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深い学びを通した

思考力・判断力・表現力等の育成
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質の高い
学びや授業を
保証する

確実な知識・技能の定着
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いちご農家はどのように
分布しているのかな？

1位置や分布

　中学校社会科では，どのような学習をするのでしょう。社会科の学習を進めるにあたって大切なのは， 社会的な
見方・考え方 をはたらかせながら学習することです。地理的分野では， 社会的な見方・考え方 のなかでも， 地理
的な見方・考え方 をはたらかせて，世界や日本のものごとを見ていきます。
　 地理的な見方・考え方 は，以下の1～5に整理することができます。

地域のあいだのさまざまな関係やつながり，
競争などを読み取るときに活用します。

その地域の自然環
か ん

境
きょう

と人々の生活との関係
を読み取るときに活用します。

「それはどこで行われているのか」「それは
どのように分布しているのか」を考えるとき
に活用します。

1位置や分布 2 場所 3 人と自然とのかかわり 4 地域どうしのつながり 5地域
「このあたりでは似た特色がみられる」「このあた
りはこのような関係で結びついている」といった，
地域の特色を読み取るときに活用します。

「そこはどんなところか」を考えて，自然や
社会の特色を読み取るときに活用します。

いちご農家が
ある場所は

どんなところかな？

2場所

いちご農家の人々は
自然をどのように
生かしているのかな？

3人と自然とのかかわり

農村地
ち

域
いき

地名や目印に
なるものをもとに
考えよう。

ケーキ屋がある場所は
どんなところかな？

2場所

なぜこのあたりには
オフィスや店が

集まっているのかな？

5地域

なぜ，このあたりでは
いちご栽

さ い

培
ば い

が
盛
さ か

んになったのかな？

5地域

いちご狩
が

りツアーに
参加する人々は
どんな方法で

農村地域に来るのかな？

4地域どうしのつながり

いちごが都市地域に出荷されると，
かわりに農村地域には
何がやってくるのかな？

4地域どうしのつながり

ケーキ屋は
どこにあるのかな？

1位置や分布

都市地域

人，もの，
情報の流れに
注目しよう。

都市で生活する人々は
自然をどのように

つくり変えてきたのかな？

3人と自然とのかかわり

地形や気候などに
注目して考える
ことができるね。

まわりの自然や
社会のようすは

どうなっているのかな。

地理との出会い ―地理的な見方・考え方って？―

このような
地域ができる

  条件は何かな。

II III

第 1編　世界と日本の地域構成

地球儀
ぎ

にはたくさんの線が規則的に引かれて
います。赤道と平行に引かれた横の線を緯

い

線
せん

，
北極点と南極点を結んだ縦

たて

の線を経
けい

線
せん

とよびます。緯線から，地球
上のある地点の南北の位置をあらわす緯

い

度
ど

がわかります。経線から，
地球上のある地点の東西の位置をあらわす経

けい

度
ど

がわかります。
　緯度は，赤

せき

道
どう

を 0度として，北
ほく

緯
い

と南
なん

緯
い

に分けられています。北
緯と南緯はそれぞれ90度まであります。赤道の北側を北半球，南側
を南半球とよびます。経度は，ロンドンの郊

こう

外
がい

にあるグリニッジを
通る経線を 0度（本

ほん

初
しょ

子
し

午
ご

線
せん

）として，東経と西経に分けられていま
す。東経と西経は，それぞれ180度まであります。本初子午線の東
側を東半球，西側を西半球とよびます。
　緯度・経度というしくみを使うことで，世界中の国や都市の位置
を正確にあらわすことができます。日本の首都である東

とう

京
きょう

の位置は
およそ北緯36度，東経140度となります。

3

4

（イギリス）

2

5 1

緯度・経度の
しくみ

 南極点を示す看
か ん

板
ば ん

（2015年）3

 　「130」という数字
が書かれた場所（2018年，
佐
さ

賀
が

県唐
か ら

津
つ

市）

1
 　旧グリニッジ天文台（下）の地面に書かれた各

国の都市名と数字（上）（2011年，イギリス／ロンドン）
2

学習  課題

見方・考え方

緯度・経度のしくみ，緯度・経度のあ
らわし方に着目しましょう。

地球上の国や都市の位置は，ど
のようにあらわせばよいでしょ
うか。

位置や分布

緯度・経度を手がかりに，地球儀
を使って地球上で東京の反対側
の地点を探

さ が

しましょう。

これらの数字
は何をあらわ
しているのか
な？

緯
い

度
ど

と経度のしくみをとらえよう4

東
とう

京
きょう

グリニッジ

8

5

10

第 3編第 3章　日本の諸地域

東海の愛
あい

知
ち

県から近
きん

畿
き

地方の三
み

重
え

県北部に広
がる中

ちゅう

京
きょう

工
こう

業
ぎょう

地
ち

帯
たい

は，自
じ

動
どう

車
しゃ

工
こう

業
ぎょう

を中心とす
る輸送機械の生産が盛んで，日本最大の工業地

ち

域
いき

になっています。
　自動車工業で有名な豊

とよ

田
た

市は，かつては繊
せん

維
い

工業が盛んでした。
繊維工業用の機械を製造していた企

き

業
ぎょう

が，その技術を生かして，

１930年代に自動車を作るようになり，現在は世界最大級の自動車
メーカーになっています。自動車組み立て工場では，非常に多くの
部品を使うため，周辺には鉄

てっ

鋼
こう

やガラス製造などの大工場や，関連
部品を作る下

した

請
う

け工場など，数多くの関連工場が集まります。こう
して，自動車工業は，さまざまな工場や多くの雇

こ

用
よう

を周辺の広い範
はん

囲
い

にもたらします。完成した自動車は，高速道路や名
な

古
ご

屋
や

港の自動
車つみこみ用のふ頭を使って，日本各地や外国へ輸送されます。

中京工業地帯では，自動車工業のほかに，臨
りん

海
かい

部
ぶ

で鉄鋼業（名古屋市・東海市），化学工業 

2 5 7

P.158 9

（愛知県）

1

3

P.206 1

（愛知県） （愛知県）

自動車工業の
盛んな東海

日本を支える工業の中心地，東
と う

海
か い

2

 自動車組み立て工場（2017年，愛
あ い

知
ち

県豊
とよ

田
た

市）　豊田市やその周辺に
は，自動車組み立て工場がいくつもあります。多くの関連工場から，定めら
れた時

じ

刻
こく

に遅
お く

れないように部品が届
とど

けられます。

1  ロケットを生産する工場（上：2015年，愛知県飛
と び

島
しま

村）と国産ジェット機の試験飛行（下：2016年，愛知
県豊

とよ

山
やま

町）　東海では，航空・宇
う

宙
ちゅう

産業も盛
さ か

んです。

2

 豊田市の工業に占
し

める自動車組み立て
工場・関連工場の割

わり

合
あ い

（「豊田市統計書」2016年）

3
なぜ東海の工業が
発
は っ

展
て ん

したのか

0％ 20 40 60 80 100

41.5% 58.5

85.0% 15.0

自動車組み立て工場・関連工場
96.5%

その他 3.5

工場数
合計860か所

従業員数
合計10.6万人

じゅうぎょういん

工業製品出荷額
合計13兆847億円

（2016年）

学習  課題

見方・考え方

三大都市圏
けん

との位置関係や，工業製
品・部品の輸送に着目しましょう。

なぜ東海では，自動車工業をは
じめとした工業が盛

さ か

んなので
しょうか。

地域どうしのつながり

自動車の数に比べて，働く人
の数が少ないね。機械で組み
立てる部分も多いのかな。

5年  自動車工業では，どのように自動車を生産していたでしょうか。小学校210

5

10
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南アメリカの環境問題のなかでも，熱帯雨林
の伐

ばっ

採
さい

は，地球全体に大きな影
えい

響
きょう

をおよぼす
問題です。アマゾン川流

りゅう

域
いき

の熱帯雨林は，地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

の原因の一つ
となる二酸化炭素を大量に吸

きゅう

収
しゅう

しています。また，熱帯雨林は地球
上で動植物の種類が最も多様な場所だとされています。長いあいだ
貴
き

重
ちょう

な自然環境が残されていたアマゾン川流域では，20世紀後半か
ら大規模な開発が進められるようになりました。アマゾン川流域を
横断する道路が作られ，人々の移住が進められました。天然ゴムの
栽
さい

培
ばい

や肉牛の放牧，鉄鉱石・石油などの鉱産資
し

源
げん

の開発，電力の供
きょう

給
きゅう

を確保するための水力発電用のダムの建設が進められ，広大な面
積の熱帯雨林が伐採されました。
　熱帯雨林が大規模に失われたため，貴

き

重
ちょう

な動植物の生息地がせば
められています。二酸化炭素を吸収する量が少なくなると，地球温
暖化に影響をあたえる可能性もあります。

熱帯雨林は，一度伐採すると簡
かん

単
たん

にはもとに
もどすことができません。一方，ブラジルの

P.104

P.96 1

1 3〜

大規模で急速な開
発による環境問題

世界規
き

模
ぼ

の環
か ん

境
きょう

問題と 
改
か い

善
ぜ ん

に向けた取り組み
3

 熱帯雨林を切り開いてつくられた
すずの鉱山（2017年，ブラジル）
1  宇

う

宙
ちゅう

から見た熱帯雨林の変化（ブラジル）
資料活用 中央に走る道路からどのように

森林が開発されたか，読み取りましょう。

2

3
万㎞²

2

1

0
1988年 90 2000 10 18

 アマゾン地区で1年間に失われた森林
面積（ブラジル国立宇宙研究所資料）
資料活用 1年間に失われた面積がどう変

化しているか，説明しましょう。

3

熱帯雨林を守る 
取り組み

1990年

2011年

なぜ，熱帯雨林
の伐

ば っ

採
さ い

がこんな
に進むのだろう。

学習  課題
地球全体の環境に影

え い

響
きょう

している
南アメリカの環境問題を解決す
るため，人々はどんな努力をし
ているのでしょうか。

人と自然とのかかわり

農業や工業にみられる，これまでとは
異
こと

なる自然環境へのはたらきかけや，
生活のなかで環境を保全しようとする
人々の取り組みに着目しましょう。

見方・考え方

10km0

102

5

10

15

質の高い
学びや授業を
保証する

基本方針1

新学習指導要領で示された，五つの「地理的な見方・考え方」
について分かりやすく解説しています。
見開き下部にある1～5の五つの「地理的な見方・考え方」の
解説をもとに，イラストを見ながら問いの答えを考えることで，
自然に「地理的な見方・考え方」を捉えることができます。

五つの「地理的な見方・考え方」のうち一つを提示しています。
各見開きでは，学習課題とともに提示しているそれぞれの「地
理的な見方・考え方」にもとづいて，本文を記述し，図版を掲
載しています。

巻頭口絵（地理的な見方・考え方の解説）

本文ページの各見開き

それぞれの
見開きでは？

具体的には?

↓P.102

↓P.Ⅱ-Ⅲ

↓P.8を提示した見開き を提示した見開き を提示した見開き ↓P.210

まず地理の面白さを感じることから
地理的な見方・考え方を働かせる工夫

様々な地理的事象を盛
り込んだ，見れば見る
ほど楽しいイラスト

五つの「見方・考え方」
の概念についての解説

それぞれの「見方・
考え方」を働かせて
考える問い

下の問いを考えるた
めのヒント

　教科書の冒頭で ,生徒に身近な「いちご」にスポットを当てながら，農村地域と都市地域の自然環
境・人文環境をイラストで表現しました。このイラストを，1位置や分布， 2場所， 3人と自然との
かかわり， 4地域どうしのつながり， 5地域という五つの「地理的な見方・考え方」を通して読み取っ
ていきます。親しみやすいイラストを通して「見方・考え方」を捉えることで，本文ページの各見開
きで「見方・考え方」を働かせながら学習を進めることができます。

位置や分布 人と自然と　のかかわり 地域どうしのつながり

学習指導要領に示された
「見方・考え方」を，

以下のように
言い換えています。

各見開きの学習の際に「地理的
な見方・考え方」を繰り返し
意識することで，生徒が「見
方・考え方」を自ら働かせ
ることができるようになります。

注目

人間と自然環境
との相互依存関係

空間的相互
依存作用

人と自然との
かかわり

地域どうしの
つながり

6 7



　本文は原則1授業時間を見開き2ページとし，この1時間で何を学ぶのか，どのようなことに着目
して学習を進めるのかを「学習課題」「見方・考え方」で明確に示しました。また，「見方・考え方」
を働かせながら考える問いである「深めよう」を示したほか，右ページの側注欄には学習課題に対応
した「確認」を設け，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を企図した学習活動を提示しました。
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古くから日本の中心地として発
は っ

展
て ん

した近畿地
方には，奈

な

良
ら

の平
へ い

城
じょう

京
きょう

や京
きょう

都
と

の平
へ い

安
あ ん

京
きょう

など，
各地に都

みやこ

（首都）がおかれました。京都は，首都を意味する「京」と
「都」が都市名になりました。「近畿」という名

め い

称
しょう

も，首都のまわ
りの地

ち

域
い き

を意味する畿
き

内
な い

という言葉がもとになっています。京都・
大
お お

阪
さ か

は ｢県」ではなく，中心地の意味をもつ「府」とよばれています｡
　歴史の長い近畿地方には，貴

き

重
ちょう

な文化財が集中しています。京都
や奈良には古くから続く寺院や神社も多く，その一部は世

せ

界
か い

文
ぶ ん

化
か

遺
い

産
さ ん

に登録されています。
京都は，日本の歴史のなかで，最も長いあい
だ首都であった都市です。およそ1200年前に

つくられた平安京から発展しました。東西南北にのびた碁
ご

盤
ば ん

の目の
ようにまっすぐな道路や，三

さ ん

条
じょう

通
どおり

，四
し

条
じょう

通
どおり

といった道路の名前は，

2

P.283

1

豊かな歴史に
支えられた近

き ん

畿
き

地方

現在にいきづく歴史的都市の特色2

 地方別の重要文化財の数（「文化財指
定等の件数」2019年）
2

京都・奈良の歴史的都市としての特色を
まとめましょう。

確認

条
じょう

坊
ぼ う

制
せ い

という古代の都市計画のなごりです。
　長い歴史のなかで日本の伝

で ん

統
と う

文
ぶ ん

化
か

がはぐくまれてきたことも，京
都の特色の一つです。茶道や華

か

道
ど う

には，京都に本部をおく流
りゅう

派
は

が多
くみられます。日本料理（和食）や和

わ

菓
が

子
し

，織物の伝統を守り，未来
に伝えようとしている店

て ん

舗
ぽ

や業者も少なくありません。和食は，ユ
ネスコ無

む

形
け い

文
ぶ ん

化
か

遺
い

産
さ ん

に登録されています。
　京都の周辺では，都市に住む住民のために野菜を育てる近

き ん

郊
こ う

農
の う

業
ぎょう

が盛
さ か

んになりました。そこで守り伝えられた品種は，京野菜とよば
れています。京都の南にある宇

う

治
じ

を中心とした地域では製茶業が盛
んとなり，現在では宇治茶の名前で世界的に親しまれています。

奈良には，東
と う

大
だ い

寺
じ

，興
こ う

福
ふ く

寺
じ

，春
か す が

日大
た い

社
し ゃ

など，
およそ1300年前の平城京の時代から続いてい

る寺院や神社があります。平城京が都
みやこ

でなくなった後も，寺院や神
社と周辺の町は残り，宗

しゅう

教
きょう

・文化の中心地の一つとして北にある京
都に対して南

な ん

都
と

とよばれ，現在の奈良へと発展してきました。平城
京の中心であった平

へ い

城
じょう

宮
きゅう

跡
せ き

では，発
は っ

掘
く つ

調査や建物の復元が進み，か
つての景観が想像できるように整備されています。

4

5

P.283

P.280

6

千年の歴史を
もつ京都

日本の歴史の
ふるさと，奈良

 約300年ぶりとなる興福寺中
ちゅう

金
こ ん

堂
どう

の再
建を祝う法要（2018年，奈良県奈良市）
6

各地から観光客が集まる京都や奈良な
どの伝統行事には，どのようなものが
あるでしょうか。

深めよう
学習  課題

見方・考え方

かつて首都であった歴史が，地
ち

域
い き

の景
観や文化にどのように影

え い

響
きょう

しているの
かに着目しましょう。

歴史的都市である京
きょう

都
と

や奈
な

良
ら

に
は，どのような特色があるので
しょうか。

地域どうしのつながり

琵
び

琶
わ

湖
こ

の環
か ん

境
きょう

を未来の世代へ
地理

　日本の歴史のなかで，琵琶
湖・淀

よ ど

川
が わ

水
す い

系
け い

は，瀬
せ

戸
と

内
な い

海
か い

から
京都を通って中

ちゅう

部
ぶ

地方につなが
る水上交通のルートとして，重
要な役割を果たしてきました。
　琵琶湖は，ラムサール条約に
登録されています。未来に琵琶
湖の貴

き

重
ちょう

な自然環境を伝えるた
めに，湿

し っ

地
ち

やヨシ群落の保全な
ど，さまざまな努力が積み重ね
られています。

P.173

川
淀　
よど

大
やま

和
と

き づ

おお
い

ほ

づ かつら

う
じ

川

木津川

大堰

保
津 桂

川川

川

川宇
治

琵
び

琶
わ

湖
こ

京都府

大阪府
883

317

225

127

136

17

兵庫県

滋賀県

三重県

奈良県

きょうと

おおさか

ひょうご

し が

み え

な ら

20km0

市街地

主な取水場

上水道の水源と
している範囲
上水道の水源と
している人口（万人）
（合計1705万人）

はんい

すいげん
(2015年) （琵琶湖・淀川水質

 保全機構資料）

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C333_02_03

琵琶湖・淀川水系としている範囲

2019年2月　地図修正：ジェイ・マップ

20km0

 お茶をたてる茶道家（2016年，京都市
上
か み

京
ぎょう

区）
4

 琵琶湖・淀川水系を水
す い

源
げん

とし
ている範

はん

囲
い

　近畿地方全体の約７割
の人々の上水道の水源として，なく
てはならない存

そ ん

在
ざ い

です。琵琶湖では，
水質保全の取り組みも進められてい
ます。

3

資料活用 上水道の水源としている範
は ん

囲
い

を， 
P.194の 1と比べましょう。

 日本料理（和食）の食育授業（2019年，
京都市北

き た

区）
5

資料活用 全国の重要文化財の約何割
わ り

が
近畿地方にあるか，計算しましょう。

（2019年）

北
海
道
地
方

0
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3000
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5000

6000

東
北
地
方

関
東
地
方

中
部
地
方

近
畿
地
方

中
国・四
国
地
方

九
州
地
方

き
ん

　
き

ち
ゅ
う  

ぶ

か
ん
　と
う

と
う
　ほ
く

ほ
っ
か
い
ど
う

ち
ゅ
う
ご
く

　　し
　こ
く

き
ゅ
う

　し
ゅ
う

7000
件 合計1万4333件 6681

1152

2421
1530

1443

3933

466
59

599

三重県
み   え

和歌山県
わ   か やま　　　

滋賀県
し   が
大阪府
おお さか
兵庫県
ひょう ご

194

429

879

739

489

京
都
府

奈
良
県

な   

ら

き
ょ
う 

と

街なみが整然と広
がっていて，高層
ビルがないね。

 京
きょう

都
と

の街なみ（2019年）1

近畿地方が日本の政治・経済・文化の中心だった時代はいつごろでしょうか。歴史

注）国宝を含
ふく

む
重要文化財の数

196 197

3-

3

近
畿
地
方

5

10

5

10

15

質の高い
学びや授業を
保証する

基本方針1

連携コーナー
　小学校の学習や歴史・公民とのつな
がりを示しています。 →本書 P.34

歴史

　学習内容を掘り下げて，学習内
容の理解を深めていくことができ
るコラムです。

地理

デジタルマーク
　このマークのついた教材は，弊社ウェ
ブサイトにあるデジタル資料で，学習を
深めることができます。 →本書 P.30

インデックス
　学習内容を全体のなか
に位置づけて学習を進め
ることができます。

　資料を用いた活動を示すことで，必要
りなどの技能を高めることができるコー

な情報の読み取
ナーです。

注目

　学習課題の理解を深めるため，
見方・考え方を働かせる問いを
示しています。

1
導入資料

　見開きの学習内容の導入に
なる資料と，それに関係する
問いかけを設けています。

関心と意欲を引き出
す

2

3
本文・図版

　十分な文字量を確保し，平
易な表現を用いて，生徒の読
み取りを支援しました。

4
　学習課題に対応し，学習内
容の理解を確かにする問いを
示しています。

丁寧な記述で学習
を助ける

1時間の学習をふり
返る

何を学び，どう深めるか
授業や生徒の思考の流れに沿った構成

　この見開きで何を学ぶかを
示します。この課題を考えなが
ら学習を進めていきます。

学習  課題

学習に見通しをもた
せる

知識を活用して，
課題を考えたり，

解決したりできる紙面に
なっています。

↑P.196-197
資料の活用や，

「深めよう」の問い
深く学んで
いけそうだね。

から

→本書 P.16

→本書 P.17

注目

　学習課題の解決に向けて手がかりに
なる主な見方・考え方の例を示して
います。 →本書 P.6-7

→本書 P.14

8 9
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関東地方は， 7地方のなかで最もせまい地方
ですが，日本最大の関

