -WebGIS付き- 2024年版 定価710円（税込）
●�書籍の『地理統計』に加え，各統計データを地図化したWebGISを閲覧可能。
●�WebGISの応用編「NEXT�STEP」では，ベースマップや表現の色も変更可能。

テーマ
１ GISを使ってみよう１

（デジタルの地図と地球儀）
２ GISを使ってみよう２

（地理情報システムの活用）
３ GISを使ってみよう３

（さまざまな統計データ）
４ 植民地支配の影響が残る　

アフリカの産業
５ 世界の食卓に影響を与える農業

６ 産業の発展を支えてきた
移民の力

７ EU統合による工業や社会
への影響

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）

 デジタル準拠ノート　高等学校 新地理総合 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）
●�教科書準拠ノートを，タブレット用に再構成。
＊�生徒向け機能：正誤自動判定/オリジナルの「見方・考え方問題」
＊�先生向け機能：学習状況管理/観点別レーダーチャート自動作成/作問ツール

 新詳地理資料 COMPLETE 2024 クラウド配信版：定価990円（税込）
 セット版（書籍+クラウド配信）：定価1,500円（税込）
●�タブレット端末で閲覧できる「クラウド配信版」と，書籍とクラウド配信の「セット版」を用意。
●�クラウド配信版オリジナルコンテンツとして，地形や気候への理解が深まる動画などを全34点収録。

＊価格は2024年度版のものです。＊ QRコードを読み取り，表示
されたウェブサイトにアクセ
スした際には，通信料がかか
る場合があります。

＊ QRコ ード は（株）デ ン ソ ー
ウェーブの登録商標です。

スマートフォン
からも閲覧可能。

重要語句を確認できる。
190問掲載。

一問一答

教科書に�　　　　のマークがある用
語に関連する動画を収録。
アニメーションと解説によって学習
内容の理解が深まる。

QR動画

動画

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，
338語掲載。

用語解説

面積・人口，農業・漁業・林業，鉱
工業，貿易などの統計を収録。円グ
ラフや統計地図で表現することも可
能。毎年，最新の統計に更新予定。

日本・世界の主な項目の統計資料

こちらの
資料集の

デジタル版
です。

こちらの
ノートの

デジタル版
です。

地理総合



指導資料1

書籍版副教材 ＊価格は2024年度版のものです。2

学習者用デジタル教科書 アプリ版 定価1,100円（税込）/クラウド配信版 定価1,320円（税込）3

指導資料・関連教材の ご案内関連
教材

▼授業スライド

▼授業プリント・特設ページワークシート

▼指導用教科書

●�教科書１見開きにつき10～20枚のスライドを用意。先生ご自身で加工も可能。
●白黒反転版も収録。

◀ 教科書p.128–129に対応した
授業スライドの一例

●��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
ンの指導用教科書。

●��解説や導入の活用例などを具体的に掲
載しており，授業の流れがわかる。

●��「確認」や「深い学び」の解答例を掲載し
ており，学習の振り返りに役立つ。

◀教科書p.128–129に対応したページ

●��教科書の各見開きに対応した授業プリ
ントを用意。先生ご自身で加工も可能。

●��教科書特設ページに対応したワーク
シートも用意。主体的・対話的で深い
学びをサポート。

◀ 教科書p.128–129に対応した授業プリント（左），
p.156–157に対応した特設ページワークシート（右）

年 組 番／名前   

 

□学習課題  

Q：アメリカ合衆国の農業は，世界の人々の食生活や農業にどのような影響を与えているのだろうか。 

 

＜学習のポイント＞ 

（1）世界の穀物需給に大きな影響力をもつ穀物メジャーは，どのような事業に関わっているのだ
ろうか。 

（2）適地適作に基づく農業地域の広がりや，農産物の特徴はどのようなものだろうか。 

（3）大規模農業はどのような方法で行われているのだろうか。 

 

●世界の穀物市場を動かす穀物メジャー  

 

⚫ アメリカ合衆国の〔① 〕 

… 労働生産性の高い農業経営 

〔② 〕を中心とする経営規模の大きな農業 

大型農業機械やリモートセンシングの技術などの活用 

農薬・化学肥料・〔③ 〕の多用 

〔④ 〕での肉牛の飼育 

 