かん

東
とう

平
へい

野
や

が広がっていま
す。その周辺には，西側に関東山地，北側に越

えち

後
ご

山脈などがあり，
利
と

根
ね

川や荒
あら

川などの大きな川が流れ出しています。関東平野の広い
範
はん

囲
い

から水を集める利根川は，日本で最も流
りゅう

域
いき

面積が広い川です。
　関東平野のうち，海沿

ぞ

いの地域は，内陸部から川が運んできた土
砂が堆

たい

積
せき

してつくられた低地です。少し内陸部に入ると，富
ふ

士
じ

山
さん

や
浅
あさ

間
ま

山
やま

などから噴
ふん

出
しゅつ

した火
か

山
ざん

灰
ばい

がつもってできた赤土（関
かん

東
とう

ローム）
におおわれた台地が広がっています。
　広い平野のある関東地方では，農業が盛

さか

んです。水が得やすい低
地には水田が，水が得にくい台地には畑が広がっていますが，南部
を中心に広い範囲で都市化が進み，その多くが市街地や工業用地に
なっています。また，東

とう

京
きょう

湾
わん

沿岸には，埋
うめ

立
たて

地の直線的な人工海岸
が続いています。このように，関東地方では，ほかの地方と比べて，

1

低地と台地からなる
関東平野

関
か ん

東
と う

地方の自然環
か ん

境
きょう

と人々のかかわり1

 関
かん

東
と う

地方の地形
 資料活用

 
1．P.194，208を見て，大

お お

阪
さか

平野，濃
の う

尾
び

平野，関東平野の広さを比べましょう。  

2．東京湾
わん

が直線的な海岸線になっている理由を考えて，説明しましょう。

1  関東地方の人口密
みつ

度
ど

（「国勢調査」2015年ほか）
2

関東地方の人々の生活が自然環境に影響
をあたえている例をぬき出して整理しま
しょう。

確認

人々の活動が自然環
かん

境
きょう

に大きな影
えい

響
きょう

をあたえています。
　現在，関東地方には4000万人以上の人々が住んでいます。東京23 
区を中心に，さいたま市，千

ち

葉
ば

市，横
よこ

浜
はま

市，川
かわ

崎
さき

市，相
さ が み

模原
はら

市といっ
た政

せい

令
れい

指
し

定
てい

都
と

市
し

や，郊外の衛星都市がつらなる東
とう

京
きょう

大
だい

都
と

市
し

圏
けん

が広
がっています。この地域は，日本で最も人口が集中していて，日本
の政治・経

けい

済
ざい

・文化の中心地になっています。また，日本の首
しゅ

都
と

で
ある東京があることから，この地域を「首都圏」ともよびます。

関東地方は，大部分が太平洋側の気候に含
ふく

ま
れます。冬には，日本海側に雪を降

ふ

らせた季
節風が越後山脈などをこえて，乾燥した北西からの季節風（からっ
風）になってふきつけるため，晴れの日が続きます。夏には，湿

しつ

度
ど

が
高くなってむし暑くなり，山沿いを中心に雷

らい

雨
う

が発生しやすくなり
ます。熊

くま

谷
がや

や館
たて

林
ばやし

などの内陸部では，非常に高い気温が観測される
ことがあります。また，南部の太平洋沿岸では，暖

だん

流
りゅう

である日本海
流（黒

くろ

潮
しお

）の影響で，冬でも温暖な気候になっています。
　関東地方では，局地的な集中豪

ごう

雨
う

（ゲリラ豪雨）がしばしば発生し
ます。また，東京・横浜などでは，都市の中心部の気温が郊外より
高くなる，ヒートアイランド現

げん

象
しょう

がみられます。

（東京都）

（埼玉県） （千葉県） （神奈川県） （神奈川県） （神奈川県）

P.282
2

P.221 8

3

P.143 3

4

（埼玉県） （群馬県）

P.221 6

P.147

乾
か ん

燥
そ う

した冬と
暑い夏

 赤
あ か

城
ぎ

山（2013
年，群

ぐ ん

馬
ま

県前
まえ

橋
ば し

市）
　群馬県では，冬の
乾燥した北西からの
季節風を，赤城山か
らふきおろす「赤城
おろし」ともよびま
す。

4

 伊豆諸島・小笠原諸島の位置（左）と小
笠原諸島の父島（右：2017年，東京都小笠
原村）

5

 関東地方各地の雨温図（「理科年表」
2019年ほか）　 資料活用 P.143の 3 を
見て，関東地方の気候区分を確

か く

認
に ん

しましょう。

3

東京都の島々
地理

　本州から南にのびる伊
い

豆
ず

諸
し ょ

島
と う

や小
お

笠
が さ

原
わ ら

諸島は，東京都に含
ふ く

まれていま
す。1年じゅう温暖で豊かな自然にめぐまれているため，観光業が盛んで
す。また，日本最南

な ん

端
た ん

の沖
お き

ノ
の

鳥
と り

島や最東端の南
みなみ

鳥
と り

島も東京都の一部です。
　小笠原諸島は，東京から船で約1日もかかりますが，世界自然遺

い

産
さ ん

に
登録されたため，観光客が急増しました。そこで，固有の動植物が影響
を受けたり，外来種がもちこまれたりしないよう，エコツーリズムの取
り組みを進め，環境保全と観光業の両立をはかっています。

5 3
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う つのみや とう ちちじまきょう

関東地方の多くの人々の活発な活動は，
ほかの地方や外国と，どのようなつなが
りがあるのでしょうか。

追究するテーマ

鳥島

八丈島

三宅島

硫黄島

母島
父島

西之島

大島

小
笠
原
諸
島

火
山
列
島

伊

　
豆

　
諸

　
島

と
う

き
ょ
う

はち

み やけじま

しまおお

じょうじま

とりしま

ちちじま
のにし しま

ははじま

おうい

お

が
さ
わ
ら

と
う

し
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ざ
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京

都
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関東地方の地形諸島図

7地方のなかで最もせま
いのに，人口が最も集中
しているんだね。ほかの
地方や外国にも影響をあ
たえているのではないか
な。

学習  課題

見方・考え方

地形や気候，人口の分布，土地利用な
どに着目しましょう。

関東地方の自然環境や人々の生
活には，どのような特色がみら
れるのでしょうか。
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た
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わ
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う
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と
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き
ょ
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わ
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き
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し
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な
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く
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は
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 中
ちゅう

禅
ぜ ん

寺
じ

湖と男
なん

体
た い

山
さん

（2015年，栃
と ち

木
ぎ

県日
にっ

光
こう

市） 
　関

かん

東
と う

地方を代表する観
光地の日光にあります。

3

関か

ん

東と

う

地
方
　—

 

交
通
・
通
信
を
テ
ー
マ
に —

5

 「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開会式・閉
へい

会
か い

式
し き

が行われる予定の新国立競技場（2019年，東京都新
し ん

宿
じゅく

区・渋
し ぶ

谷
や

区）1

 砂
さ

丘
きゅう

を掘
ほ

りこんで建設された鹿
か

島
しま

港と
工業地域（2010年，茨

いばら

城
き

県鹿
か

嶋
しま

市・神
かみ

栖
す

市）
4  神

か

奈
な

川
がわ

県の住
じゅう

宅
た く

地
（2018年，横

よ こ

浜
は ま

市中
なか

区）
5

 温
お ん

暖
だん

な気候を生かした花の栽
さ い

培
ば い

（2016年，千
ち

葉
ば

県南
みなみ

房
ぼ う

総
そ う

市）
6  関東地方の交通網

もう

（上：2016年，
千
ち

葉
ば

県成
な り

田
た

市・中：2017年，東京都荒
あ ら

川
かわ

区・下：2016年，東京都新
し ん

宿
じゅく

区）

7

 河
か

岸
が ん

段
だ ん

丘
きゅう

の発達した
沼
ぬ ま

田
た

市（2017年，群
ぐ ん

馬
ま

県）
　沼田駅と市街地との高
低差は約70mもあります。

2

 関東平野に広がる東京大都市圏
けん

（2018年）
　東京の都心部から西を見ています。真ん中のビ
ル群は，東京の副

ふく

都心の新
し ん

宿
じゅく

です。

8

山手線と東
と う

北
ほ く

新幹線

バスタ新
し ん

宿
じゅく

（高速バス）

オリンピック・パラリン
ピックは，世界の国々が
つながるいい機会だね。

面積 （2017年）

人口 （2017年）

県内総生産 （2015年）

関東中国・四国 近畿九州 中部 東北 北海道

約32.4万㎢（全国の  8.7％）

約4325万人（全国の34.1％）

約211.5兆円（全国の38.7％）

成
な り

田
た

国際空港（国際線）

クイズ
「東

とう

京
きょう

2020オリンピック・パラリン
ピック」に参加する国や地

ち

域
いき

の数は
どれくらいでしょうか。また，どの州
からいちばん多く参加するでしょうか。

139°

138°

140°

35°

36°

37°

141°

50km0森林・その他
市街地

果樹園

畑
田

かじゅえん

C335_00_51
関東地方の土地利用
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8 1

4

6

5

2

（「人口推計」2017年ほか）

221220220

3-

3

関
東
地
方

基本方針2
生徒自らが
学びに
動き出す

州・地方を視覚的にとらえます
州・地方の様々な地理的事象を読み取ることができる写
真を掲載し，左上には，主題や考察の仕方に深くかかわ
る あ 写真を大きく掲載しています。学習の最初に生徒
の興味・関心を引き付け，州・地方を視覚的に捉えるこ
とができます。

↑P.220-221

州・地方を大観します
州・地方の自然環境と人文環境を大観して，州・地方の
地形・気候，人口，産業，交通・通信，歴史的背景など
をおおまかにつかむことができます。

1
導入
ページ

2

　教科書全体にわたって世界の各州・日本の各地方の地域的特色を確実に捉えられる構成にしてい
ます。2編2章（世界の諸地域）・3編3章（日本の諸地域）では， 1　導入で生徒の興味・関心を引き付
け，2　大観で州・地方の概要をつかみ，そのうえで各州の「主題」や各地方の「考察の仕方」をもと
に 3　主題学習・動態地誌的学習を進め，4　ふりかえりまでの活動を通して生徒が「主体的・対話的で
深い学び」を実現できます。

テーマを通して「知る・考える」
世界や日本の諸事象の学習を見通せる構成

あ写真を見て考える いクイ
ズを設定し，その州・地方
の主題や考察の仕方に焦点
化できるよう工夫していま
す。

2 の末尾に，先生が主題を
提示したり，生徒が考察の
仕方を見出したりする形で，
その州・地方の う追究する
テーマを提示します。

州・地方内での対
比，他の州・地方と
の比較が可能です。

A ～ E は全州・全地方
で統一した体裁・配置・
サイズで掲載

注目

地図や雨温図から州・地方を大
観する手がかりになるよう，資料
活用コーナーを設定しています。

自然環境・人文環境に
かかわる写真をバラン
スよく掲載しています。

注目 注目 ↑P.222-223※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

あ

A

B

い

クイズ→本書 P.14 追究するテーマ→本書 P.14

う

全州・全地方で掲載している図版
A 土地利用図
B 州・地方ごとのグラフ

C D

E

全州・全地方で掲載している図版
C 地形地図　 D 人口密度地図
E 雨温図

大観
ページ

10 11
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50km0

C335_05t2_51
関東地方の土地利用

50km0

い

あ

b

a

オリンピック・パラリンピック
からみる東

と う

京
き ょ う

の変化

 オリンピック・パラリンピックと再開発 2

東京では，2020年にオリンピック・パラリンピックが開
か い

催
さ い

されます。
開催によって，東京はどのように変化するのでしょうか。

クールジャパン

　日本の人口が減少し，経
け い

済
ざ い

発
は っ

展
て ん

がゆるやかになる
なか，「クールジャパン」とよばれる取り組みが進め
られています。これは，映

え い

画
が

・アニメーション，
ゲームといった日本の文化や製品について，外国に
情報発信や販

は ん

売
ば い

などをすることで，経済発展につな
げる戦略です。近年，日本をおとずれる外国人が急
増していますが，この戦略による効果もみられます。

オリンピック・パラリンピックと再開発

　そのようななかで，2020年の7〜9月に東
と う

京
きょう

2020
オリンピック・パラリンピックが開催されます。日
本での開催は1998年の長

な が

野
の

（冬季）以来，東京での
開催は1964年（夏季）以来です。
　オリンピック・パラリンピックの開催中や開催後
には，それをきっかけにして，より多くの観光客が
日本をおとずれることが予想されます。そのため，
東京ではホテルの建設が相次いでいます。

　また，人の移動をしやすくするために，交通網
も う

の
整備が進められています。道路では，東京中央卸

おろし

売
う り

市場（築
つ き

地
じ

市場）のあと地を通る大通りが開通し，中
ちゅう

央
お う

区晴
は る

海
み

にある選手村と都心部のあいだの移動がし
やすくなりました。また，バス高速輸送システム
（BRT）の導入も始まります。
　鉄道では，山手線や地下鉄に新駅が開業する予定
で，周辺部で再開発が進められています。船では，
レインボーブリッジをくぐれない大型のクルーズ船
が増えたため，新たなターミナルが建設されます。

「持続可能な日本」のために

　オリンピック・パラリンピックの開催をきっかけ
に，東京では再開発が進んでいます。また，2027年
には東京（品

し な

川
が わ

）−名
な

古
ご

屋
や

間に中央リニア新幹線が開
業する予定です。これらは一方では，東京への一極
集中による過

か

密
み つ

化
か

をさらに加速させる可能性もあり
ます。「持続可能な東京」「持続可能な日本」を実現
するためにはどうすればよいか，考えてみましょう。

P.160 3
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 2020年に合わせて導入・開業予定の東京BRT（上：車両
デザインイメージ）と山手線の新駅（下：2018年，東京都港

みなと

区）
1

アクティビティ ▼東京への一極集中について考えよう ―ディベート―

地図を使って，知識を整理しましょう。
1   あ ～ き の県名， a ・ b の山脈・山地の名前， c の川の名前
を答えましょう。

2  1 ～ 17 にあてはまる言葉を答えましょう。

過密化による問題を解決するために東京への一極集中を緩
か ん

和
わ

することについて，ディベートしましょう。

この続きを，みなさんで話し合いましょう。その際，以下の点に注意するとよいでしょう。

関東地方をふりかえる
交通・通信から学習の

まとめ

・ 工業が盛ん。
   大消費地に近い，大企

き

業
ぎょう

の本社や研
究所に近い， 8 国際空港や東
京港・横

よこ

浜
はま

港などの貿易港がある
・ 臨

りん

海
かい

部… 9 工業地帯など
   重化学工業が盛ん。
・ 内陸部… 10 工業地

ち

域
いき

   用地の確保がしやすい。 11 の
整備で製品が出荷しやすい。

工業

・ 日本最大の 1 平野
   内陸部…火

か

山
ざん

灰
ばい

がつもってできた  

赤土（ 2 ）の台地
・ 3 諸

しょ

島
とう

…世界自然遺
い

産
さん

地形

・ 冬…乾
かん

燥
そう

した北西の季節風
    晴れの日
・ 夏…むし暑い。雷

らい

雨
う

が多い。
・ 都市の中心部の気温が郊

こう

外
がい

より  
4 くなる 5 現象

気候

・ 低地…水田
・ 台地…畑
・ 古くから 6 農業が盛

さか

ん。
   7 大都市圏

けん

は食料の大消費
地

農業

3km0

環状第2号線
BRT運行ルート
首都高速道路
JR線

オリンピック
スタジアム
主な競技会場
選手村

東京国際クルーズ
ターミナル
新しく開業する駅

かんじょう

（2019年）

C335_05t1_02
オリンピック・パラリンピックと再開発

□

□

□  東京都のホテルの客室数（「衛生行
政報告例」2017年ほか）
3

万室
12

10

8

6

4

2

0
1996年 2000 05 10 15 17

賛成 反対

・ 7 … 12 集中が進む。
   食文化・ファッションなどの  

13 文化
   テレビの中心的な放送局，新聞社な
どの企業が集まり， 14 業が発達

   過
か

密
みつ

化の解消・防災対
たい

策
さく

のための再  
15 や都市機能の分散

 　　　　　　　 16 ・通学
・ 郊

こう

外
がい

… 17 都市・ニュータウン

7 大都市圏

私も一極集中を緩和するのに賛成です。なぜ
なら，通

つう

勤
きん

・通学の混雑が改
かい

善
ぜん

して，東京に住
む人々にとってプラスになるからです。

都市機能が分散すると効率が悪くなります。東
京が世界の大都市と競争していくには，都市機
能の集中が必要ではないでしょうか。

私は反対です。過密化による問題は改善しつ
つあるし，東京にはいろいろな魅

み

力
りょく

があるから
人々が集まり，活気があるのだと思います。

私は都市機能を地方に分散してもいいと思い
ます。交通網も発達しているし，インターネッ
トなどの通信網も整備されているからです。

c

う

え

お

か

き

①  自分の立場（ 賛成／ 反対）を明らかにしてから，理由を説明しましょう。
②  賛成／ 反対の理由に説得力をもたせるために，根

こ ん

拠
き ょ

となる事実をつけ加えましょう。
③ 自分の言いたいことばかりを主張するのではなく，相手の主張もしっかりと聞いてから反

は ん

論
ろ ん

しましょう。
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地
方

第 3編第 3章　日本の諸地域

東
とう

京
きょう

への人口・経
けい

済
ざい

などの一極集中が進むな
か，東京では，オフィスやマンションなどの

高
こう

層
そう

ビルの建設が盛
さか

んに行われています。東京スカイツリーは，都
市の全体的な高層化を受けて建設された電波塔

とう

です。
　しかし，高度な都市機能が集中し，日本全体の中

ちゅう

枢
すう

機能を果たし
ている東京大都市圏

けん

では，首
しゅ

都
と

直
ちょっ

下
か

地
じ

震
しん

などの地震が発生するおそ
れがあるとされています。地震によって，もし，東京大都市圏の都
市機能が大きな被

ひ

害
がい

を受ければ，日本全体に深
しん

刻
こく

な影
えい

響
きょう

がおよぶと
予測されています。

このため，東京大都市圏では，防災の観点か
らまちづくりを見直し，市街地の再開発や新

しい道路の整備などが進められています。例えば，低層の住宅など
の建物が密

みっ

集
しゅう

する地区は，道路がせまくて公園などの空き地も少な
く，防災面で大きな課題をかかえています。そこで，このような地
区を再開発して，火災や地震に強い構造の建築物を建設してオフィ

3

P.149

1

強まる一極集中で
高まるリスク

 住宅が密
みっ

集
しゅう

する地区（2018年，東
と う

京
きょう

都北
き た

区）1
 荒

あ ら

川周辺の再開発地区とスーパー堤防・排
は い

水
す い

機場（2014年，東京都江
え

 戸
ど

川
がわ

区・江
こう

東
と う

区）　この再開発地区は，建物
が密集している地

ち

域
い き

の防災拠
き ょ

点
て ん

とするために整備されました。スーパー堤防 は，幅
はば

が非常に広く，川の増水に強い堤防です。
2

 東京スカイツリー
（2018年，東京都墨

す み

田
だ

区）
3

 地下調整池（2014年，東京都杉
す ぎ

並
な み

区・
中
なか

野
の

区）　東京23区西部の大通りの地下30
～40mほどの深さにあります。4.5kmにわ
たって,直径12.5mのトンネルが作られてい
ます。

5

スや住宅を確保しながら，公園や道路を広げて，災害に強い市街地
をつくる取り組みなどが，各地で進められています。
　東京23区の東部を流れる荒

あら

川や江
え

戸
ど

川などの河口部に近い低地は，
人口密度が高く，さまざまな施

し

設
せつ

も存
そん

在
ざい

しています。しかし，過去
の地

じ

盤
ばん

沈
ちん

下
か

によって，海面や川の水面の高さよりも地面の高さのほ
うが低い地

ち

域
いき

が広がっています。こうした地域では，洪
こう

水
ずい

や高
たか

潮
しお

な
どの災害を防ぐため，堤

てい

防
ぼう

を強化したり，水門や排
はい

水
すい

機
き

場
じょう

を整備し
たりして治水を進め，緊

きん

急
きゅう

時にそなえています。
　また，都市化が進んで地面がアスファルトなどでおおわれた地域
では，雨水の大部分はしみこまずに排水路や川に流れこみます。そ
のため，集中豪雨のときに計画以上の雨水が流れこんで，排水がで
きなくなって浸

しん

水
すい

する被害が発生しやすくなります。そこで，地下
に巨

きょ

大
だい

な調整池を建設して，雨水を一時的に貯めることで浸水を防
ぐ取り組みが進められています。
　過密化を解消するための都市機能の分散を目的として，筑

つく

波
ば

研究
学園都市の建設や，東京周辺の都市でオフィス街の整備が進められ
ていることはすでに学習しましたが，これらの取り組みには，災害
に強い都市づくりという防災面からの目的も存在しています。

2 4

P.169

5
防災を考えた都市の

再開発

関東地方の将来像を考えて，白地図にま
とめましょう。

確認

東京への一極集中にともなう課題を一
つ取り上げ，どのように解決すればよ
いか考えましょう。

深めよう

都市問題の解決に向けて5学習  課題
東
と う

京
きょう

大都市圏
け ん

では，過密化にと
もなうさまざまな課題を克

こ く

服
ふ く

す
るために，どのような取り組み
を行っているのでしょうか。

地域

関
かん

東
とう

地方の地域的特色をふまえて，東
京大都市圏の変化に着目しましょう。

見方・考え方

人口が集中すると，防災
面でもいろいろな課題が
あるんだね。それをどの
ように解決していけばよ
いのだろう。

 荒川の現在
の水位の表示
（2017年，東京都
江戸川区）

4

スーパー堤防

再　　　　　開　　　　　　　　　発　　　　　地　　　　　区

小
お

名
な

木
ぎ

川
排水機場

荒川ロック
ゲート

中な
か

荒あ
ら

旧
中
川

川

川

再　　　　　開　　　　　　　　　発　　　　　地　　　　　区
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テーマを通して「知る・考える」　世界や日本の諸事象の学習を見通せる構成基本方針2
生徒自らが
学びに
動き出す

地域的特色を追究し，学習を深めます
2で設定した主題や考察の仕方にもとづいて，見方・考
え方を働かせながら学習を進めることで，州・地方の地
域的特色や課題を確実に理解することができます。

学習を確実にし，掘り下げます
最後に お 〇〇州（地方）をふりかえるの問い
で知識を定着させ，か 州・地方のテーマに
沿った主体的・対話的な活動で学習を深め
ることができます。

3

2編2章（世界の諸地域）で追究していく主
題・3編3章（日本の諸地域）で用いる考察の
仕方に加えて，各州・各地方で取り上げる地
球的課題・地域の課題（社会的課題）を，各
章の扉ページに一覧表の形で示しました。

4

 この教科書で設定している六つの州のテーマと地球的課題1

第   章2
第 2編

世界の諸
し ょ

地
ち

域
い き

さまざまなテーマで，
六つの州を学習して
いきましょう。

六つの州の地域的な特色を追究するための テーマ
　2編 2章では，世界の諸

しょ
地
ち
域
いき
について学習しま

す。1編で学習した六つの「州」ごとに，テーマ
を設定して学習し，州の地域的な特色を理解しま
す。それとともに，その州では地球的課題がどの
ようにあらわれているかを見い出して，その要因
や人々の生活への影

えい
響
きょう
を考察します。

　この章では，六つの州の地域的特色を理解する
力や，それぞれの州でみられる地球的課題の要因
や影響を考察する力，そしてそれらを地図などで
表現する力を身につけていきます。

この章で主に着目する見方・考え方

地域どうしのつながり 地域

オセアニア州
（サモア）

アフリカ州
（ケニア）

南アメリカ州
（ブラジル）

北アメリカ州
（アメリカ）

アジア州
（韓

かん

国
こく

）

ヨーロッパ州
（フランス）

▲
 2編2章では，州ごとに，その州に住む人々の生活のようすを浮

う

か
び上がらせることのできる テーマ を設定して，州の地域的な特色
を追究していきます。▲

 また，それぞれの州では，州ごとに異
こと

なる 地球的課題 を取り上げ
て，学習を進めていきます。

フランス

州名 アジア州 ヨーロッパ州 アフリカ州

テーマ 人口や経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

国境をこえた統合 自立のための
開発と国際協力

地球的課題 経済発展の地域格差や
都市問題

統合のかげで進む
分
ぶん

離
り

の動き
モノカルチャー
経済からの自立

州名 北アメリカ州 南アメリカ州 オセアニア州

テーマ 世界に影
えい

響
きょう

を
あたえる産業 開発と環

かん

境
きょう

保全 多文化が
共生する社会

地球的課題 大量生産・大量消費の
生活スタイル

熱帯雨林の伐採による
環境破

は

壊
かい

多様な民族の
共生

6年   日本とつながりの深い国　外国の人々の生活のようす　　　
地球規

き

模
ぼ

で発生している課題の解決

小学校で学習した内容

43
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世
界
の
諸
地
域

 この教科書で設定している七つの地方のテーマと社会的課題4

第   章3
第 3編

日本の諸
し ょ

地
ち

域
い き

3編1章で学習した身近
な地域と比べながら学習
していきましょう。

七つの地方の地域的な特色を追究するための テーマ
　3編 3章では，日本の諸地域について学習しま
す。1編で学習し，3編 2章でふりかえった 7地
方区分に基づいて，九

きゅう
州
しゅう
地方から北

ほっ
海
かい
道
どう
地方の順

に，七つの「地方」を学習していきます。それぞ
れの地方でテーマを設定して，地方の地域的な特
色を理解し，その地方にはどのような社会的課題
があるかを見い出して，その課題を追究していき
ます。
　この章では，それぞれの地方にみられる特色に
ついて多面的・多角的に考察し，表現できるよう
になることや，ほかの特色との関係を理解できる
ようになることをめざします。

この章で主に着目する見方・考え方

地域どうしのつながり 地域

▲
 3編3章では，地方ごとに，その地方の特色を浮

う

かび上がらせること
のできる テーマ を設定して，地方の地域的な特色を追究していきま
す。これらの テーマ は，3編1章で使った五つの視

し

点
て ん

（→P.121）に対
応しています。▲

 また，それぞれの地方では，地方ごとに異
こと

なる 社会的課題 を見い出
し，追究していきます。

地方名 九
きゅう

州
しゅう

地方 中
ちゅう

国
ごく

・四
し

国
こく

地方 近
きん

畿
き

地方 中
ちゅう

部
ぶ

地方

テーマ 自然環
かん

境
きょう

人口や都市・村落 歴史的背景 産業

社会的課題 環境問題の
克
こく

服
ふく

過
か

疎
そ

地域の
活性化

歴史的遺
い

産
さん

と
観光の両立

産業の競争力の
維
い

持
じ

地方名 関
かん

東
とう

地方 東
とう

北
ほく

地方 北
ほっ

海
かい

道
どう

地方

テーマ 交通・通信 持続可能な
社会づくり 自然環境

社会的課題 過
か

密
みつ

問題の解決 震
しん

災
さい

復興と
地域づくり 自然環境との共生

 別
べっ

府
ぷ

温泉（2018年，大
お お

分
い た

県別府市）1  吉
よし

野
の

山
やま

の桜（2017年，奈
な

良
ら

県吉
よし

野
の

町）2  都心のオフィス街
（2019年，東

と う

京
きょう

都千
ち

代
よ

田
だ

区）
3

4年   私たちの住む県のようす 
県内の特色ある地域のようす

5年   日本の自然環境の特色 
日本の農林水産業，工業，情報 
日本の災害・防災，環境保全

小学校で
学習した内容

163
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3

日
本
の
諸
地
域

3の各見開きには見方・考
え方を働かせながら考える
問いであるえ深めようを設
定しています。

右ページの下半分にはかアクティビティを
設定しています。
活動を通して学習内容の理解を深めるチャレ
ンジ地理を設定している州・地方もあります。

これらのテーマや
課題に沿って

3・ 4 を進めていく
構成になっています。 

3 の最後の見開きは，その州・地方にみ
られる地球的課題・地域の課題（社会的
課題）を追究する内容になっています。

注目

導入資料をダイナミックに掲
載している見開きもあり，楽しく
学習を進めることができます。

注目

全州・全地方の問いの答えを
教科書QRコンテンツとしてご
用意しています。

注目

問いを各州・各地方の学習内容
に沿ってカテゴリー分けしている
ので，知識の整理に役立ちます。

注目

↑P.43

か

え

お

↑P.163

州・地方で設定している
テーマ・地球的課題・地域
の課題（社会的課題）の一覧

教科書内の連携→本書 P.35

アクティビティ→本書 P.15

チャレンジ地理→本書 P.15

→本書 P.31

※供給時に，最新の状況に更新する予定です。↑P.230-231 ↑P.232-233

※各州・各地方で8ページ設定しています（一部の州では4ページ）。

ふりかえり
ページ

主題学習・
動態地誌的学習の

ページ

12 13
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関東地方の土地利用

50km0

い

あ

b

a

アクティビティ ▼東京への一極集中について考えよう ―ディベート―

地図を使って，知識を整理しましょう。
1   あ ～ き の県名， a ・ b の山脈・山地の名前， c の川の名前
を答えましょう。

2  1 ～ 17 にあてはまる言葉を答えましょう。

過密化による問題を解決するために東京への一極集中を緩
か ん

和
わ

することについて，ディベートしましょう。

この続きを，みなさんで話し合いましょう。その際，以下の点に注意するとよいでしょう。

関東地方をふりかえる
交通・通信から学習の

まとめ

・ 工業が盛ん。
   大消費地に近い，大企

き

業
ぎょう

の本社や研
究所に近い， 8 国際空港や東
京港・横

よこ

浜
はま

港などの貿易港がある
・ 臨

りん

海
かい

部… 9 工業地帯など
   重化学工業が盛ん。
・ 内陸部… 10 工業地

ち

域
いき

   用地の確保がしやすい。 11 の
整備で製品が出荷しやすい。

工業

・ 日本最大の 1 平野
   内陸部…火

か

山
ざん

灰
ばい

がつもってできた  

赤土（ 2 ）の台地
・ 3 諸

しょ

島
とう

…世界自然遺
い

産
さん

地形

・ 冬…乾
かん

燥
そう

した北西の季節風
    晴れの日
・ 夏…むし暑い。雷

らい

雨
う

が多い。
・ 都市の中心部の気温が郊

こう

外
がい

より  
4 くなる 5 現象

気候

・ 低地…水田
・ 台地…畑
・ 古くから 6 農業が盛

さか

ん。
   7 大都市圏

けん

は食料の大消費
地

農業

賛成 反対

・ 7 … 12 集中が進む。
   食文化・ファッションなどの  

13 文化
   テレビの中心的な放送局，新聞社な
どの企業が集まり， 14 業が発達

   過
か

密
みつ

化の解消・防災対
たい

策
さく

のための再  
15 や都市機能の分散

 　　　　　　　 16 ・通学
・ 郊

こう

外
がい

… 17 都市・ニュータウン

7 大都市圏

私も一極集中を緩和するのに賛成です。なぜ
なら，通

つう

勤
きん

・通学の混雑が改
かい

善
ぜん

して，東京に住
む人々にとってプラスになるからです。

都市機能が分散すると効率が悪くなります。東
京が世界の大都市と競争していくには，都市機
能の集中が必要ではないでしょうか。

私は反対です。過密化による問題は改善しつ
つあるし，東京にはいろいろな魅

み

力
りょく

があるから
人々が集まり，活気があるのだと思います。

私は都市機能を地方に分散してもいいと思い
ます。交通網も発達しているし，インターネッ
トなどの通信網も整備されているからです。

c

う

え

お

か

き

①  自分の立場（ 賛成／ 反対）を明らかにしてから，理由を説明しましょう。
②  賛成／ 反対の理由に説得力をもたせるために，根

こ ん

拠
き ょ

となる事実をつけ加えましょう。
③ 自分の言いたいことばかりを主張するのではなく，相手の主張もしっかりと聞いてから反

は ん

論
ろ ん

しましょう。

233

3-

3

関
東
地
方
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持続可能な社会をつくるために
地理

　北アメリカで生み出された資
し

源
げ ん

・エネルギーを大量に消費する生活スタイルは，世界各地の人々の生活に影
え い

響
きょう

をあ
たえました。一方で，近年では持続可能な社会づくりの大切さが世界的に意識されるようになってきています。持続
可能な社会をつくるためには，以下のようなことへの配

は い

慮
り ょ

が必要になります。
　など①限りある資源を意識する ②廃

は い

棄
き

物
ぶ つ

を減らす ③将
しょう

来
ら い

を見すえて行動する

「○○○だから×××するべき」
という意見に対しての反対意見のまとめ方

① 相手の主張を分
ぶ ん

析
せ き

する  
「相手が『○○○ならば×××するべき』と考えたのはなぜ
だろう。×××することの利点は何だろう。ほかの考え方や
選
せ ん

択
た く

肢
し

がないだろうか」と考えましょう。
② ×××以外の考え方や選択肢を思いついたら，なぜその方が
よいといえるのか，理由をまとめましょう。

●  大量生産・大量消費の社会を発
は っ

展
て ん

させる？させない？　
　－アメリカの人々との討

と う

論
ろ ん

会－
　アメリカで生活するＡさん，Ｂさん，Ｃさんは「アメリカで
は，これからも大量生産・大量消費の社会を発展させていく
べきだ」と考えています。これまでの学習をふりかえりながら，
「これからは，アメリカでも持続可能な社会をつくる必要があ
る」という立場から，Ａさん，Ｂさん，Ｃさんに対する反対意
見をまとめましょう。

Ｂさんのような生活
スタイルは，どのよ
うなことを引き起こ
すでしょうか。

あなたの反対意見

アメリカでは再生可
能エネルギーがどの
ように利用されてい
たでしょうか。

あなたの反対意見
シェールガスの開発企

き

業
ぎょう

の経営者Aさんの意見

　技術の進歩によって，利用できる資源は増加し
ています。アメリカがエネルギーをたくさん使っ
て経

け い

済
ざ い

を発展させていき，より豊かになることは
世界全体のためにもなります。それを支えること
が私たちエネルギーを供

きょう

給
きゅう

する者の使命です。

ショッピングセンターで買い物中のＢさんの意見

　買い物のときは1週間分の食料をまとめて買う
ので，自動車がないと生活できません。食料は自

じ

宅
た く

の大型冷
れ い

凍
と う

庫
こ

に入れておきますが，加工食品も
よく利用します。きれいな包

ほ う

装
そ う

につられて，つい
買いすぎてしまいますが。豊かで広大な国土のな
かで，特に問題なく生活できるのだから，現在の
ままでよいのではないでしょうか。

94

基本方針2
生徒自らが
学びに
動き出す

2 の末尾で，州・地方の概要を踏まえて，生徒が
どのように学習を進めていくか見通しを持てるよ
うに，2編2章では先生が主題を提示し，3編3章
では生徒が考察の仕方を見出す形で，追究する
テーマとして問いの例を提示します。

見方・考え方を働かせながら考える問いである
深めようは，多くの州・地方で，主 体的 な学び
→ 対 話的 な学び→ 深 い 学びの順で学習が深
まっていく構造になっています。また，各州・各
地方の深めようの問いのうちのひとつが単元のま
とめである 4 のアクティビティに繋がっています。

関東地方の多くの人々の活発な活動は，
ほかの地方や外国と，どのようなつなが
りがあるのでしょうか。

追究するテーマ

7地方のなかで最もせま
いのに，人口が最も集中
しているんだね。ほかの
地方や外国にも影響をあ
たえているのではないか
な。

学習  課題
東
と う

京
きょう

大都市圏
け ん

では，過密化にと
もなうさまざまな課題を克

こ く

服
ふ く

す
るために，どのような取り組み
を行っているのでしょうか。

地域

関
かん

東
とう

地方の地域的特色をふまえて，東
京大都市圏の変化に着目しましょう。

見方・考え方

東京への一極集中にともなう課題を一
つ取り上げ，どのように解決すればよ
いか考えましょう。

1 にはクイズを設定し，その州で追究する主題
やその地方で用いる考察の仕方に深くかかわる
写真を読み取ることで，主体的に考えることを促
します。

4では，アクティビティやチャレンジ地理で具体
的な課題を自ら調べたり，クラスで議論したりす
る活動を通して学習を深める主体的・対話的な
問いや活動，シンキングツールを示しています。
1～ 4 の学習を通して，州・地方の地域的特色
を確実に捉え，単元全体で主体的・対話的で深
い学びが実現できます。

クイズ
「東

とう

京
きょう

2020オリンピック・パラリン
ピック」に参加する国や地

ち

域
いき

の数は
どれくらいでしょうか。また，どの州
からいちばん多く参加するでしょうか。

3

4

郊外にある衛星都市を1か所選んで人
口の推

すい

移
い

を調べ，どう変化したのか，
なぜ変化したのかを話し合いましょう。

深めよう
鉄道網・高速道路網・航空網が東京に
集中していることを地図で確

かく

認
にん

し，な
ぜ集中しているのか，そこに問題はな
いかを考えましょう。

深めよう

発達段階を考慮し，シンキングツー
ルを体系的に設定しているので，個
人やグループで課題を追究する場
面など，様々な場面で活用できる思
考力・判断力・表現力等の向
上を図ることができます。

注目

もっと知りたく，考えたくなる
主体的・対話的で深い学びの実現

　主体的・対話的な学習を促す問いやコーナーを充実させているだけでなく，各見開きにある様々な
コーナーによって，1～ 4 の流れ（→本書P.10-13）の中で，単元全体・教科書全体で「主体的・対話
的で深い学び」を実現することができるようにしました。

1

2

主 体的 対 話的 深 い

P.220→

←P.223

↑P.225 ↑P.227 ↑P.231

↓P.233
P.94→

深めよう

↑P.230

P.57   アジアの経済発展をまとめよう―表づくり―
P.81   アフリカのモノカルチャー経済からの自立に向けて  

―ウェビングマップ―
P.105   自然環境に配慮した観光客の誘致―キャッチフレーズづくり―
P.115   私たちのまわりの多文化共生を考えよう  

―発見学習・調べ学習―
P.177   自然環境を保全しながら観光業を発展させよう  

―ダイヤモンドランキング―
P.191   地域活性化の取り組みを分析しよう―関係図づくり―
P.205   地域の魅力を広めよう―施設づくりプロジェクト―

P.233   東京への一極集中について考えよう―ディベート―
P.247   持続可能な社会をめざして―地域づくりプラン―
P.261   環境保全と観光業は両立できるか考えよう―PMI表づくり―

 
P.70-71   ヨーロッパの大国，イギリスのＥＵ離脱問題を考えよう
P.94-95   持続可能な社会をつくるために
P.151   ハザードマップをより深く知り，使うために
P.218-219   工場建設シミュレーション  

―知多半島のどこに工場を作る？―

チャレンジ地理

見方・考え方をカギ
にして考えます。

導入
ページ

大観
ページ

ふりかえり
ページ

主題学習・
動態地誌的学習の

ページ
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地理のスキルがどんどん身に付く
詳しい解説と実践的な問い