●適地適作の農業と大規模農業の課題  

 

⚫ 西経 100 度線が二分する農業地域 

西側（乾燥） … 放牧や灌漑農業 

東側（湿潤） … 畑作農業 

 

⚫ 〔⑤ 〕の農業地域の展開 

五大湖周辺 … 酪農が中心，氷期の影響でやせた土壌 

五大湖の南の比較的湿潤な地域（〔⑥ 〕） 

… 飼料作物の栽培と家畜の飼育を組み合わせた混合農業 

  

第 2 部 第１章 生活文化の多様性と国際理解 ５節 世界の産業と人々の生活 

追究事例 産業１ 産業力が世界の生活文化に与える影響 －アメリカ合衆国－ 

２ 世界の食卓に影響を与える農業  
教科書  

p.128～129
年 月 日 

地域：  
 

海を汚しているもの【              】    

理由   ：  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク①：海を汚しているものは、どんなものがあるだろうか？たくさん挙げてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
ワーク②：ワーク①のもので、「我々の生活から直接出ているもの」を○で囲みましょう。 

     ワーク①のもので、「我々の生活に関して間接的に出ているもの」を△で囲みましょう。 

 
ワーク③：ワーク①のものは、なぜ海に悪影響を及ぼすのだろうか？ワーク①から１つ選んで、その理

由を考えましょう。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク④：上の図をみて、「水質汚濁の激しい水域」はどこだろうか？具体的に複数の地域を挙げ

てみましょう。 

 

 

 

「持続可能な社会づくりに向けて」  ワークシート 

教科書：p.156-157 

海洋汚染について考えよう 
 

海海洋洋汚汚染染  

高等学校
新地理総合ノート
定価660円（税込）

教科書完全準拠の構
成で，学習事項を着
実に習得できる。

新詳地理資料
COMPLETE 2024
定価1,030円（税込）

地理総合から地理
探究までを一冊で
カバーする資料集。

図説地理資料
世界の諸地域
NOW 2024
定価1,000円（税込）

唯一の “地誌”
重視の資料集。

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。

▼白黒反転の例

教科書 ～

第２部 国際理解と国際協力
第１章 生活文化の多様性と国際理解
５節 世界の産業と人々の生活
追究事例 産業１ 産業力が世界の生活文化に与える影響

－アメリカ合衆国－

与える農業
２ 世界の食卓に影響を

世界の穀物市場を動かす穀物メジャー２

穀物メジャーの一つ，
カーギル社が進出している国・地域

世界の穀物需給に大きな影響力をもつ穀物メ
ジャーは，どのような事業に関わっているのだ
ろうか。
適地適作に基づく農業地域の広がりや，農産物
の特徴はどのようなものだろうか。
大規模農業はどのような方法で行われているの
だろうか。

アメリカ合衆国の農業は，世界の人々の
食生活や農業にどのような影響を与えて
いるのだろうか。

＜学習のポイント＞

Q

学習課題

世界の穀物市場を動かす穀物メジャー３

主な農産物の総輸出量に占める
アメリカ合衆国の割合

世界の穀物市場を動かす
穀物メジャー１
●アメリカ合衆国の〔① アグリビジネス 〕

労働生産性の高い農業経営
…〔② 穀物メジャー 〕を中心とする経営規模
の大きな農業

…大型農業機械やリモートセンシングの技術
などの活用

…農薬･化学肥料･〔③ 遺伝子組み換え作物 〕
の多用

…〔④ フィードロット 〕での肉牛の飼育

アメリカ合衆国で行われている適地適作
の農業について，「降水量」と「西経

度」の語句を用いて説明しよう。
アメリカ合衆国の農業地域は，西経 度
付近を境に，降水量の少ない西側での放牧
や灌漑農業，降水量が多く湿潤な東側での
畑作農業に大別でき，適地適作が行われて
いる。

Q

確認
世界の穀物市場を動かす
穀物メジャー１
●アメリカ合衆国の〔① アグリビジネス 〕

労働生産性の高い農業経営
…〔② 穀物メジャー 〕を中心とする経営規模
の大きな農業

…大型農業機械やリモートセンシングの技術
などの活用

…農薬･化学肥料･〔③ 遺伝子組み換え作物 〕
の多用

…〔④ フィードロット 〕での肉牛の飼育

2中国で販売されるカーギル社の食用油／3穀物メ
ジャーの一つ，カーギル社が進出している国・地域
／本文「アグリビジネス」「穀物メジャー」
読み解き  ▶世界中の国・地域に進出することで生
じる，世界の農業への影響を考える。
解説  アグリビジネスは，農業（agriculture）とビジ
ネス（business）を組み合わせた造語であり，農業の
生産，流通，加工，資材供給などに携わる農業関連
産業や企業のことを指す。なかでも，種子を開発す
るアメリカ合衆国のアグリビジネス企業は，最新の
バイオテクノロジーを駆使して，病虫害に抵抗性を
もつ遺伝子組み換え品種や，遺伝子組み換えの品種
の栽培に適した農薬などを次々に生み出している。
　穀物メジャーはアグリビジネス企業のなかでも，
穀物の販売を世界的に手がける巨大な穀物商社であ
る。日本では，石油メジャーにならって，穀物メ
ジャーとよばれる。穀物メジャーは，穀物の販売ば
かりでなく生産・貯蔵・流通などの分野にも関わっ
ている。さらに，政治・経済・天候など，世界中の
さまざまな情報を収集しながら，高度な販売戦略を
うち立てている。

本文「労働生産性の高い農業」
解説  労働生産性の向上には，労働者の技能や熟練
度のほか，さまざまな技術的，社会的要因（より進
んだ機械，施設の開発，分業制などの作業方式，管
理体制の改善など）が影響する。また，生産量が増
加しなくても労働生産性が向上することがある。例
えば，農業労働力の流出や弱体化という事情の下，
機械による労働力の置き換えが進み，少ない労働力
で従前の生産に従事する場合などがそれにあたる。
この場合，資本投下に対する生産性は向上していな
い可能性がある。

〈ポイント〉
・�アグリビジネスのなかでも影響力が大きい穀物
メジャーの活動や世界に与える影響を理解する。
・�適地適作における農業地域の，地域的広がり
と生産物の特徴について理解する。
・�大規模な農業経営の方法と利点を理解し，課
題について考える。

学習課題

活用例1：写真1から農業機械と操縦する人の
大きさや，農業機械の遠景と畑全体の大きさを
比較し，広大な面積を実感する。さらに，図5
で日本との規模の違いを比較する。
活用例2：図3からカーギル社が世界中に進出
し，日本にも進出していることを確認する。ま
た，写真2の中国で販売されるカーギル社の製
品を受け，日本ではどうかを考える。
活用例3：図6から，農業地域の特徴を西経100
度の東と西で比較する。さらに，年降水量
500mm線にも注目する。

導入の活用例

◆確認〈解答例〉
アメリカ合衆国の農業地域は，西経 100 度付近を境に，降水量の少ない西側での放牧や灌
漑農業，降水量が多く湿潤な東側での畑作農業に大別でき，適地適作が行われている。

◆深い学び〈解答例〉
利点：大型農業機械やリモートセンシングの技術などを用い，農薬や化学肥料，遺伝子組
み換え作物などを多用する生産方式によって，労働生産性の高い農業を営むことができる。
課題：少ない種類の作物を繰り返し耕作する農業による土壌侵食や農地の荒廃の問題，地
下水を過度に使用する大規模な灌漑農業による地下水位の低下の問題がある。
〈「深い学び」を行う際のポイント〉
適地適作の農業地域の地域的広がりと生産物の特徴について把握したうえで，大規模な農
業経営の方法と利点，課題について説明できるようにしたい。

確認／深い学び

世界の食卓に影響を与える農業2

地図帳の
活用例

1）新 p.77〜78 ①と新 p.85 ①，標 p.65〜66 ①③で，鳥瞰図から農業に関連した事項に着目し，農業地域を確認する。
2）新 p.85 ②③④で，小麦と綿花，豚と�とうもろこし�の分布，灌漑の普及によって肉牛肥育地がどのように変化したかを考える。