地域的特色の理解がどんどん深まる
多様なコーナーが支える学習

基本方針2 基本方針2
生徒自らが
学びに
動き出す

生徒自らが
学びに
動き出す

世界や日本の人々の生活の様子が読み取れる写真とともに，実際にそこに住む人々が
生徒に語りかける言葉を紹介しています。

第 3編第 3章　日本の諸地域

中
ちゅう

央
お う

高
こ う

地
ち

では，レタス，キャベツ，はくさい
などの高

こ う

原
げ ん

野
や

菜
さ い

が栽
さ い

培
ば い

されています。八
や つ

ケ
が

岳
た け

や浅
あ さ

間
ま

山
や ま

の周辺，菅
す が

平
だいら

などが代表的な産地です。冷
れ い

涼
りょう

な気候を生か
して，温

お ん

暖
だ ん

な地
ち

域
い き

で栽培される野菜が品
し な

薄
う す

になる夏に，生産・出荷
しています。また，長

な が

野
の

盆
ぼ ん

地
ち

や甲
こ う

府
ふ

盆地では，盆地の周辺部に扇
せ ん

状
じょう

地
ち

が広がっています。扇状地は水はけがよいため，長野盆地ではり
んご，甲府盆地ではぶどう・ももなどの果物の栽培が盛

さ か

んです。
　高原野菜や果物は，高速道路の整備や保冷車の普

ふ

及
きゅう

によって，三
大都市圏

け ん

などの大消費地へ，短時間で新鮮な状態のまま出荷できる
ようになりました。

諏
す

訪
わ

湖周辺には，第二次世界大戦中に空
く う

襲
しゅう

の
被

ひ

害
が い

をさけるため，東
と う

京
きょう

などから工場が移転
してきました。第二次世界大戦後，これらの工場を核

か く

にして時計・

1 4

3

P.280

4 6

2

地形や気候に適応した
特色のある農業

交通網
も う

の整備による中央高地の
産業の変化3

 レタスの収穫（2018年，長
な が

野
の

県川
か わ

上
か み

村）　夜明け前から収穫を始めて，東
と う

京
きょう

など
の消費地に運ばれ，その日のうちに店頭にならびます。川上村は，村ぐるみでレタス
栽
さ い

培
ば い

に特化した農業を進めています。その結果，農家の販
は ん

売
ば い

額が増加し，若
わ か

手
て

農家も
増えて出生率も上

じょう

昇
しょう

しています。

1

 レタス・ぶどうの県別生産量
（「作物統計」2017年）

4

中央高地の
工業の変化

 東京中央卸
おろし

売
う り

市場でのレタスの県別入荷量　
資料活用 それぞれの県からの入荷の多い時期

と，その県の気候との関連を考えましょう。

3

 トラックで消費地へ出荷されるレタスや
キャベツ（2018年，長野県南

みなみ

牧
ま き

村）
2

学習  課題

見方・考え方

中央高地と三大都市圏
け ん

との位置関係，
交通網の整備に着目しましょう。

中央高地の産業は，どのように
変化しているのでしょうか。

地域どうしのつながり

0％ 20 40 60 80 100

レタス
合計 58.3万t

ぶどう
合計 17.6万t

（2017年）

茨城県
15.0

　いばら き

その他
25.48.4 5.44.5

長野県
14.7

山梨県
24.5%

やまなし

その他
33.49.5 9.5

長野県
37.9％

なが の

長崎県
ながさき

兵庫県
ひょう ご

北海道 3.7
ほっ かい どう

静岡県 3.4 
しずおか

山形県
やまがた

岡山県
おかやま

福岡県 4.7
ふくおか

群馬県
ぐん　ま

0

0.4

0.6

0.8

0.2

1.0
万t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

静岡県 茨城県 長野県 その他
（2018年）

しずおか いばら き なが の
東京中央卸売市場
市場統計情報（ ）

夜明け前から収
しゅう

穫
か く

す
る利点は何なのかな。

5年  高地では，どのような生活や産業が行われていたでしょうか。小学校212

5

10

主な地形や気候，人口の分布，農業地域
を，大まかに白地図にまとめましょう。

確認

アジアには，日本のような先
せん

進
しん

国
こく

のほか，多
くの発

はっ

展
てん

途
と

上
じょう

国
こく

があります。世界の人口の約

6割
わり

にあたる約45億人が住んでいて，東アジアから南アジアにかけ
ての平野部に人口が集中しています。一方，西アジアや中央アジア
などの乾燥した地域やシベリアは，人口密

みつ

度
ど

が低くなっています。
　古くから文明が発達した中国とインドは，周辺の文化に大きな影
響をあたえてきました。中国，日本，韓

かん

国
こく

など東アジアの国々には，
漢字を使ったり，米を主食にしたりするなど，共通の文化がありま
す。仏

ぶっ

教
きょう

はインドでおこり，陸上や海上の交易路を通じて，東南ア
ジアや日本を含

ふく

む東アジアに伝わりました。イスラム教も，西アジ
アから南アジアや東南アジアに伝わっています。

降水量の多い東アジアから南アジアでは，稲
いな

作
さく

が盛んです。稲作は多くの人手のかかる農
業ですが，せまい土地でもたくさんの量を収

しゅう

穫
かく

することができ，ア
ジアの人口を支えています。一方，東アジアの北部や南アジアの内
陸部など，降水量の少ない地域では畑

はた

作
さく

が盛んで，小麦やとうもろ
こしが栽

さい

培
ばい

されています。乾燥した西アジアや中央アジアでは，羊
やらくだなどを飼育して乳

ちち

や肉を生産する牧
ぼく

畜
ちく

が行われています。
　アジアでは，近年，工業化が急速に進み，世界で最も経済発展が
めざましい地域になっています。発展途上国でも収

しゅう

入
にゅう

が増えて，都
市部では先進国と同じような生活を送る人々も多くなっています。

P.283

P.283

2

P.24 1

6

4

5

45 5P.44 1 ，

 箸
は し

を使い，米が主食の韓国の食事
（2006年，韓国）

6

巨
き ょ

大
だ い

な人口と
多様な文化

盛
さか

んな農業と工業化
による経

けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

統計資料を活用する③

グラフの読み取り方①
　円グラフ，帯グラフは，割合を示すグラフ
です。何の割合を示したグラフなのか，タイ
トルで確

か く

認
に ん

しましょう。 4 5 には，世界の合
計量と，国別・州別の割合（％）が書かれてい
ます。複数のグラフを比べることで，さまざ
まな特色を読み取ることができます。 4 では，
生産量の多い国と輸出量の多い国がちがって
います。生産量が多いのに輸出量が少ない国
の特色は何でしょうか。  主な工業製品の州別生産量

（2018年刊　世界国勢図会）
5

 米の国別生産量と輸出量（FAOSTAT）4

中国
27.9%

ミャンマー
3.3

その他
20.0

その他
20.1

インド
21.9

タイ
24.5%

インド
24.512.9

9.8

8.2

インドネシア
バングラデシュ

6.4

ベトナム
5.6

アメリカ

パキスタン

ベトナム

タイ
4.3

10.6

（2017年）

（2016年）

生 産 量

輸 出 量

合計
7億

6966万t

合計
4027万t

アジアの国々は，どのようにして急速に
経済を発展させたのでしょうか。また，
どのようなことが課題となっているので
しょうか。

追究するテーマ

5 から，アジアの工業化
のようすが読み取れます。
工業化による経済発展は，
どのように進んでいるの
でしょうか。

0％ 20 40 60 80 100
自動車
合計
9505万台

薄型テレビ
合計
2億2953万台

パソコン
合計
2億6353万台

携帯電話
合計
17億4578万台

けいたい

うすがた

デジタルカメラ
合計
2896万台

（2016年）

アジア
54.5%

南アメリカ

その他 3.8

ヨーロッパ
22.6

アジア
100%

アジア
100%

アジア
98.7%

北アメリカ

北アメリカ
19.1

アジア
62.6%

ヨーロッパ
18.6 8.510.3

その他 1.3
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近畿地方を北部・中部・南部に分けて，
それぞれの地域の自然環境や人々の生活
の特色をまとめましょう。

確認

は夏の暑さと冬の冷えこみがきびしくなります。北部は，冬に日本
海からふく冷たく湿

しめ

った季節風の影響で，雨や雪が多くなります。
南部は，温

おん

暖
だん

で降水量が多くなります。これは，梅
つ

雨
ゆ

から秋にかけ
て，太平洋からふく湿った季節風や台風の影響を受けるためです。
尾
お

鷲
わせ

の １年間の降水量は，中部の大阪の約 3倍に達するほどで，紀
き

伊
い

山地ではしばしば大きな風水害が発生しています。
三つの地域の地形と気候のちがいは，それぞ
れの地域の人々の生活にも影響しています。

平野や盆地の多い中部は，早くから農業が営まれてきました。また，
古くから都市が計画的につくられ，長いあいだ日本の政治・経

けい

済
ざい

の
中心地として発

はっ

展
てん

してきました。現在では，日本で ２番目に人口が
集中する京

けい

阪
はん

神
しん

大
だい

都
と

市
し

圏
けん

が広がっていて，京
きょう

都
と

市，大阪市，神
こう

戸
べ

市
の三つの中心都市があります。また，三

み

重
え

県北部には，中部地方の
名
な

古
ご

屋
や

市と結びつきの強い都市がならんでいます。
　山地が広がる北部や南部には，大都市はみられないものの，山が
ちな地形でも営みやすい農業や林業が人々の生活を支えてきました。
南部の紀伊山地は温暖で雨にめぐまれ，果物の栽

さい

培
ばい

や林業が盛
さか

んで
す。また，北部・南部では，漁業も重要な産業になっています。一
方で，山間部を中心に過

か

疎
そ

化が進んでいます。

（三重県） （大阪府）

（京都府） （兵庫県）2

（愛知県）

P.193 7

自然環
か ん

境
きょう

と
人々の生活

 日本初の本格的ニュータウンである千
里ニュータウン（2019年，大阪府豊

とよ

中
なか

市・吹
すい

田
た

市）

5

 日本最大規
き

模
ぼ

の私鉄のターミナル駅
（2019年，大阪市北

き た

区／阪
はん

急
きゅう

梅
う め

田
だ

駅）
4

京阪神大都市圏の歴史をみる
地理

　近畿地方では，20世紀初めごろから，大阪・京都・神戸の都
と

心
し ん

部
ぶ

と郊
こ う

外
が い

を結ぶ鉄道が次々とつくられました。鉄道を運行する企
き

業
ぎょう

は，都心部の
ターミナル駅に百貨店を，郊外に住

じゅう

宅
た く

地や遊園地，野球場などをつくって，
乗客を増やしていきました。その結果，郊外の衛

え い

星
せ い

都
と

市
し

にある住宅地で生
活し，鉄道で時間をかけて通

つ う

勤
き ん

し，都心部の企業などで働くという生活ス
タイルが生まれました。この生活スタイルは，関

か ん

東
と う

地方をはじめとする全
国の都市部へ広がりました。また，大阪市と神戸市のあいだの阪

は ん

神
し ん

間
か ん

とよ
ばれる地域などには，高級住宅地が広がるようになりました。
　また，1950年代以

い

降
こ う

，人口の急増に対応するために，郊外の各地で大
規
き

模
ぼ

な住宅地やニュータウンの開発が進められました。大阪府北部の千
せ ん

里
り

ニュータウン，大阪府南部の泉
せ ん

北
ぼ く

ニュータウン，兵
ひょう

庫
ご

県南部の須
す

磨
ま

ニュー
タウン，奈良県北部の生

い

駒
こ ま

市から奈良市西部にかけての住宅地などが有名
です。これらの地域では，開発当時に移り住んだ人々の高

こ う

齢
れ い

化が進み，再
開発や住宅の建てかえが行われています。

P.282 P.282

4

P.282

5

宝塚行き 京都行き神戸行き

近畿地方の古くからの歴史は，人々の
生活にどのような影響をあたえている
のでしょうか。

追究するテーマ

歴史的分野でも学習した
ように，近畿地方は日本
の歴史の中心地だったね。
現在は，どのようなとこ
ろにその影響が残ってい
るのかな。
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第 2編第 2章　世界の諸地域

ヨーロッパの国々には，世界中から来たさま
ざまな信

しん

仰
こう

や文化をもつ人々が生活していま
す。EU加

か

盟
めい

国のなかで人の移動がしやすくなったことから，経
けい

済
ざい

的に豊かな西ヨーロッパの国々には，仕事が少なく所得水準の低い
東ヨーロッパの国々から移住する人が多くなっています。また，
ヨーロッパには，過去にヨーロッパ諸

しょ

国
こく

の植民地だったアジアやア
フリカの国々からの移

い

民
みん

やその子孫が多く住んでいるほか，1960年
代以

い

降
こう

，イスラム教を信仰するトルコ，シリア，北アフリカなどか
らの移民である外国人労働者や難

なん

民
みん

が増えています。その結果，現
在では，ヨーロッパには，イスラム教などに基づく多様な文化をも
つ人々がともに生活する，多

た

文
ぶん

化
か

社
しゃ

会
かい

が形づくられています。
EUの統合が進み，EUの共通政

せい

策
さく

は，それぞ
れの国が行っていた役

やく

割
わり

の一部を引き受ける
ようになりました。人々は，それぞれの国の国民であるという意識
とともに，EUの一員であるという意識をもつようになりました。
　その一方で，ヨーロッパでは，EUの統合がゆらぎつつあります。

1 3

P.281

P.41 5

P.281

2

P.282

6

さまざまな人々が
住む多文化社会

 さまざまな民族の人々が住むロンドン（2018年,イギリス）1

 ヨーロッパの主な国の外国生まれの人
口（OECD International Migration Outlook　
2018）

3

ゆらぐEUの統合
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ノ
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ウ
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デ
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      ロッパの国への1
　　万人以上の移動

OECD
International
Migration
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(2016年)

（ ）

C222_05_02
P68　ヨーロッパ州への外国人労働者の動き

学習  課題
ヨーロッパは，今後もEUとし
て地

ち

域
い き

の結びつきを強めていく
べきでしょうか。

見方・考え方

統合が進んだことによるEU加
か

盟
めい

国の
結びつきや人々の考えの変化について，
成果・課題の両面に着目しましょう。

地域

移民の増加とゆらぐ統合のうごき5 6

 ヨーロッパへの外国人労働者の動き
資料活用 ヨーロッパのどの国に流入する外

国人が多いか，計算しましょう。

2

イギリスでは，なぜいろい
ろな国からの移民がたくさ
ん生活しているのだろう。

0万人 900600300 1200

ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
スイス
オランダ
ベルギー
スウェーデン
オーストリア
アイルランド
ノルウェー
デンマーク
フィンランド
ルクセンブルク

（14.0%）

（2016年）

注）かっこ内は総人口
　 に占める割合

（13.7）

（12.6）

（12.8）

（9.9）

（28.8）

（12.1）

（16.3）

（17.0）

（18.3）

（17.0）

（14.7）

（9.5）

（6.1）

（46.3）
し わり あい
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イギリスによる植民地化以降，ゴムやアブラ
ヤシの大規

き

模
ぼ

な農園（プランテーション）をつ
くるため，熱帯雨林の木々がどんどん伐

ばっ

採
さい

されていきました。人間
の手で森林が破

は

壊
かい

され，環
かん

境
きょう

が大きく変化していくなかで，生活に
必要な森の果物や野菜がとれなくなってしまい，食料にしていた動
物も少なくなっていきました。その結果，多くのオラン・アスリは，
森での生活ができなくなりました。
　森を出たオラン・アスリは，マレーシア政府が決めた定住地で，
政府が建てたトタン屋根の家屋に住むようになりました。そして，
政府からあたえられた耕作地でゴム，アブラヤシ，サトウキビ，野
菜を栽培するなどして，新たな環境に適応しようと努力しました。
近年では，学校に通う子どもたちも増え，工場や会社で働いたり，
学校の先生になったりする人もいます。また，イスラム教徒やキリ
スト教徒になる人もいます。一方，自然を敬

うやま

い，伝統的な文化を大
切にする気持ちは生き続けています。自分たちの伝統文化のすばら
しさをインターネットで発信する人も多くなっています。

P.50 P.XI

5

4

6

1 にみられるような高床式の住居が熱帯
気候の地域で住みやすい理由を，本文か
ら書き出しましょう。

確認

変わりゆく生き方

 山の上まで広がるアブラヤシのプランテーション（2016年，マレーシア）4

なぜ，多くのオラン・アスリは森での
生活ができなくなったのでしょうか。

深めよう

ガットさんの話
　毎日のように，森に入って，木によじ登っては，大きな豆をとっています。蚊

か

が多いゴム
のプランテーションで働くよりも，涼しくて静かな森ですごすほうが好きですね。自転車で
町に出かけて，この豆を売っています。町の人たちと話すのは楽しいです。私は学校に行か
なかったから，字の読み書きができないけれど，子どもたちには学校に行ってほしいなと思っ
ています。最近，キリスト教徒になりました。

 ゴムのプランテーションのようす（2016
年，マレーシア）　木の幹に切りこみを入れ，
流れ出る樹

じ ゅ

液
えき

を集め，天然ゴムの原料にします。

5

 スマートフォンを操
そ う

作
さ

する親子
（2016年，マレーシア）

6
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地理的技能を右の６種類に
整理して，詳しく解説してい
ます。発達段階に応じて，
系統的に地理的技能を身に
付けることができます。 見開きの学習内容に関する事項

を掘り下げて，学習内容の理解
を深めていくことができるコラム
を設定しています。

地図やグラフの読み取
りのための活動を提案
するコーナーを適宜設
定しています。

P.212→

P.195→

↓P.29

P.68→

P.47→

スキルアップ 地理＋α

地理的技能や資料活用能力を身に付けるためのコーナーを充実させ，地理的事象について考
え，判断し，自分の言葉で表現できるようにしました。

生徒の興味・関心を引き出す地理的なトピックスや現地の人の言葉を紹介したり，作業学習を
提案したりすることで，地理的分野の学習を楽しく深めていくことができるよう工夫しました。

１編を中心にトライコーナー
を設定し，楽しく学習内容を深め
ていくための作業学習を提案し
ています。

地球儀を回転させて， 1
2 3 のように見える方向
を探

さ が

しましょう。

↑P.2

注目

地理

声コーナー

資料活用

資料活用

解説とともに，問
いや活動を提示
することで，地理
的技能を定着させ
ることができます。

注目

●統計資料を活用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4，26，47，51，133，152

●地図を活用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22，41，87，122，124，125，132，151

●写真を活用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.25，252

●地理的なきまりを身につける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9，11，15

●地域調査の手法を身につける ・・・・・P.121，126，128，129，130，134，135，136

●地域のあり方を考える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.264，268，272，273

16 17



　３編では，１章（地域調査の手法）と４章（地域のあり方）で地域調査を実施して調査結果をまとめ，
考察，構想までを確実に行えるようにしました。また，２章（日本の地域的特色と地域区分）・３章
（日本の諸地域）の学習と1章・4章の地域調査学習を結び付けられるよう工夫しました。

基本方針3
学びを
日々の生活や
社会に活かす

調査結果を
発表する

調査結果を
まとめる

調査結果をもとに
考察する

調査を進める調査計画を
立てる

調査テーマを
決める

地域を見直す

第 3編第 1章　地域調査の手法

学習  課題
調査テーマを決め，どのように
調べるのかを考えて調査計画を
立てましょう。

見方・考え方

身近な地
ち

域
いき

の調査で何を明らかにする
のか，どのように調査するのかに着目
しましょう。

場所

 身近な地
ち

域
い き

の関連図の例1

 調査の視
し

点
て ん

の例2

地形図や空中写真，小学校で学習したことな
どのあいだにどのような関係があるか，かき

出してみましょう。これらの関係をP.121「スキルUP」の五つの視
し

点
てん

から整理すると，疑
ぎ

問
もん

に思ったことや調べたいことのかかわりが
見えてきます。これらをまとめて関連図をつくり，調査テーマを決
定しましょう。

調査テーマが決まったら，調査によって何を
明らかにすればよいか考えましょう。かかわ

りが強いものをまとめ，調査の対象をしぼりこむことが大切です。
市町村の役所に行ったり，農家や商店の人などに聞き取り調査をし
たりすることで，幅

はば

広い内容をくわしく調べることができます。調
べたいことと調査方法を明確にして，調査計画を立てましょう。

調べたいことをまとめ，
調査テーマを決定する

調査計画を立てる

調査テーマを決めて
調査計画を立てよう3

住
じゅう

宅
た く

地
ち

と水路
が近いと，洪

こ う

水
ず い

で被害が出
ないのかな。

観光客が増えると，
地域にはどんな影

え い

響
きょう

があるのだろう。

どうしてこんなに複
雑に水路が入り組ん
でいるのだろう。

伏
ふ し

見
み

稲
い な

荷
り

大
た い

社
し ゃ

には，
どこからどれくら
い観光客がおとず
れるのかな。

地域調査の手法を身につける②　
関連図のつくり方

1． すでに知っていることやわかってい
ること，新たに見つけたことなどを，
かき出していきましょう。

2． 五つの視点をかきこみ，そこから生
まれた疑問を「調べたいこと」とし
て相

そう

互
ご

に関連づけながら，整理し
直しましょう。

 「自然環境」の視点からの調査テーマ3

伏見の複雑に入り組んだ水路はどのように利用され，

どのような水害への対
たい

策
さく

が行われているのだろうか。

テーマを支える問い

調査班
はん

の名前 自然と防災班
はん

調査テーマ 伏
ふし

見
み

の水路と防災対策

 自然と防災班 が立てた調査計画5

 さまざまな視点からの「テーマを支える問い」の例7

 交通と観光班 が立てた調査計画6

調べたいこと 調査方法

水路の歴史，利用

方法

文
ぶん

献
けん

資料を使った調査（図書館）

インターネット

野外観察

三
み

栖
す

閘
こう

門
もん

資料館を訪
ほう

問
もん

防災対策 地図を使った調査

調べたいこと 調査方法

伏
ふし

見
み

稲
いな

荷
り

大
たい

社
し ゃ

の

観光客

統計資料を使った調査

観光客への聞き取り調査

野外観察

観光客増加の影
えい

響
きょう

地域の人への聞き取り調査

野外観察

人口や都市・村落
調査班

は ん

の名前： 人口と街なみ班
伏
ふ し

見
み

区の人口はどのように分布していて，これからどう変化していくのだろうか。
人口の多い地区は，過去から現在にかけてどう移り変わってきたのだろうか。

産業　
調査班の名前： 資

し

源
げん

と産業班
酒
しゅ

造
ぞ う

業にはどのような歴史があり，これからどう発
は っ

展
て ん

させようとしているのだろうか。
新しい商業施

し

設
せつ

はどこにあるのだろうか。それによって，地域にはどんな影
え い

響
きょう

があるのだろうか。
その他　
調査班の名前： 伝統と文化班

伝統的な文化はどのように受けつがれているのだろうか。
伝統的な文化はこれからどうなっていくのだろうか。

自然環境
 地形，気候，土地利用，過去の災害

人口や都市・村落
 人口の分布や増減，街なみ

産業
 農業・林業・漁業，工業，商業

交通・通信
道路，鉄道，テレビ局，新聞社

その他
歴史遺

い

産
さ ん

，伝統行事，環
か ん

境
きょう

問題・環境
保全，まちおこし・むらおこし

自然環境 交通・通信

 「交通・通信」の視点からの調査テーマ4

●  調べたいことをまとめ， 
調査テーマを決定する

地形図や空中写真，小学校で学習したことなどから，関連図をつくりました。「自然環境」
の視点からは水路の利用に注目して，「交通・通信」の視点からは観光客の増加に注目
して，調査テーマを決定しました。

●  調査計画を立てる

2にあげられたものの
ほかに，どのような視
点が考えられるかな。

伏見稲荷大社の観光客の増加のようすと，その影
えい

響
きょう

は

どのようになっているのだろうか。

テーマを支える問い

調査班の名前 交通と観光班
はん

調査テーマ 伏
ふし

見
み

稲
いな

荷
り

大
たい

社
し ゃ

と観光

調
べ
た
い
こ
と

五
つ
の
視
点

交
通
量
は

ど
の
く
ら
い
な
の
か

観
光
客
は
ど
の
く
ら
い

来
る
の
か

い
つ
ご
ろ
建
て
ら
れ
た

も
の
な
の
か

ど
の
よ
う
な

行
事
が
あ
る
の
か

地形図 空中写真
小学校で
学習したこと

い
つ
ご
ろ
で
き
た

も
の
な
の
か

人口や
都市・村落

ど
の
よ
う
に

利
用
し
て
き
た
か

洪こ
う

水ず
い

で
被ひ

害が
い

が

出
な
い
の
か

自然環
か ん

境
きょう

産業 交通・通信

その他
歴史的背

はい

景
け い

・
持続可能な社会づくり　

など

団地が
広がっている

水路が
入り組んでいる

大きな
酒
さか

蔵
ぐ ら

が多い
高速道路が
開通した

大きな
神社がある

丘
おか

と平地から
成り立っている

3年  身近な地域調べをしたときは，どんな準備をしたでしょうか。小学校

3-

1

地
域
調
査
の
手
法

126 127

5

10

地域の課題をつかむ 地域の特色をつかむ 課題の要因を考察する 解決に向けて構想する まちづくり会議

第 3編第 4章　地域のあり方

地
ち

域
いき

の課題について考察したり，解決策
さく

につ
いて構想したりしたことをもとに，「まちづく

り会議」を開きましょう。会議では，みなさんがさまざまな立場の
人の役

やく

割
わり

を演じて，各班
はん

の提案を検
けん

討
とう

しましょう。話し合いを通し
て，それらの提案を関連づけたり，提案に優

ゆう

先
せん

順位をつけたりして，
「私たちのまちづくりプラン」をまとめましょう。

会議を開くに 
あたって

まちづくり会議を開こう5     学習  課題

見方・考え方

地域の課題の変化や持続可能な地域づ
くりに着目しましょう。

地
ち

域
い き

のあり方について考えるま
ちづくり会議を開きましょう。

地域

地域のあり方を考える③
対立したときに合意を形成する方法

　地域の課題を解決する構想をつくるときには，さまざまな提案が生まれます。 A Bの二つ
の提案が生まれて，その二つが対立してしまったときには，次のような解決方法があります。
　（1）　 A Bのどちらかを選

せ ん

択
た く

する。
　（2）　 Aを6割

わ り

， Bを4割というふうに，二つの案を取り入れて調整する。
　（3）　 Aの次に Bを行う， Bの次に Aを行うというふうに，二つの案に順番をつける。
　（4）　 Aでも Bでもない， Cという新しい案を考える。
「私たちのまちづくりプラン」をまとめるときには，四つの方法のどれがよいか考えながらまとめましょう。

地域のあり方を考える④
構想した結果の発信方法

　構想した結果を発信するには，さまざま
な方法があります。
▶ プレゼンテーションソフトを使ってまと
め，文化祭などで発表する。

▶�地図，写真，グラフなどを入れてまとめ，
学校のホームページで公開する。

▶�まちづくり・地域づくりのコンテストな
どに応

お う

募
ぼ

する。
▶�ビデオレターに編集して，地域の人々に
配布して見てもらう。

会議を終えたら，プランのできばえや話し合
いのようすを，みんなでふりかえりましょう。

そのために，会議のようすは記録に残しておきましょう。話し合い
の結果をもとに「まちづくりプラン」をさらに改善して，学校全体
に発表したり，地域の人々に向けて発信したりするとよいでしょう。

会議を終えて

 まちづくり会議1

 資
し

源
げん

と産業班 のまちづくりプラン4

 交通と観光班 のまちづくりプラン5

障がい者 の立場から

避
ひ

難
なん

所を改
かい

善
ぜん

するときには，私たちの
意見を聞きながら進めてほしいと思い
ます。

地域に住む人 の立場から

もし災害のときに，避難所に地域以外
の人が殺

さ っ

到
とう

したら，どうすればよいの
でしょうか。

 人口と街なみ班 のまちづくりプラン3

子育て中の人 の立場から

少子化対策のためにも，保育園の待機
児童問題にはこれからも注目してほし
いです。

大学生 の立場から

京
きょう

都
と

にある魅
み

力
りょく

的な企
き

業
ぎょう

に出会える機
会が増えればよいと思います。

商工会議所 の立場から

京都府にいろいろな魅
み

力
りょく

があることを
知ってもらうよい機会になると思います。

修学旅行生 の立場から

プランはどれも魅力的ですが，目的地
に行くのに時間がかかりそうです。う
まく組み合わせることができるといい
と思います。

市役所の人 の立場から

伝統産業では後
こう

継
けい

者
しゃ

不足が深
しん

刻
こく

なの
で，どうやって後継者を増やすかに
ついても構想するといいと思います。

町家に住む人 の立場から

町家のよさに加えて，町家に住
み続けながら保

ほ

存
ぞ ん

することの苦
労や大変さも知ってほしいです。

高
こう

齢
れい

者や観光客 の立場から

歩道が広がったり，まちの中が歩きや
すくなったりすることは賛成です。歩
くことが楽しくなります。

地域に住む人や地域の商店 の立場から

車道をせばめたり，自動車の流入を規
制したりすると，どうしても自動車を使
わなければならない人が不便になると
思います。

 伝統と文化班 のまちづくりプラン6

「対立と合意」という見方・考え方については，3年生の公民的分野でくわしく
学習しましょう。公民

●  若い人々に魅
み

力
りょく

のある街をつくろう！
●  京

きょう

都
と

市の人口 … 1986年の148万人が最高で，
将
しょう

来
ら い

は少しずつ減っていきます。
●  京都市の人口の特色
　・高

こう

齢
れ い

化率は全国平均よりやや高い
　・大学生が約15万人！（人口の10％以上）
　・ 東

と う

京
きょう

や大
お お

阪
さか

への転出が多い（特に25～29歳）　
　・保育所の待機児童数が少ない！  京都市の人口（「国勢調査」2015年ほか）1

●  地
ち

域
い き

の活力を維
い

持
じ

するために  

・ 全国からやって来た大学生に，卒業後どのよ
うに京都市に残ってもらえるようにするか。

・元気な中小企
き

業
ぎょう

と出会える機会を！
・残った人に家

や

賃
ち ん

の一部を補
ほ

助
じょ

！
・何かプレゼントをあげる！

O
1955年 65 75 85 95 2OO5 15 25 35 45

3O
（
推
計
）

（
推
計
）

（
推
計
）

6O

9O

12O

15O
万人

●  私たちが提案する修学旅行プラン 
－京

きょう

都
と

府では，海・森・竹・お茶に関連した地
ち

域
い き

おこしが行われています－

・伊
い

根
ね

町 地引き網
あみ

を体験
・宮

みや

津
づ

市 天
あまの

橋
はし

立
だて

の地形確
かく

認
にん

・舞
まい

鶴
づる

市 引
ひき

揚
あげ

記念館を見学

海の京都 京都府北部

・向
む こ う

日市 長
なが

岡
おか

京
きょう

跡
あと

を見学
・長岡京市 たけのこ掘

ほ

り
・大

おお

山
やま

崎
ざき

町 天
てん

王
のう

山
ざん

に登る

竹の里・乙
おと

訓
くに 京都府南西部

・宇
う

治
じ

市 平
びょう

等
どう

院
いん

を見学
・宇

う

治
じ

田
た わ ら

原町 茶
ちゃ

摘
つ

み体験
・南

みなみ

山
やま

城
しろ

村 民
みん

泊
ぱく

を楽しむ

お茶の京都 京都府南部

・綾
あや

部
べ

市 黒
くろ

谷
たに

で和紙づくり
・南

なん

丹
たん

市 美
み

山
やま

町で林業体験
・亀

かめ

岡
おか

市 明
あけ

智
ち

光
みつ

秀
ひで

を訪ねる

森の京都 京都府中部

宇治

30km0

●  これまでに学習した世界各国や日本のほかの地
ち

域
い き

での取り組みを， 
京
きょう

都
と

市で生かしてみよう！

地域に住む中学生に，地元
のよさを伝えるための私た
ちがおすすめする「中学生向
け市内観光」プラン

提案①
地域に住む人々のために，
渋
じゅう

滞
たい

を緩
かん

和
わ

するための「パー
クアンドライド」による自動
車の流入規制プラン

提案②
観光バスが多く通る道路に，
一
いっ

般
ぱん

車線とは別に「路線バ
ス・観光バス専

せん

用
よう

レーン」
をつくるプラン

提案③

路面電車（LRT）の導入，自
転車専用道の充

じゅう

実
じつ

など，未
来に向けて「持続可能な交
通網

もう

」をつくるプラン

提案④
三
さん

条
じょう

通
どおり

，四
し

条
じょう

通
どおり

，烏
からす

丸
ま

通
どおり

，
河
か わ ら

原町
まち

通
どおり

で囲まれた都心部
を歩いて楽しむ「まちなか
ウォーキング」プラン

提案⑤
多くの人に公共交通機関を
使ってもらうための「京都に
公共交通機関があってよ
かった」ポスタープラン

提案⑥

●  衣・食・住にかかわる京
きょう

都
と

の伝統・文化を守る！

着物の着方を市民が学べ
る機会をつくってはどう
でしょうか。

京都らしさを残すために

小学校の出前授業で，日
本料理（京料理，和食）の
料理法を学習しました。

伝統文化を伝えるために

京都は夏はむし暑く，冬
は底冷えする気候です。

町家のよさを伝えるために

〈衣〉 〈食〉 〈住〉

景観条例で保存をめざす
京都の街なみを，着物を
着て歩きましょう。

自
じ

宅
た く

で京都の「おばんざ
い」を作りましょう。

空調がなかったころに快
適に生活するためにくふ
うされた，町家の秘

ひ

密
みつ

を
知りましょう。

●  すべての人々のための「京
きょう

都
と

市災害対
た い

策
さ く

プラン」を立てよう！

家族での話し合い
防災グッズの用意
ハザードマップの確

か く

認
に ん

災害時の避
ひ

難
なん

ルートや避難所の確認
徒歩での帰

き

宅
たく

ルートの確認
 災害時帰宅支

し

援
え ん

ステーションマップ
の確認
災害時帰宅支援マップの確認

やっていますか？ 1人1人ができること

防災に関する意識度チェック  ●京都市  ▲日本全体
▲  学校・企

き

業
ぎょう

で災害時の徒歩での帰宅方法
を考える勉強会を開

かい

催
さい

しよう。
● 有名な観光地のホームページにそこが観光客
緊
きん

急
きゅう

避難広場であることを多言語で示そう。
▲ バリアフリー化が難

むずか

しい避難所に必要な支援
を考え，地

ち

域
いき

の人々で助け合う準備をしよう。
▲ 駅・インターチェンジなどで，ほかの地域
からの避難者への対応を手伝おう。
● 地形的に災害が起こりやすい観光地では，
特に早めの避難をよびかけよう。

私たちの提案

 自然と防災班 のまちづくりプラン2

3-

4

地
域
の
あ
り
方

272 273

5

5

3編 3章   日本の諸地域
3編１章の調査結果を踏まえて，それらにかかわる事象が日本の各地方でどうあらわれているかを学習します。
1 自然環境　…日本の各地方でも地震・火山災害，気象災害が発生していることや防災について学ぶ
4 交通・通信…日本の各地方で外国人観光客が増加し，外国人観光客の誘致も行われていることを学ぶ

3編 2章   日本の地域的特色と地域区分
3編１章の調査結果を踏まえて，それらにかかわる事象が日本全体でどうあらわれているかを学習します。
1 自然環境　…日本全体で地震・火山災害や気象災害が発生していることや防災について学ぶ
4 交通・通信… 日本全体で外国人観光客が増えたことや，過密地域では鉄道の混雑や道路の渋滞が深刻

化していることを学ぶ

3編2章・3章で用いる視点
（考察の仕方）

1 自然環境
2 人口や都市・村落
3 産業
4 交通・通信
5 その他

3編1章・4章での
調査班

自然と防災班
人口と街なみ班
資源と産業班
交通と観光班
伝統と文化班

3編 1章   地域調査の手法
３編２章・３章で用いる視点（考察の仕方）をもとに，五つの調査班に分かれて地域調査を進めます。
1 自然環境　… 自然と防災班 は身近な地域の水路や防災について調査を進める
4 交通・通信… 交通と観光班 は身近な地域の交通や観光客について調査を進める

3編 4章   地域のあり方
3編２章・３章の学習を踏まえて，日本全体や日本の各地方でみられた課題が調査地域にどうあら
われているかを確認します。そして地域のあり方を考察，構想し，「まちづくり会議」を開いて構想
の結果を発信し,社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養います。

地域調査学習からまちづくり会議へ
体系的な日本地理学習

↑P.126-127 ↓P.272-273

事例地域として京都市（伏
見区）を取り上げました。
修学旅行の事前準備や当日
の現地での活動など，京都を
訪れる際にも活用できます。

注目

18 19



第 3編第 2章　日本の地域的特色と地域区分

日本は，国土が山がちで海岸部の平野に多く
の人が住んでいるため，大雨や強風などの気

象による自然災害（風水害）がひんぱんに発生します。
　梅

つ

雨
ゆ

や台風による大雨は，毎年のように，全国各地で川のはんら
んによる洪

こう

水
ずい

，地すべり，がけくずれ，土
ど

石
せき

流
りゅう

などの風水害を引き
起こします。また，台風は，しばしば高

たか

潮
しお

や強風による災害ももた
らします。高潮は，海水が，気圧の低下によってすい上げられたり，
強風によって沿

えん

岸
がん

部にふきよせられたりすることで海面（潮
ちょう

位
い

）が上
じょう

昇
しょう

し，海水が陸上にあふれ出して，沿岸部の低地が浸
しん

水
すい

するもので
す。1959年の伊

い

勢
せ

湾
わん

台風では，伊勢湾沿岸で高潮が起こって大きな
災害が発生しました。また，2018年の台風21号では，関

かん

西
さい

国際空港
が高潮で浸水しました。

自然災害のなかには，自然現象だけが原因で
はなく，人間の活動が災害発生の間接的な原

因になっていることがあります。例えば，山地の森林を伐
ばっ

採
さい

したた
めに，土

ど

砂
しゃ

くずれが発生しやすくなる場合があります。また，もと
もと浸水しやすかった低地や土砂くずれの可能性がある斜

しゃ

面
めん

の近く

1

（大阪府）2

さまざまな
気象災害

自然災害と人災

気象災害からみた
日本の地

ち

域
い き

的特色と地域区分4

 台風による関西国際空港の浸水（2018
年，大

お お

阪
さか

府泉
いずみ

佐
さ

野
の

市・田
た

尻
じ り

町・泉
せ ん

南
なん

市）
　台風による高潮で滑

か っ

走
そ う

路
ろ

やターミナルビ
ルが浸水したほか，強風で流された船が連絡
橋に衝

しょう

突
と つ

したこともあって，復旧までに長い
時間がかかりました。

2

 土石流（左：広
ひ ろ

島
しま

県呉
くれ

市）と洪水（右：岡
おか

山
やま

県倉
く ら

敷
し き

市）　いずれも2018年の西日本豪
ご う

雨
う

による被害です。6月末から7月上
じょう

旬
じゅん

にかけて，
梅
ば い

雨
う

前線や台風の影
え い

響
きょう

で，西日本の広い範
は ん

囲
い

で大雨による災害が発生しました。
1

学習  課題

見方・考え方

地域によって気象災害の起こりやすさ
が異

こと

なることに着目しましょう。

なぜ日本ではさまざまな気象災
害が起こるのでしょうか。

地域

4・5年  日本の自然災害について学習した内容をふりかえりましょう。小学校

毎年，大雨による
災害のニュースを
見ることがあるね。
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日本では，明
めい

治
じ

以
い

降
こう

，建設技術の進歩や経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

にともなって，防
ぼう

災
さい

対
たい

策
さく

が進められ，堤
てい

防
ぼう

，ダム，防
ぼう

潮
ちょう

堤
てい

などが整備されました。また，観測技術の進歩に
よって，地

じ

震
しん

，津
つ

波
なみ

，気象などの警
けい

報
ほう

・注意報もより正確になりま
した。その結果，自然災害の被

ひ

害
がい

は大
おお

幅
はば

に少なくなりました。
　しかし，技術と費用には限界があり，これらの防災対策だけで災
害を防ぐことはできません。国・県・市町村などの機関，自主防災
組織などの住民組織，家庭・個人が一体となって，被害をできるだ
け小さくする減

げん

災
さい

に取り組んでいく必要があります。
防災や減災のためには，災害が発生する前に，
日常生活のなかでふだんから行う防災対策が

重要です。自然災害が発生したときに，どこでどのような被害にな
るかを予測したハザードマップなどを参考にして，地

ち

域
いき

で予測され
る災害について理解し，対策を立てておく必要があります。災害が
起こると，電気，ガス，水道などのライフラインが長期間絶たれる
おそれがあるので，それに対するそなえも大切です。
　中学生のみなさんは，自分や家族の生命を守ること（自