第 1章 5節　追究事例　産業①
産業力が世界の生活文化に与える影響─アメリカ合衆国─
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6アメリカ合衆国の農業地域／本文「コーンベルト」
読み解き  ▶年降水量 500mm以上の線の西側では
牧畜が，東側では農業が盛んであることが分かる。
解説  コーンベルトの農家は，耕地で�とうもろこ
し�と大豆を栽培し，その一部を飼料にして豚を飼
育してきた。これはヨーロッパ北西部の混合農業の
伝統が，中央アメリカ原産の�とうもろこし�と結び
ついた農業でもある。とうもろこし�は，年による
収量の変動が小さい安定した作物であるとともに，
家畜の飼料として優れていた。現在では�とうもろ
こし�と大豆の生産に特化したり，家畜の飼育に特
化したりするなど，農業経営が専門化している。

8センターピボット方式による大規模な灌漑
解説  一般的なセンターピボットは，1マイル（約
1.6km）四方の区画をさらに四等分した区画に一つの
灌漑装置が設置されている。360°回転する巨大アー
ムの中心で地下水をくみ上げ，化学肥料などを混ぜ
た水を周囲に散水する。規模の大きなものになる
と，半径が 1kmを超えるものもあり，衛星からもい
くつも連なった丸い耕作地を確認することができる。

本文「地下水位の低下」
解説  グレートプレーンズの中央部には，オガララ
帯水層とよばれる，地下水の帯水層がある。その大
きさは日本の国土面積の約1.2 倍にも及ぶ巨大な地下
水資源である。この地下水を用いて，センターピ
ボット方式による大規模灌漑農業が発展し，乾燥地
域であったこの地域を広大な穀倉地域に変えた。現
在，この地下水面が低下してきていることが問題と
なっているが，この地下水が枯渇するかどうかはさ
まざな要因によって異なってくる。例えば，地下水
面が低下すれば，揚水コストは上昇するが，揚水コ
ストが上昇しても灌漑農業を継続するかどうかは，
穀物相場と燃料費（電気や天然ガス）から判断され
る。もし利益が上がらなければ灌漑農業が継続され
ることはないが，現在のところ，継続される傾向にあ
る。そのため，各地に地下水管理地区が組織され，
地下水資源を有効に利用する努力も行われている。

■世界の穀物市場を動かす穀物メジャー
アグリビジネス…農業に関する多岐にわたる事業を展開
　　　　　　　　→アメリカ合衆国で盛ん
・穀物メジャー…世界の穀物の生産・加工・流通・販売に関わる
　　　　　　　　→世界の穀物需給に大きな影響力をもつ
世界有数の農産物の生産国，世界の食卓を支える
・規模が大きいが，農業従事者は少ない
　大型農業機械やリモートセンシングの導入　
　遺伝子組み換え作物を多用
・フィードロット…大規模な肥育場→生産された牛肉は日本にも輸出

■適地適作の農業と大規模農業の課題
適地適作…自然環境に適した栽培
・降水量の少ない西側→放牧や灌漑農業　
・降水量の多い東側→畑作
　五大湖周辺…酪農（かつて氷河に覆われ土地がやせている）
　コーンベルト…混合農業
　グレートプレーンズ…センターピボット方式による灌漑
　　　　　　　　　　　→飼料作物の栽培→肉牛の大産地に変化
　西海岸…地中海性気候を利用した かんきつ類や野菜
農業が抱える課題
・土壌侵食，農地の荒廃，地下水位の低下など→適切な管理が必要

生産性の高い農業を実現

西経 100 度付近で二分

指導内容の整理（板書例）

穀物メジャーに関する補足：写真■2では，カーギルブランドの大豆油が
中国で販売されていることが分かるが，日本ではカーギルブランドの製
品は，穀物でも大豆でも見る事はない。同じアグリビジネスでも，果実
系のドールやデルモンテなどのロゴは，バナナのシールやジュースの
パッケージでよく目にする。これは，果実系のアグリビジネスは，生
産・流通から，商品として販売することまで行っているためである。一

方，穀物メジャーから輸入した小麦などの穀物は，製粉された後，日本
のメーカーの商品として販売されるので，穀物メジャーのロゴが私たち
の目に触れることはない。つまり，パンの袋には，日本のパン会社のロ
ゴが入っていたとしても，私たちは意識せずに，穀物メジャーの小麦を
食べていることを補足したい。

指導上の留意点・補足
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●指導を支援する教科書関連教材が充実。

書名 内　容 定価

高等学校 新地理総合
指導資料
指導用教科書

◆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指導用教科書。
＊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サポートはご使用いただけません。

4,400円
（税込）

高等学校 新地理総合
指導資料
Webサポート
コンテンツ付

①指導用教科書
②指導書Webサポート*

24,200円
（税込）

◆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）

◆『高等学校 新地理総合ノート』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
　jSTAT 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

高等学校　新地理総合［地総‒703］　準拠

ノート
高等学校

新地理総合新地理総合

Googleスライドも
ご利用いただけます



矢守　克也　（京都大学　教授）

新井　教之　（京都教育大学附属高等学校　教諭）

高木　優　　（神戸大学附属中等教育学校　教諭）

中村　光貴　（筑波大学附属高等学校　教諭）

森田　浩司　（大阪教育大学附属高等学校池田校舎　教諭）
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須貝　俊彦　　（東京大学　教授）

戸井田　克己　（近畿大学　教授）

根元　一幸　　（神奈川大学　特任准教授）

武者　忠彦　　（立教大学　教授）

矢野　桂司　　（立命館大学　教授）

山内　昌和　　（早稲田大学　教授）

新井　祥穂　（東京農工大学　教授）

市川　康夫　（埼玉大学　准教授）

大呂　興平　（大分大学　教授）

小野寺　淳　（横浜市立大学　教授）

木村　圭司　（奈良大学　教授）

佐々木　緑　（広島修道大学　教授）

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

内容

・ 第１部第1章「地図と地理情報システム」では，地図やGISの活用といった基礎的・基本的な地理的技能を習得できるよう，特設
「SKILL」が設けられている。

・ 第１部第２章「結び付きを深める現代世界」では，国と国との結び付きや地域的な枠組みについての理解が深まるよう，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・通信や観光などに関して，グローバル化が進む世界の様子が多様な写真や
地図，グラフなどで示されている。

・ 第２部第１章「生活文化の多様性と国際理解」では，世界各地の生活文化の特色を捉える上で，学習効果の高い写真・図版や具体
事例が数多く扱われており，生徒の興味関心を高める工夫がなされている。また最新の内容で，地域の「今」の姿が捉えられるよ
うになっている。

・ 第２部第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，地球環境問題や資
源・エネルギー問題，食料問題など，現代世界が抱える課題について具体的な事例が数多く取り上げられている。

・ 第３部第１章「自然環境と防災」では，災害発生のメカニズムや特徴から具体事例による防災対策まで総合的に学ぶことができ，
災害発生時に生徒自身がとるべき行動を能動的に考えることができるようになっている。

・ 第３部第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，発表方法が具体的なレポートとともに提示されている。

構成・分量

・ 学習指導要領に合わせて，重要事項が適切かつ丁寧に解説されている。また，発展的な内容も学習できるように側注欄の解説や
資料，特設コーナーが充実している。

・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。
・学習課題→導入資料→展開→確認・深い学びと学習の流れが整理されているため，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

・ 人々の生活や地域の動向がいきいきと伝わる写真や，地図・グラフなどの資料が豊富に設けられており，生徒が自らの力で地理
的事象の傾向を読み取り，視覚的に理解できるようになっている。

・ 地理的事象の背景や因果関係までわかる，丁寧な本文となっている。また，ふりがなや重要語句へのゴシック（太字）も効果的に
振られている。

・本文内容を補足する側注解説が数多く設置されており，理解を助ける工夫がなされている。
・本文には関連図版・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。
・グラフなどの統計資料は，新しいデータが使用されている。
・本文行間には，関連する事項が扱われているページの参照ページが割り当てられている。

ユニバーサル
デザインへの対応

・ 本文や側注，キャプションなどの文字は，はっきり読み取ることができるユニバーサルデザインフォント（UDフォント）が使用
され，読み取りやすく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用紙が使用されている。従来よりも軽く（旧課程教科書比，単位面積あたり約5％軽量），かつ裏写りがしな
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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