じ

助
じょ

）に加え
て，地域社会の一員として地域の防災に役立つこと（共

きょう

助
じょ

）が期待さ
れています。例えば，津波の危

き

険
けん

や，大雨・高
たか

潮
しお

による浸
しん

水
すい

のおそ

1

2

P.132, 151 P.280

3

4

防災・減災への
くふう

どのように
災害と向き合うか

 自助・共助・公助と避難3原則4

 日常生活のなかで行う防災対策の例2

 1週間ぶんの備
び

蓄
ち く

食料（1人ぶん）の例3

災害にそなえるために5 6学習  課題
多くの自然災害から地

ち

域
い き

や人々
の生命を守るために，私たちは
どのようなことに取り組めばよ
いのでしょうか。

見方・考え方

自然災害が起こりやすい日本で，さま
ざまな防災・減災の取り組みが行われ
ていることに着目しましょう。

人と自然とのかかわり

自 助
●  建物をゆれに強くし，家具がたおれな
いようにする。

●  いざというときに，どのように連
れ ん

絡
ら く

を
取り合うか相談しておく。

●  自分から進んで防災・減災活動をする。
共 助
●  被

ひ

害
がい

者
し ゃ

をすぐに助け，地
ち

域
い き

の安全をみ
んなで守る。

●  被害を受けても，救助の人たちはすぐ
にはかけつけられないので，ふだんか
ら訓練を重ね，災害に強い地域づくり
をめざす。
公 助
●  防災や災害復旧のために，国・県・市
町村などがさまざまな対

たい

策
さ く

を行う。

避
ひ

難
なん

3原則
●  想定にとらわれるな
●  最

さ い

善
ぜん

をつくせ
●  率先して避難せよ

特別警
けい

報
ほう

数十年に一度の暴風や大雨など，警報を
はるかにこえるような現象が予想され，重
大な災害の危

き

険
けん

性がいちじるしく高まっ
ているときに発表される。
　注）�大津

つ

波
なみ

警報，噴
ふん

火
か

警報（居住地
ち

域
いき

），
緊
きん

急
きゅう

地震速報（震
しん

度
ど

６弱以上）も特
別警報に含

ふく

まれます。

警　報
重大な災害が発生するおそれがあるとき
に発表される。

注意報
災害が発生するおそれがあるときに発表
される。

 気象庁
ちょう

が発表する防災情報の例1

●  どこにどんな地形があるのか，あらかじめ理
解しておく。

●  学校，通学路，自
じ

宅
たく

などの場所から避
ひ

難
なん

所へ
の避難経路を，ふだんから確

かく

認
にん

しておく｡
●  非常用の備

び

蓄
ちく

食料や懐
かい

中
ちゅう

電灯・ラジオなどを
用意して，定期的に点検しておく｡

●  電話やインターネットがつながらないことも
想定して，家族がはなればなれになった場合
の集合場所を話し合っておく。

●  特別警
けい

報
ほう

・警報・注意報などの防災情
じょう

報
ほう

の意
味を理解し，どの情報がどのような災害への
注意をよびかけているのかをつかんでおく。

●  避難訓練・防災訓練にきちんと参加する｡ 災害に対して，私たちはどうやっ
てそなえていけばいいのかな。

4・5年  さまざまな防災への取り組みについて学習した内容をふりかえりましょう。小学校148
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桜島
さくらじま
雲仙岳
うんぜんだけ

富士山
ふ  じ

御嶽山
おんたけ

東日本大震災
（2011年）

阪神・淡路大震災
（1995年）

関東大震災
（1923年）

はんしん あわじ

300km0

マグニチュード
7.9以上

大きな津波被害
をともなった地震

その他の地震

1885年以降の主な地震

7.0～7.9

6.0～7.0

主な火山

じ しん

つ なみ ひ がい

（気象庁資料）

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C321_03_03

日本周辺の地震災害と火山

2018年10月　地図制作：ジェイ・マップ
もと図78％縮小

自然環
かん

境
きょう

は私たちにさまざまなめぐみをもた
らしますが，生命や財産に被

ひ

害
がい

をあたえる自
然災害を起こすこともあります。
　日本は，環

かん

太
たい

平
へい

洋
よう

造山帯にあるため，世界のなかでも地
じ

震
しん

や津
つ

波
なみ

，
火山による自然災害の多い国です。地震は，規

き

模
ぼ

（マグニチュード）
が大きい場合，強いゆれによって建物などを破

は

壊
かい

し，土
ど

砂
しゃ

くずれや
液状化現象を引き起こすことがあります。震

しん

源
げん

が海底の場合は，津
波が発生することがあります。津波は，沿

えん

岸
がん

部の建物を破壊し，川
をさかのぼるなどして内陸部まで浸

しん

水
すい

させることもあります。
　1995年には阪

はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

が起こり，兵
ひょう

庫
ご

県南部を中心とした
都市部が大きな被害を受けました。はげしいゆれで多くの建物が倒

とう

壊
かい

し，鉄道や道路がこわれました。2011年には東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

が起こ
りました。日本周辺では過去最大級の地震で，巨

きょ

大
だい

な津波が発生し，
東
とう

北
ほく

地方などの太平洋沿岸にあるリアス海岸や平野部で広い範
はん

囲
い

が

3

P.140 P.280

P.280

1

地震や津波に
よる災害

地震・火山災害からみた
日本の地

ち

域
い き

的特色と地域区分3

 日本周辺の主な地震災害と火山3

 阪
は ん

神
しん

・淡
あ わ

路
じ

大震
災で倒

とう

壊
か い

した高速道
路（1995年，神

こう

戸
べ

市
東
ひがし

灘
なだ

区）

1

 東日本大震災で沿
え ん

岸
が ん

部
ぶ

をおそった津
つ

波
な み

（2011年，宮
みや

城
ぎ

県岩
い わ

沼
ぬま

市）2

学習  課題

見方・考え方

地域によって，地震や津
つ

波
なみ

，火山の噴
ふん

火
か

などの災害の起こりやすさが異
こと

なる
ことに着目しましょう。

なぜ日本では多くの地震・火山
災害が起こるのでしょうか。

地域

これらの地
じ

震
し ん

では，大変な
被
ひ

害
が い

が発生し
たんだね。

4・5年  日本の自然災害について学習した内容をふりかえりましょう。小学校144

5

10

基本方針3
学びを
日々の生活や
社会に活かす

地図を活用する⑨

ハザードマップの使い方②
 1.  地形図を見たりインターネットの「地理院地図」を使ったりして，想定される浸

し ん

水
す い

の深さが場所によって異
こ と

なるのはなぜか，理由を考えましょう。
 2.  4の Aの場所がどのくらいの深さで浸水すると想定されているか，読み取りましょう。
 3.  Aから周辺の避

ひ

難
な ん

所まで，できるだけ安全に避難するルートを探
さ が

しましょう。グループに分かれて，3 10 15

の避難所までの避難ルートを，それぞれ考えましょう。
 4.  クラス全員で， Aから 3 10 15 のどの避難所に向かうのが最も安全か，検

け ん

討
と う

しましょう。
 5.  ハザードマップの想定の前提となる条件を読んで，それと異なる（上まわる）場合はどうなるか，考えましょ

う。例えば，前提となる条件以上の大雨が降
ふ

った場合は，さらに浸水の範
は ん

囲
い

が広がったり，浸水が深くなっ
たりすることが想像できます。その場合は避難所や避難ルートをどうすればよいか，  3・  4の作業をも
う一度行いましょう。

 6.  以上の作業を参考にしながら，身近な地域のハザードマップを使って，自
じ

宅
た く

や学校から周辺の避難所までの
避難ルートを考え，  1～  5の作業を行いましょう。

 北名古屋市洪水ハザー
ドマップ（2019年3月，部分掲

けい

載
さ い

）　左の地図は，ハザードマッ
プの一部です。上の説明は，洪
水想定の前提となる条件を示し
た部分です。

4

3

10

15

D
B

0 300m

地理
　P.132の説明を参考にして，身近な地域の印刷されたハザードマップを入手するか，インターネットで
ダウンロードしましょう。ここでは，北

き た

名
な

古
ご

屋
や

市の「洪
こ う

水
ず い

ハザードマップ」を例に取り上げます。
（愛知県）

ハザードマップをより深く知り，使うために
3編1章のP.132で，ハザードマップの使い方を学習しました。ここでは身近な地

ち

域
い き

のハザード
マップをさらにくわしく読み取って，災害が発生したときの避難について考えましょう。

A

151

3-

2

日
本
の
地
域
的
特
色
と
地
域
区
分

地域の課題をつかむ 地域の特色をつかむ 課題の要因を考察する 解決に向けて構想する まちづくり会議

第 3編第 4章　地域のあり方

これまで調べたことをもとに，課題の解決に
向けた構想として，よりよいまちづくりプラ

ンを考えましょう。作成にあたっては，コンセプトをはっきり示し
ましょう。タイトルをつける， 1枚

まい

の紙にまとめる，プレゼンテー
ションソフトを使ってまとめるなどして，わかりやすいプラン（提
案）になるようにくふうしましょう。

よりよいまちづくり
プランを考える

課題の解決に向けて構想しよう4   学習  課題

見方・考え方

地域の課題の変化や持続可能な地域づ
くりに着目しましょう。

地
ち

域
い き

の課題を解決するための構
想をまとめましょう。

地域

出生率が低く高齢化
率が高いので，地域
の活力を維

い

持
じ

する対
策が必要だと思い，
大学生に京都市に
残ってもらうプラン
を提案します。

人
口
と
街
な
み
班

●  若い人々に魅
み

力
りょく

のある街をつくろう！
●  京

きょう

都
と

市の人口 … 1986年の148万人が最高で，
将
しょう

来
ら い

は少しずつ減っていきます。
●  京都市の人口の特色
　・高

こう

齢
れ い

化率は全国平均よりやや高い
　・大学生が約15万人！（人口の10％以上）
　・ 東

と う

京
きょう

や大
お お

阪
さか

への転出が多い（特に25～29歳）　
　・保育所の待機児童数が少ない！  京都市の人口（「国勢調査」2015年ほか）1

●  地
ち

域
い き

の活力を維
い

持
じ

するために  

・ 全国からやって来た大学生に，卒業後どのよ
うに京都市に残ってもらえるようにするか。

・元気な中小企
き

業
ぎょう

と出会える機会を！
・残った人に家

や

賃
ち ん

の一部を補
ほ

助
じょ

！
・何かプレゼントをあげる！

O
1955年 65 75 85 95 2OO5 15 25 35 45

3O
（
推
計
）

（
推
計
）

（
推
計
）

6O

9O

12O

15O
万人

京
きょう

都
と

市の特色である多くの
日本人観光客・外国人観光
客のためのプランと，日本
全体に共通する通

つ う

勤
き ん

・通学
者や高

こ う

齢
れ い

者，障がい者，災
害時に他地域から来る避

ひ

難
な ん

者
し ゃ

のためのプランに分けて
提案します。

自
然
と
防
災
班は

ん

●  すべての人々のための「京
きょう

都
と

市災害対
た い

策
さ く

プラン」を立てよう！

家族での話し合い
防災グッズの用意
ハザードマップの確

か く

認
に ん

災害時の避
ひ

難
なん

ルートや避難所の確認
徒歩での帰

き

宅
たく

ルートの確認
 災害時帰宅支

し

援
え ん

ステーションマップ
の確認
災害時帰宅支援マップの確認

やっていますか？ 1人1人ができること

防災に関する意識度チェック  ●京都市  ▲日本全体
▲  学校・企

き

業
ぎょう

で災害時の徒歩での帰宅方法
を考える勉強会を開

かい

催
さい

しよう。
● 有名な観光地のホームページにそこが観光客
緊
きん

急
きゅう

避難広場であることを多言語で示そう。
▲ バリアフリー化が難

むずか

しい避難所に必要な支援
を考え，地

ち

域
いき

の人々で助け合う準備をしよう。
▲ 駅・インターチェンジなどで，ほかの地域
からの避難者への対応を手伝おう。
● 地形的に災害が起こりやすい観光地では，
特に早めの避難をよびかけよう。

私たちの提案

270

5

地震災害
・

火山災害
気象災害

防災・減災

自助・共助・公助

実践的な学習

3編2章では，日本全体で
どのような災害がみられ
るかを学習した後，具体
的な活動を通してハザー
ドマップの使い方を身に
付けることができます。
このような実践的な学習
により,生命や安全の
確保に主体的に取り
組むことができます。

注目

　３編２章（日本の地域的特色と地域区分）では，地震・火山災害，気象災害，防災・減災（自助・共
助・公助）について詳しく学習し，それらを踏まえた実践的な学習を提案するページを設けました。
また，３編１章（地域調査の手法）・３章（日本の諸地域）・４章（地域のあり方）でも防災・減災に関
する教材を充実させるように努めました。

知識だけではない災害・防災教育を
豊富な事例と実践的な学び

↓P.144 ↓P.146 ↓P.148

チャレンジ地理↑P.151 3編 2章 まちづくりプラン↑P.270 3編 4章

P.168-169   自然環境に影響を受ける人々の生活  
（九州地方）

P.190   巨大地震にそなえる過疎地域の取り組み  
（高知県）

P.230-231   都市問題の解決に向けて  
（東京大都市圏）

P.244-245   震災からの復興と災害に強い地域づくり 
（東北地方）

P.246   新しいまちづくりをめざして  
（宮城県東松島市）

P.247   持続可能な社会をめざして （東北地方）

3編 3章

各地方での学習体系的・実践的な学習が可能です
3編 1章　身近な地域の災害・防災についての調査ができます。
3編 2章　 地震・火山災害，気象災害，防災・減災について，体系的に学習

を進めることができます。
  ●地震・火山災害からみた日本の地域的特色と地域区分（P.144-145）
  ●気象災害からみた日本の地域的特色と地域区分（P.146-147）
  ●災害にそなえるために（P.148-149）
 自由研究 　「釡石の奇跡」はなぜ起こったのか（P.150）
 チャレンジ地理　ハザードマップをより深く知り，使うために（P.151）
3編 3章　災害・防災に関する各地方の諸課題を学習することができます。
3編 4章　 日本全体や日本の各地方の災害・防災の学習を踏まえて，調査地

域の防災について考察，構想できます。
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新しい日文　　　教科書のポイント地理

地理を楽しく
確実に学ぶ

学習を支える
教科書
QRコンテンツ

学習上
配慮した点

分野をこえた
連携

教科書で取り上げた
主な地域事例学習内容をさらに深めるための

コンテンツが充実しています。

他分野，他教科，小学校との
連携を意識しながら，
地域の実態に合わせた
カリキュラムを編成できます。

すべての生徒が使いやすいよう，
様々な工夫をしています。

各地域の様々な事例を取り上げています。

ポイント3

ポイント4

ポイント5

ポイント1

ポイント2

たくさんの資料から，
地理的事象を読み取ることができます。
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ポイント1

第 3編第 3章　日本の諸地域

オリンピック・パラリンピック
からみる東

と う

京
き ょ う

の変化

 オリンピック・パラリンピックと再開発 2

東京では，2020年にオリンピック・パラリンピックが開
か い

催
さ い

されます。
開催によって，東京はどのように変化するのでしょうか。

クールジャパン

　日本の人口が減少し，経
け い

済
ざ い

発
は っ

展
て ん

がゆるやかになる
なか，「クールジャパン」とよばれる取り組みが進め
られています。これは，映

え い

画
が

・アニメーション，
ゲームといった日本の文化や製品について，外国に
情報発信や販

は ん

売
ば い

などをすることで，経済発展につな
げる戦略です。近年，日本をおとずれる外国人が急
増していますが，この戦略による効果もみられます。

オリンピック・パラリンピックと再開発

　そのようななかで，2020年の7〜9月に東
と う

京
きょう

2020
オリンピック・パラリンピックが開催されます。日
本での開催は1998年の長

な が

野
の

（冬季）以来，東京での
開催は1964年（夏季）以来です。
　オリンピック・パラリンピックの開催中や開催後
には，それをきっかけにして，より多くの観光客が
日本をおとずれることが予想されます。そのため，
東京ではホテルの建設が相次いでいます。

　また，人の移動をしやすくするために，交通網
も う

の
整備が進められています。道路では，東京中央卸

おろし

売
う り

市場（築
つ き

地
じ

市場）のあと地を通る大通りが開通し，中
ちゅう

央
お う

区晴
は る

海
み

にある選手村と都心部のあいだの移動がし
やすくなりました。また，バス高速輸送システム
（BRT）の導入も始まります。
　鉄道では，山手線や地下鉄に新駅が開業する予定
で，周辺部で再開発が進められています。船では，
レインボーブリッジをくぐれない大型のクルーズ船
が増えたため，新たなターミナルが建設されます。

「持続可能な日本」のために

　オリンピック・パラリンピックの開催をきっかけ
に，東京では再開発が進んでいます。また，2027年
には東京（品

し な

川
が わ

）−名
な

古
ご

屋
や

間に中央リニア新幹線が開
業する予定です。これらは一方では，東京への一極
集中による過

か

密
み つ

化
か

をさらに加速させる可能性もあり
ます。「持続可能な東京」「持続可能な日本」を実現
するためにはどうすればよいか，考えてみましょう。

P.160 3

2

3

1

1

 2020年に合わせて導入・開業予定の東京BRT（上：車両
デザインイメージ）と山手線の新駅（下：2018年，東京都港

みなと

区）
1

3km0

環状第2号線
BRT運行ルート
首都高速道路
JR線

オリンピック
スタジアム
主な競技会場
選手村

東京国際クルーズ
ターミナル
新しく開業する駅

かんじょう

（2019年）

C335_05t1_02
オリンピック・パラリンピックと再開発

□

□

□  東京都のホテルの客室数（「衛生行
政報告例」2017年ほか）
3

万室
12

10

8

6

4

2

0
1996年 2000 05 10 15 17

232

第 3編第 3章　日本の諸地域

大
お お

阪
さ か

・関
か ん

西
さ い

万
ば ん

博
ぱ く

が開かれる大阪市の湾
わ ん

岸
が ん

部

 大阪市の湾岸部の土地利用1

 万博会場予定地の夢
ゆ め

洲
しま

（2019年，大
お お

阪
さか

市此
こ の

花
は な

区）2

2025年に万国博
は く

覧
ら ん

会
か い

（万博）が開かれる大阪市の湾岸部では，最近，土地利用が大きく変化して
います。湾岸部の開発のあゆみと，2025年の万博の計画をみていきましょう。

お
お大

淀川
よど

安
治
川

あ
じ

さ
か阪
わ
ん湾

咲洲

写真を撮った方向

万博会場
予定地

さき

しまさき

夢洲
ゆめしま

舞洲
テーマ
  パークまい

西淀川区
にし

此花区
この

港区
みなと

大
正
区

た
い

住之江区
すみ

よど

はな

し
ょ
う

の

がわ

え

しま

さく
らじ
ま

JR
桜
島
線

地下
鉄中
央線

ニュートラム

計画中

（2019年）

2000m0

コンテナヤード・
物流センター
工場など
住宅地・商業地
公園・緑地
未利用地

じゅうたく ち

大学
高速道路
主な橋

C333_05t1_01
大阪市の港湾部の埋立地と土地利用

湾岸部の埋
う め

立
た て

地
ち

　平地の少ない日本では，工業の発
は っ

展
て ん

とともに工業
用地が不足し，湾岸部を埋め立てて重化学工業の大
工場が建設されました。その後，工業の中心が自動
車工業や先

せ ん

端
た ん

技術（ハイテク）産業に移り，アジアの
工業との競争がはげしくなったこともあって，大工
場の縮

しゅく

小
しょう

や移転が相次ぎました。現在，湾岸部には
コンテナ船から荷物を積みおろしするコンテナヤー
ドや，商品の配送・仕分けを行う物流センターなど
の施

し

設
せ つ

が多くなっています。

大阪市の湾岸部のいま

　大阪市の湾岸部では，製鉄所のあと地にアメリカ
の映

え い

画
が

をもとにしたテーマパークがつくられ，全国
各地や外国から大ぜいの人がおとずれ，にぎわって
います。
　湾岸部には，「咲

さ き

洲
し ま

」「夢
ゆ め

洲
し ま

」「舞
ま い

洲
し ま

」と名づけられ

た三つの大規
き

模
ぼ

な埋立地があります。このうち，咲
洲は最も早くから埋め立てられ，住

じゅう

宅
た く

地
ち

やフェリー
ターミナルなどもあります。舞洲には，スポーツ公
園などもつくられています。

大阪・関西万博の会場となる夢洲

　2025年に，夢洲で大
お お

阪
さ か

・関
か ん

西
さ い

万
ば ん

国
こ く

博
は く

覧
ら ん

会
か い

が開
か い

催
さ い

されます。「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテー
マに，国際連合の「持続可能な開発目標（SDGs）」
が達成される社会づくりをめざします。万博会場で
は，未来社会の実験場として，さまざまなアイディ
アが発信されます。
　1970年に大阪府北部で開催された「大阪万博」
は，日本の経

け い

済
ざ い

発展の総仕上げといえるイベントで
した。これに対して，2025年の万博は，新たな時
代の日本，そして関西の幕

ま く

開
あ

けのイベントとなるこ
とが期待されています。

P.158

1

P.90

2

3

P.262

 大阪・関西万博の会場予想図3
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ヨーロッパの大国，
イギリスのEU離

り

脱
だ つ

問題を考えよう地理

AさんからFさんの意見はEU離脱に賛成か反対かを考え，　賛成なら「◯」，反対なら「×」を に書きましょう。

 国民投票の開票のようす（上）と結果を伝える新聞記事（下）（2016年，イギリス）1

EU離脱を決めたイギリス
地理

　イギリスは，1993年のEU設立時からEUに加
か

盟
め い

していましたが，EUからの離脱
を主張する声が強くなってきました。そこで，2016年に国民投票を実

じ っ

施
し

した結果，
離脱賛成が約52％，反対が約48％となって離脱が決まりました。イギリスのEU離
脱によって，EU統合に大きな影

え い

響
きょう

が出たほか，イギリスやEU加盟国だけではなく
世界中に経

け い

済
ざ い

的な影響が広がっています。また，国民投票の結果がわずかな差だっ
たこともあり，イギリス国内では現在もEU離脱の是

ぜ

非
ひ

についての議
ぎ

論
ろ ん

が続いてい
ます。なぜ，イギリスはEUを離脱することになったのでしょうか。

残
ざん

留
りゅう

離
り

脱
だつ

Eさん，Fさん

私たちの両親は，外国からの
移民でした。今日，私たちが
イギリス人として国民投票に
参加できたのは，イギリスが
移民を広く受け入れてきた
結果だと思っています。

イギリスでは，移民や難
なん

民
みん

は無料で
医
い

療
りょう

施
し

設
せつ

を受
じゅ

診
しん

できたり，住む家が
提
てい

供
きょう

されたりするので，多くの人々
がやってきます。移民や難民は私た
ちよりも安い給料で働くので，イギリ
ス人の仕事がなくなってしまうので
はないかと心配です。

あなたはEU離脱に賛成？反対？
～イギリスの人々の声を聞いて判断しよう～

私は世界中の国々と貿易をしていま
す。EUに加盟していれば，EUの中
では税金がかからず自由に取り引き
できたのですが，今後はどのように
なっていくのかわかりません。ヨー
ロッパ以外の人々も，私たちと取り
引きを続けてくれるのか心配です。

イギリスはもともと先進国で，自分たちで国を発
はっ

展
てん

させてきました。EU
に加盟したことで，ヨーロッパ全体が発展したのはよかったのですが，
豊かな国がまずしい国を助け続けていることが納

なっ

得
とく

できません。イギリ
ス人が払

はら

った税金でほかの国に高速道路がつくられても，イギリスには
メリットがないような気がするのですが…。

イギリス人には，イギリスははるか昔
から世界の中心を担

にな

ってきた国だと
いう気持ちがあります。イギリスが
EUをリードしてきたのに，いろいろ
なことをたくさんのEU加盟国といっ
しょに決めなければならないのが不
思議です。

Cさん

Dさん

国民投票に参加したイギリスに住むAさんからFさんの意見を聞き，あなたはイギリ
スのEU離脱に賛成か反対か，以下の １～ 4の活動を通して判断しましょう。

１

Aさん Bさん

70

農産物の生産だけにたよらない新しい農
業をめざす取り組みの例を，文章や図版
から整理しましょう。

確認

農家に深
しん

刻
こく

な影
えい

響
きょう

をあたえました。そこで，米の生産量を調整する
減
げん

反
たん

政
せい

策
さく

が行われ，東北地方でも大
だい

豆
ず

・そばなどの農産物への転作
が進みました。
　一方で，米，果物，肉類，乳

にゅう

製品などの輸入にかかる税金（関税）
がじょじょに引き下げられ，農産物の輸入が増えています。さらに，

2018年に，農産物を含
ふく

む貿易の自由化を進める協定が調印されたこ
ともあり，農産物の輸入は今後もさらに増えると考えられています。

貿易の自由化にそなえて，日本各地で，安価
な輸入農産物に負けない質のよい農産物を生

産する努力が進められています。米の減反政策は，日本の稲作の競
争力を高めるために，2018年に廃

はい

止
し

されました。東北地方では，冷
害に強くておいしい新しい品種の銘

めい

柄
がら

米の栽培が拡
かく

大
だい

しています。
　東北地方の農家では，農作業を集団化して生産費用をおさえたり，
農産物の生産だけではなく加工や販

はん

売
ばい

なども行って農業を「第 6次
産業」化することで収

しゅう

入
にゅう

を増やしたりしています。また，農作業体
験や農家宿

しゅく

泊
はく

などのグリーンツーリズムを提
てい

供
きょう

することで，農業の
魅
み

力
りょく

を伝える取り組みも進められています。

5

1

7

P.188，256
6

新たな農業をめざす
人々の取り組み

 「GIマーク」をつけることが認
み と

められた東
北地方の農産物の例　地

ち

域
い き

に根ざした名
めい

称
しょう

を
もった品質のよい農産物につけられるマークで
す。一定の基準をみたす農産物だけにつけられ
るので，安心して購

こ う

入
にゅう

することができます。

5

東北地方の各県で栽培されている稲の
新しい品種に共通する特色は何でしょ
うか。新しい品種はいつごろから栽培
されるようになったのでしょうか。

深めよう

あおもりカシス

東
ひがし

根
ね

さくらんぼ

山形県鶴
つ る

岡
お か

市で農場を経営する
小
お

野
の

寺
で ら

さんの話
　私の農場では，5.2haの農地で農薬や化学肥

ひ

料
りょう

を使わずに米，だだちゃ豆（枝豆）などのさま
ざまな野菜を栽培しています。収穫した農産物
は，主に農事組合法人で餅

も ち

に加工したり，生活協
同組合などを通して消費者に販売したりしてい
ます。また，一部は，直接消費者に通信販売して

います。農場では，農家レストランと民宿も経営していて，自家栽
培の米や旬

しゅん

の野菜（年間50～60種類）を中心に，食事を提供してい
ます。農作業体験を受け入れたり，さまざまなイベントを行ったりし
て，多くのお客様に来ていただけるように努力しています。

 6 小野寺さんの農場が経営する農家レ
ストラン（2019年,山形県鶴岡市）

 農業の第6次産業化7

1次（生産）×2次（加工）×3次（販売）＝6次

1次
農産物の生産

2次
農産物の加工

3次
農産物の販

はん

売
ばい

GIマーク
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東海の愛
あい

知
ち

県から近
きん

畿
き

地方の三
み

重
え

県北部に広
がる中

ちゅう

京
きょう

工
こう

業
ぎょう

地
ち

帯
たい

は，自
じ

動
どう

車
しゃ

工
こう

業
ぎょう

を中心とす
る輸送機械の生産が盛んで，日本最大の工業地

ち

域
いき

になっています。
　自動車工業で有名な豊

とよ

田
た

市は，かつては繊
せん

維
い

工業が盛んでした。
繊維工業用の機械を製造していた企

き

業
ぎょう

が，その技術を生かして，

１930年代に自動車を作るようになり，現在は世界最大級の自動車
メーカーになっています。自動車組み立て工場では，非常に多くの
部品を使うため，周辺には鉄

てっ

鋼
こう

やガラス製造などの大工場や，関連
部品を作る下

した

請
う

け工場など，数多くの関連工場が集まります。こう
して，自動車工業は，さまざまな工場や多くの雇

こ

用
よう

を周辺の広い範
はん

囲
い

にもたらします。完成した自動車は，高速道路や名
な

古
ご

屋
や

港の自動
車つみこみ用のふ頭を使って，日本各地や外国へ輸送されます。

中京工業地帯では，自動車工業のほかに，臨
りん

海
かい

部
ぶ

で鉄鋼業（名古屋市・東海市），化学工業 

2 5 7

P.158 9

（愛知県）

1

3

P.206 1

（愛知県） （愛知県）

自動車工業の
盛んな東海

日本を支える工業の中心地，東
と う

海
か い

2

 自動車組み立て工場（2017年，愛
あ い

知
ち

県豊
とよ

田
た

市）　豊田市やその周辺に
は，自動車組み立て工場がいくつもあります。多くの関連工場から，定めら
れた時

じ

刻
こく

に遅
お く

れないように部品が届
とど

けられます。

1  ロケットを生産する工場（上：2015年，愛知県飛
と び

島
しま

村）と国産ジェット機の試験飛行（下：2016年，愛知
県豊

とよ

山
やま

町）　東海では，航空・宇
う

宙
ちゅう

産業も盛
さ か

んです。

2

 豊田市の工業に占
し

める自動車組み立て
工場・関連工場の割

わり

合
あ い

（「豊田市統計書」2016年）

3
なぜ東海の工業が
発
は っ

展
て ん

したのか

0％ 20 40 60 80 100

41.5% 58.5

85.0% 15.0

自動車組み立て工場・関連工場
96.5%

その他 3.5

工場数
合計860か所

従業員数
合計10.6万人

じゅうぎょういん

工業製品出荷額
合計13兆847億円

（2016年）

学習  課題

見方・考え方

三大都市圏
けん

との位置関係や，工業製
品・部品の輸送に着目しましょう。

なぜ東海では，自動車工業をは
じめとした工業が盛

さ か

んなので
しょうか。

地域どうしのつながり

自動車の数に比べて，働く人
の数が少ないね。機械で組み
立てる部分も多いのかな。

5年  自動車工業では，どのように自動車を生産していたでしょうか。小学校210

5

10

第 3編第 3章　日本の諸地域

平地の少ない瀬
せ

戸
と

内
う ち

では，かつて干
か ん

拓
た く

や埋
う

め
立てが行われました。新しくできた土地には

水田がつくられ，人々の居住地
ち

域
い き

も広がりました。温
お ん

暖
だ ん

で降
こ う

水
す い

量
りょう

の
少ない気候を生かして，愛

え

媛
ひ め

県でみかん，岡
お か

山
や ま

県でもも，ぶどうな
どの果

く だ

物
も の

の栽
さ い

培
ば い

も盛
さ か

んです。一方， １年じゅう温暖な南
みなみ

四
し

国
こ く

では園
芸農業が盛んで，ビニールハウスを使った促

そ く

成
せ い

栽
さ い

培
ば い

でピーマン，な
す，トマトなどが作られています。山

さ ん

陰
い ん

の東部ではなしが作られて
いるほか，砂

す な

浜
は ま

海岸でらっきょう，すいかなどが栽培されています。
中国・四国地方の農業は，日本のほかの地域
と同様に，働く人の高

こ う

齢
れ い

化
か

や後
こ う

継
け い

者
し ゃ

不足など
の問題をかかえています。農業を持続可能な産業にするために，生
産者は農産物を品種改良したり，栽培方法をくふうしたりして地域
ブランド化をはかり，ほかの生産地との競争に負けない努力を続け
ています。岡山県では，マスカットやたねなしぶどうの新品種が開
発されて，高級品として大

お お

阪
さ か

や東
と う

京
きょう

などの消費地で販
は ん

売
ば い

しています。

P.281
1 3〜

P.179 9

P.171

自然環
かん

境
きょう

を生かした
中
ちゅう

国
ごく

・四
し

国
こく

地方の農業

農産物を活用した
地域活性化

地
ち

域
い き

に根ざした農業と
作り手の人々4

 次世代型ハウスの中のようす
（2016年，高知県四万十町）

2

 みかん・ピーマン・なすの県別生産量
（「作物統計」2017年）

3

 たいの県別水あげ量
（「海面漁業生産統計調査」2017年）

4

0％ 20 40 60 80 100

その他
34.6

みかん
合計 74.1万t

ピーマン
合計 14.7万t

なす
合計 30.8万t

（2017年）

愛媛県
16.2

　え  ひめ

11.6 11.0 7.1

宮崎県
18.8

みやざき

その他
34.19.5 8.6

和歌山県
19.5％

　わ   か  やま

鹿児島県
　か   ご  しま

長崎県
ながさき

岩手県 4.9
いわ　て

静岡県
しずおか

福岡県
ふくおか

高知県
こう　ち

高知県
13.5%

その他
55.610.2 8.0 6.9

熊本県
くまもと

熊本県 群馬県
ぐん　ま

茨城県
24.1％

いばら き

茨城県 5.8

たい
生産量
7.8万t

（2017年）

（2017年）

合計
 7.8万t

三重県 4.9高知県 6.7
長崎県 6.0

その他
22.5%

0％ 20 40 60 80 100

愛媛県
46.1%

熊本県
13.8%

え  ひめ くま もと

ながさき

こう ち み   え

三重県 4.9高知県 6.7

その他
22.5

0％ 20 40 60 80 100

愛媛県
46.1%

え  ひめ

熊本県
13.8

くま もと

長崎県 6.0
ながさきこう ち み   え

学習  課題

見方・考え方

地域ブランド化や輸送手
し ゅ

段
だ ん

の変化など
から，消費地・消費者との関係に着目
しましょう。

中
ちゅう

国
ご く

・四
し

国
こ く

地方の過
か

疎
そ

地域では，
特色のある農業をどのように地域
活性化に生かしているのでしょうか。

地域どうしのつながり

四
し

万
ま ん

十
と

町次世代団地でトマトを栽
さ い

培
ば い

する会社の
澤
さ わ

田
だ

さんの話
　私たちは，団地内の次世代型ハウスでトマトを栽培して
います。このハウスは，従

じゅう

来
ら い

のビニールハウスの約３倍の
高さで，広い空間が確保できるので，温度や湿

し つ

度
ど

，二酸
化炭素の濃

の う

度
ど

などを制
せ い

御
ぎ ょ

し，農産物の栽培に最適な環境
をつくれます。そのため，このハウスの面積当たりの収

しゅう

穫
か く

量は全国平均の約２倍です。この団地の周辺には，トマト
を生産する会社のほかに種

し ゅ

苗
びょう

会社や堆
た い

肥
ひ

化
か

施
し

設
せ つ

，農業担
に な

い手育成センター
などがあり，さまざまな仕事を創

そ う

出
しゅつ

する取り組みが行われています。

ふつうのトマトの
栽
さ い

培
ば い

とは，ずいぶ
んようすが異

こ と

なっ
ているね。

 四万十町次世代団地
（2016年，高

こ う

知
ち

県）
1

A種苗会社 D集出荷施設
B 農業担い手育成センター E 市民農園
C堆肥化施設 

A
B

C
D

E

次世代型
ハウス

186

5

10

15

められていて，日本では各地にあるごみ焼
しょう

却
きゃく

炉
ろ

はあまり見られませ
ん。また，現在でもガソリンを大量に消費するような自動車が多く
販売されています。これは，燃料効率が悪いだけではなく，大気汚

お

染
せん

の原因物質や，地球温
おん

暖
だん

化
か

の原因の一つとされる温室効果ガスを
たくさん排

はい

出
しゅつ

することにつながります。ガソリンの消費を減らすた
めに，新たな税金や法

ほう

律
りつ

を設ける動きもありますが，全国的には十
分機能していません。

一方で，資源の浪
ろう

費
ひ

をおさえて環
かん

境
きょう

保全に取
り組む動きもみられます。アメリカでは，再

生可能エネルギーによる発電を支
し

援
えん

する政
せい

策
さく

が行われています。そ
の結果，関連産業で働く人が多くなり，持続可能な社会をつくるう
えで影響力をもちつつあります。また，一部の州では，缶

かん

・びん・
ペットボトルのリサイクルを促進するために，販売の際に預り金を
徴
ちょう

収
しゅう

し，使用後に容器を返却すると返金されるしくみを設けていま
す。ファーストフードのチェーン店では，プラスチック製のスト
ローを廃止したり，再生可能なカップを使ったりする動きが進んで
います。世界最大の経

けい

済
ざい

規
き

模
ぼ

のアメリカで，今後，どのように持続
可能な社会をつくっていくか，大きな課題となっています。

6

7

新たな取り組み

大量生産・大量消費の社会から持続可能
な社会に転

てん

換
かん

することは，産業や生活を
どのように改めることでしょうか。具体
的な例をあげて説明しましょう。

確認

 再生可能なカップをあつかうアメリカの
コーヒーチェーン店（2014年，アメリカ／フ
ロリダ州）　使いすての容器が不要になるの
で，廃棄物の量を減らすことができます。

7

シェールガスとシェールオイル
地理

　アメリカは豊富な鉱産資源を生かした鉱業が盛んですが，消費量も多い
ために大量の資源を輸入しています。しかし，最近，技術の進歩によって，
これまで採

さ い

掘
く つ

の難
むずか

しい場所にあった天然ガス（シェールガス）や石油（シェー
ルオイル）の採掘が可能になってきました。その結果，アメリカでは天然ガ
スや石油の自給率が高まり，輸入が減って輸出が可能になってきました。
また，資源価格が下がることで工業生産が増えることが予想されています。

4 5

アメリカが大量生産・大量消費の社会
を続けるとほかの国にどのような影響
をあたえるか，話し合いましょう。

深めよう

 天然ガスの国別生産量（Statistical 

Review of World Energy 2018）
4

 デポジット制の商品を返却する人（左：
2015年，アメリカ／オレゴン州）とそのしくみ
（右）

6

合計
3兆
6804億㎥

（2017年）

その他
42.9

アメリカ
20.0%

カナダ

ロシア
17.3 6.14.8 4.8 4.1

イラン
カタール

中国

0％ 20 40 60 80 100

 シェールオイルの採掘のしくみ5

従来の採掘方法
さいくつ

シェールオイルの採掘方法

シェール層 石油 水

浅いところに
ある石油を
掘り出す

水圧で岩盤を
砕き，中の
石油をとり出す

がんばん

くだ

あらかじめ容器代もいっしょ
にお支払いいただきます。

し はら

容器を返却して
いただいたので
容器代はお返し
します！

へんきゃく
りんごジュース 1.5 ドル

預り金（デポジット）

飲み物代　1 ドル

容器代　0.5 ドル

容器代　0.5 ドル

再生可能な
カップ

93

2-

2

北
ア
メ
リ
カ
州

5

10

15

地理を
楽しく確実に
学ぶ 

学
ぶ
ほ
ど
、
も
っ
と
知
り
た
く
な
る

「
今
」を
捉
え
た
豊
富
な
教
材

最新のトピックスに関する教材1

　地理的分野の学習では，世界や日本で「今」起きている出来事を，地理的事象を読み取ることが
できる教材として活用していくことが重要です。そのため，最新のトピックスや今日的な課題の具体
的事例を紹介し，多様な地理的事象に対する理解を深めることができるようにしました。

本文ページでの学習をふまえて，東京2020オリンピック・パラ
リンピックの開催が東京という地域にもたらす変化について考え
ることができる特設ページを設定しました。

2025年日本国際博覧
会（大阪・関西万博）
の会場となる「夢洲」
周辺の土地利用など
の変遷を地理的に解
説し，大阪・関西万博
に込められた期待や思
いを読み取ることがで
きるようにしました。

最新の技術や，地域の豊かな魅力を活用した，日本
各地の人々の新たな挑戦の事例を取り上げています。

ヨーロッパ州のふりかえりとして，イギリスのEU離脱問題について
考えることができる活動を提案しました。

東京2020
オリンピック・パラリンピック

2025年
日本国際博覧会

日本の産業の
新たな取り組み

イギリスの
EU離脱問題

資源・エネルギー
に対する新たな動き

※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

※ 供給時に，最新の状況
に更新する予定です。

←P.232

↑P.70

↓P.93

P.239→

←P.186 ↑P.210

P.204→

24 25



ポイント1

せる雰
ふん

囲
い

気
き

があります。このような街なみは，たまたま残されたわ
けではなく，街なみの保存に人々が取り組んだ結果，受けつがれて
きたものです。しかし，町家はマンションやオフィスビル，ホテル
などに建てかえられることが多くなり，街なみが変化しています。
　そこで，京都や奈良では，歴史的な街なみを維

い

持
じ

するために，町
家の外観は変えずに内

ない

装
そう

をくふうして，レストランや喫
きっ

茶
さ

店
てん

，宿
しゅく

泊
はく

施
し

設
せつ

などに活用する取り組みが広がっています。また，京都市では，
建物の高さ，デザイン，屋外広告などを規制しながら，都市の発

はっ

展
てん

にも配
はい

慮
りょ

した景観政
せい

策
さく

を進めています。
　観光業が盛

さか

んな地
ち

域
いき

では，歴史的な街なみの保存と観光客の受け
入れを両立させることが課題となっています。これは，地域に住む
人々にとっては，自らの生活に直結する重要な課題です。観光客で
にぎわう奈良市の中心部にある「ならまち」地区では，地域に住む
人々と市が議

ぎ

論
ろん

を重ね，街なみの保存のために，町家の修理費の一
部などを市が補

ほ

助
じょ

する制度がつくられています。

P.192 1

8

歴史を生かした観光業の課題と，それを
解決する取り組みを説明しましょう。

確認

 奈良市が修理費の一部を補助した町家
（2019年，奈良県奈良市）

8

世界文化遺産をめざす百
も　ず

舌鳥・古
ふ る

市
い ち

古
こ

墳
ふ ん

群
ぐ ん

地理

　大阪府南部の堺
さかい

市，羽
は

曳
び き

野
の

市，藤
ふ じ

井
い

寺
で ら

市には，多くの古墳が集まっている百舌鳥・古市古墳群があります。巨
き ょ

大
だ い

な前方後円墳がこれほど集中している地域はほかにはなく，重要な歴史的価
か

値
ち

があるとされています。
　現在，大阪府と三つの市は，古墳群の世界文化遺

い

産
さ ん

への登録をめざして，学術調査や古墳群の魅
み

力
りょく

を伝えるＰＲ
活動などの取り組みを進めています。世界文化遺産に登録されると，観光客の増加など，地域活性化にもつながる
ことが期待されています。

なぜ，歴史的な景観を守ることが必要
なのでしょうか。景観をこわさない観
光業のあり方について考えましょう。

深めよう

 百舌鳥・古市古墳群（2019年，左：堺市，右：羽曳野市・藤井寺市）7

大
だい

仙
せん

（仁
にん

徳
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陵
りょう

）古墳 誉
こん

田
だ

御
ご

廟
びょう

山
やま

（応
おう

神
じん

陵
りょう

）古墳
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東京はほかの地域とどのようにつながっ
ているのか，世界と日本国内に分けて，
それぞれ説明しましょう。

確認

ンハイなどとならぶ，重要な中心地の一つです。そのため，東京は，
世界有数の国際都市になっています。日本にある外国の大使館のす
べてや外国企業の日本法人の多くは，東京に集中しています。
　東京では，日本の大企業や外国企業の日本法人で，多くの外国人
が働いています。また，アジアの国々出身で，生活水準や賃

ちん

金
ぎん

が高
い日本で働く外国人も多く住んでいて，コンビニエンスストアや飲
食店など，人手不足の業種を支えています。新

しん

宿
じゅく

区，港
みなと

区，中
ちゅう

央
おう

区
などでは，人口の 1割

わり

前後が外国人になっています。
東京は，日本や世界の交通網

もう

・通信網が集中
する場所です。交通の面からみると，仕事や

観光などで多くの人々が東京をおとずれています。東京駅・品
しな

川
がわ

駅
などの新幹線の駅や，日本の航空路線（国内線）の中心の東京国際空
港（羽

はね

田
だ

空港），世界への玄
げん

関
かん

口（国際線）の成
なり

田
た

国際空港は，多くの
利用者で混雑しています。また，東京大都市圏では，スポーツの国
際大会がしばしば開

かい

催
さい

されます。受け入れ態勢が整っていて，過去
に大会を成功させた実績が，次の大会を誘

ゆう

致
ち

しやすくしています。
　通信の面からみると，東京には，日本のテレビの中心的な放送局，
新聞社などの企業が集まり，情

じょう

報
ほう

通
つう

信
しん

業
ぎょう

が発達しています。これら
の企業は，日本や世界のさまざまな情報を受信して処

しょ

理
り

したり，発
信したりしています。情

じょう

報
ほう

社
しゃ

会
かい

をむかえたいま，情報の受信・発信
の中心地である東京は，世界中に大きな影響をあたえています。

（中国）

P.56

P.160, 221 7

5

P.220 1

6

P.283

日本や世界との交通・
通信の結びつき

 世界に向けて発信される日本のファッションショー
（2018年，横

よ こ

浜
はま

市港
こ う

北
ほ く

区）
4

鉄道網・高速道路網・航空網が東京に
集中していることを地図で確

かく

認
にん

し，な
ぜ集中しているのか，そこに問題はな
いかを考えましょう。

深めよう

世界が注目！ 日本の都市文化
地理

　東京大都市圏には，インターネット関連企業，ゲームや
映
え い

像
ぞ う

を制作する企業，出版社などの情報通信業の企業も集
中しています。これらの企業が作る商品や，発信する情報
は，日本だけでなく，世界中から注目を集めています。
　例えば，日本企業の作る映画やアニメーション，ゲーム
は，世界中で多くのファンを獲

か く

得
と く

しており，各国でさまざ
まなイベントが開催される人気になっています。また，日
本の若

わ か

者
も の

向けのファッションイベントも世界的に注目され
ています。
　東京大都市圏は，食文化，ファッション，芸術など，現
代のさまざまな都

と

市
し

文
ぶ ん

化
か

を生み出し，世界に発信する場所
になっています。

4

 旅客数の多い日本の航空路線（国内線）
（「航空輸送統計」2017年）

5

東京国際-那覇

東京国際-福岡

東京国際-新千歳

東京国際-広島
ひろしま

東京国際-大阪国際
おおさか

東京国際-熊本
くまもと

東京国際-鹿児島
か ご しま

福岡-那覇

ふくおか

な　は

成田国際-新千歳
なり た

しん とせち

東京国際-長崎
ながさき

こくさいとうきょう
0万人 200 400 600 800 1000

（2017年）

 情報通信業の従
じゅう

業
ぎょう

者数の多い県（「経
済センサス－活動調査」2016年）
6

神奈川県

その他
24.6

福岡県 3.3愛知県神奈川県

大阪府
8.5

東京都
51.1% 4.97.6

0％ 20 40 60 80 100

合計
152万人

（2016年）
とうきょう おおさか

か な がわ あいち ふくおか
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太平洋の島々では，海をわたって移住した
人々によって，独自の文化がつくられてきま

した。ポリネシアのハワイ諸
しょ

島
とう

では，自然のなかに神を見い出す自
然信

しん

仰
こう

がみられ，神話や物語，神への祈
いの

りをフラという踊
おど

りであら
わしていました。また，タロイモをほかの野菜や肉といっしょにバ
ナナの葉で包んで蒸

む

し焼きにする料理が食べられていました。
　ヨーロッパやアメリカのような生活スタイルが広がり，移住者の
増加や観光化も進んで，古くから伝えられてきた伝統的な文化は，
おとろえたり大きく変化したりしました。しかし，1970年代にハワ
イ諸島の人々が先住民であると認

みと

められたことなどをきっかけにし
て，伝統的な文化の復興運動が進められています。

地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

は，地球全体に影
えい

響
きょう

をおよぼす環
境問題です。オセアニアの島国（海洋国）では，

地球温暖化などによる海面上
じょう

昇
しょう

で，国土が水
すい

没
ぼつ

することが心配され
ています。ツバルは，さんご礁

しょう

の上に砂
すな

がつみ重なった島々から
なっています。首都の島でも標高は平均1.5ｍで，低く平らです。満

まん

（アメリカ）

P.109 7

2

P.104

P.4
4

太平洋の島々の
文化

太
た い

平
へ い

洋
よ う

の島々の多様な文化と自然環
か ん

境
きょう

3

 古い宮
きゅう

殿
で ん

で伝統的なフラを踊
おど

る子ども
たち（2010年，アメリカ／ハワイ州）　フラ
は，観光化によって大きく変化しましたが，
近年，伝統的なフラに取り組む人々が増えて
います。　 資料活用 P.106の 2 は観光
化したフラです。どのようなちがいがあるか
読み取りましょう。

2 深
し ん

刻
こ く

化する
環
か ん

境
きょう

問題

学習  課題
自然を活用した人々の生活には，
他地

ち

域
い き

の人々との交流によって
どのような変化があったので
しょうか。

見方・考え方

太平洋の島々の自然環境の特色や，他
地域との経

けい

済
ざい

的な交流に着目しましょう。

人と自然とのかかわり

 太平洋に浮
う

かぶ島
（2016年，フランス領ポリネシア／ボラボラ島）
1

真上から見ると
こんな形をして
いるんだね。

N

112
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第 3編第 3章　日本の諸地域

 持続可能な開発目標（SDGs）の17の目標1

　国際連合では，世界が直面しているさまざ
まな課題を解決するために，持

じ

続
ぞ く

可
か

能
の う

な開
か い

発
は つ

目
も く

標
ひょう

（SDGs）を定めました。
　SDGsは「だれひとり取り残さない社会」
をめざす17の目標を設定しています。日本を
含
ふ く

む世界中の国々が，これらの目標の達成に
向けて取り組みを進めています。

現在の日本では，SDGsの17の目標はどの程度達成できているでしょうか。
クラスで話し合って，達成できているか，達成できていないかを判断しましょう。1

SDGsの17の目標を，日本が優
ゆ う

先
せ ん

的に取り組むべき目標だと思うものから順番に四つのグループに分け
ましょう。以下の空らんに17の目標の番号を書きこんでつみ上げ，ピラミッドにしましょう。2

2編2章では，州ごとに地球的課題を取り上げて学習を進めました（→P.43）。
3編3章では，地方ごとに社会的課題を見い出して追究しました（→P.163）。

日本の諸
し ょ

地
ち

域
い き

をふりかえろう
第 3編

第   章3 世界・日本とも，さま
ざまな課題が残されて
いることがわかったね。

これ以外のランキング方法と
して，ダイヤモンドランキン
グ（→P.177）もあります。

目標 達成
できている

達成
できていない 目標 達成

できている
達成

できていない

1　貧
ひん

困
こん

をなくそう 10　人や国の不平等をなくそう

2　飢
き

餓
が

をゼロに 11　住み続けられるまちづくりを

3　すべての人に健康と福
ふく

祉
し

を 12　つくる責任 つかう責任

4　質の高い教育をみんなに 13　気候変動に具体的な対
たい

策
さく

を

5　ジェンダー平等を実現しよう 14　海の豊かさを守ろう

6　安全な水とトイレを世界中に 15　陸の豊さも守ろう

7　エネルギーをみんなにそしてクリーンに 16　平和と公正をすべての人に

8　働きがいも経
けい

済
ざい

成長も 17　パートナーシップで目標を達成しよう

9　 産業と技術革
かく

新
しん

の基
き

盤
ばん

をつくろう

・重要度　 最高  （1つ）

・重要度　 高  （3つ）

・重要度　 中  （5つ）

・重要度　 低  （8つ）
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九州北部は，日本で最初に近代的な工業が発
展した地

ち

域
いき

です。この地域は，かつて鉄
てっ

鋼
こう

の
生産に必要な鉱産資

し

源
げん

を入手しやすい地域でした。石炭を近くの筑
ちく

豊
ほう

炭田から，鉄鉱石を中国から輸送して，現在の北九州市に作られ
た製鉄所（官営八

や

幡
はた

製鉄所）で，鉄鋼の生産が始まりました。八幡製
鉄所を中心に発展した北

きた

九
きゅう

州
しゅう

工
こう

業
ぎょう

地
ち

帯
たい

では重
じゅう

化
か

学
がく

工
こう

業
ぎょう

が盛
さか

んになり，
四大工業地帯の一つとして日本の経

けい

済
ざい

を支えてきました。
　一方で，急速な工業の発展は環

かん

境
きょう

に大きな影
えい

響
きょう

をあたえ，さまざ
まな公

こう

害
がい

が発生しました。1960年代には，工場からの排
はい

煙
えん

による大
気汚

お

染
せん

や，工場排水による洞
どう

海
かい

湾
わん

の水質汚
お

濁
だく

などの公害が深
しん

刻
こく

にな
りました。公害が大きな社会問題になると，国は法

ほう

律
りつ

を制定して，
公害防止のための基準づくりに努めました。また，企

き

業
ぎょう

は公害防止
技術の開発を進め，環境への負

ふ

担
たん

の少ない工業をめざしました。そ
の結果，北九州市では環境がいちじるしく改

かい

善
ぜん

し，洞海湾は，魚の

4

（福岡県）

P.281

P.158 9

P.282

1

1

北
き た

九
きゅう

州
しゅう

工業地帯の
発
は っ

展
て ん

と公害

 九州地方で持続可能な社会づくりに向けた先進的
な取り組みを進めている地

ち

域
い き

（内閣府資料ほか）
3

 北九州工業地帯の工業製品出荷額の内わけ
（「工業統計調査」2016年ほか）

2

 山本作兵衛の炭鉱記録画（田川市石
炭・歴史博物館蔵）　筑豊炭田での労働のよ
うすをえがいた記録画で，ユネスコ「世界の
記
き

憶
おく

（世界記憶遺
い

産
さん

）」に登録されています。

4

2016年
合計
9兆2503億円

1960年
合計
6388億円

その他
18.8

金属
42.7

機械
8.5%

食料品
13.1

化学
15.1

34.9% 21.4 18.9 7.2

0.6

17.0

繊維 1.8

0％ 20 40 60 80 100

せん い

北九州市
（福岡県）

（福岡県）

（熊本県）

（熊本県）

（長崎県）

（沖縄県）

宮古島市

壱岐市

大牟田市

小国町

水俣市

先島諸島

きた

ふくおか

くまもと

ながさき

おきなわ

きゅうしゅう

みや こ じま

い き

おおむ た

おぐに

みなまた

しょ とうしまさき

100km0100km0

環境
モデル都市

環境
未来都市

SDGs
未来都市 エコタウン

（2019年）

かんきょう

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C331_05_03

先進的な取り組みを進めている都市

2019年1月　地図制作：ジェイ・マップ
新規作成工業の変化と自然環

か ん

境
きょう

の保全5学習  課題

見方・考え方

工業生産の変化や，自然環境の回復・
保全に向けた取り組みに着目しましょ
う。

九
きゅう

州
しゅう

地方の工業は，どのように
変化しているのでしょうか。

 北
き た

九
きゅう

州
しゅう

市の環
か ん

境
きょう

の変化1

1980年代

1960年代 上と下の20年のあ
いだに，どのような
変化があったのかな。

©Yamamoto Family

地域

5年   公害から人々の生活を守るための取り組みをふりかえりましょう。小学校174

5

10

 万
ば ん

里
り

の長
ちょう

城
じょう

（2018年，中国／ペキン）　長さ数千㎞にもおよぶ城
じょう

壁
へ き

で，
世界文化遺

い

産
さ ん

に登録されています。中国でも有名な観光地になっています。
3

 ブルジュ・ハリファ（2016年，アラブ
首長国連

れ ん

邦
ぽう

／ドバイ）　高さが828mもあ
る，世界で最も高いビルです。

5
 多くの人でにぎ

わう水上マーケット
（2018年，タイ／バ
ンコク）　水路につく
られた市

いち

場
ば

で，さまざ
まな食料品や雑貨が
売られています。

4

 ヒマラヤ山脈（2013年，ネパール）
　ヒマラヤ山脈やチベット高原のあるアジ
ア中央部は，「世界の屋根」とよばれます。

6

45
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2

ア
ジ
ア
州

さまざまな乳
にゅう

製
せい

品
ひん

を作って食べます。冬になると，家畜の肉をよく
食べます。家畜を食べたときに手に入る毛皮は，衣類や敷

しき

物
もの

として
利用します。春と秋には羊の毛を刈

か

って，フェルトを作り，テント
の壁

かべ

に使います。このように，遊牧民は家畜のめぐみをあますこと
なく利用して，生活してきました。

カシミアとよばれるやぎの柔
やわ

らかい毛は国際
的に取り引きされるため，遊牧民にとっては

よい収
しゅう

入
にゅう

となります。そのため，やぎを好んで飼う人が増えました。
また，以前と比べて，遊牧の移動回数や距

きょ

離
り

が減り， 1か所に長く
とどまるようになってきました。遊牧民の生活の変化の影

えい

響
きょう

で，草
原が荒

あ

れることが心配されています。現在，遊牧民の数は減少し，
モンゴルの人口の大半がウランバートルに集中しています。
　モンゴルの経

けい

済
ざい

を支えているのは，豊富な鉱産資
し

源
げん

です。石炭，
銅，金などが中国などに輸出されています。鉱産資源の開発は，一
方で草原の環

かん

境
きょう

破
は

壊
かい

をもたらします。草原が減って砂
さ

漠
ばく

が広がって
いくと，黄

こう

砂
さ

など国境をこえる環境問題の原因の一つになります。

6

P.IX

遊牧民の 
生活の変化

 ゲルとよばれるモンゴルの遊牧
民の住居（モンゴル）
5

なぜモンゴルの遊牧民は，家畜をつれて
季節ごとに移動する生活を続けてきたの
か，説明しましょう。

確認

ミンジンさんの話
　2010年に大雪が降って，400頭飼っていた羊とやぎが100頭に減っ
てしまいました。被

ひ

害
がい

をきっかけに，都会に出ていった人もいます。け
れども，私は草原の生活が好きなので，都会には行きたくないと思って
います。
　家畜の乳を入れたお茶（乳

スーティ

茶
・ツァイ

）は，私たちの朝ごはんです。お客さんが
来たら，まず乳茶を作ってもてなします。

 フェルト作り（1997年，モンゴル）
　刈った羊毛をたたいてほぐし，水をかけて，
棒
ぼ う

に巻
ま

きつけて地面を転がします。摩
ま

擦
さ つ

の熱
で毛が縮

ちぢ

れてからまり，フェルトになります。

6

20年のあいだに，遊牧民の生
活はどう変わったのでしょうか。
2018年の写真に新たに写って
いるものを読み取って，生活の
変化を想像しましょう。

深めよう

1997年 2018年

31

2-

1

世
界
各
地
の
人
々
の
生
活
と
環
境

5

10

15

南アメリカの人々がどこから来たかや，
南アメリカ各地の祭り・音楽の起

き

源
げん

につ
いて，文章や図版からまとめましょう。

確認

民族の文化が融
ゆう

合
ごう

した独自の文化がみられます。ブラジルのカーニ
バルは，アフリカ系の人々の影響を受けて，キリスト教の祭りから
生まれました。アルゼンチンのタンゴやブラジルのサンバなど，
ヨーロッパやアフリカの影響を受けた音楽も盛

さか

んです。
南アメリカの先住民は，自然環

かん

境
きょう

を生かした
自給自足の生活を営んでいました。アマゾン

川流
りゅう

域
いき

では，焼畑農業や川での漁業などが行われていました。
　19世紀になると，ヨーロッパ系の人々によってプランテーション
の開発が始まりました。20世紀後半になると，経

けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

をめざした
大規

き

模
ぼ

な農地開発や鉱山開発などが急速に進むようになりました。
開発によって，熱帯雨林や草原の減少など，さまざまな環境問題が
引き起こされています。また，土地の大半を少数の人々が所有する
ことで，土地をもたずに生活する多くの人々が生まれました。
　南アメリカでは都市化が進んでいて，人口の約 4分の 3が都市部
に住んでいます。しかし，人口の増加に都市の整備が追いつかず，
各地にスラムが形成されています。スラムの生活環境の改

かい

善
ぜん

は，南
アメリカの大きな課題になっています。

1

P.97 6

P.75

8

P.282

4

たえ間ない開発
による生活への影

えい

響
きょう

 電気が通り環境が改善したスラム（2011年）5  連接バス（2011年）6  ごみの分別回収（2011年）7

移民が多くなることのよい点や問題点
は何でしょうか。アルゼンチンやブラ
ジルを例に話し合いましょう。

深めよう

 カラジャス鉄山（2012年，ブラジル）8

人と環境にやさしい都市づくり
地理

　クリチーバ市は，イグアス滝
た き

の上流部にある人口約200万人の大都市で
す。南アメリカは，アジアやアフリカと同様に，スラムの形成や交通渋

じゅう

滞
た い

などの都市問題をかかえていますが，クリチーバ市では，持続可能な開発
をめざす都市づくりを進めて，さまざまな問題に対応しています。スラム
の環境改

か い

善
ぜ ん

，工場の誘
ゆ う

致
ち

，住
じゅう

宅
た く

の建設，公共交通機関や自転車専
せ ん

用
よ う

レーン
の整備を進めて，まずしい人々が仕事・住居・移動手

し ゅ

段
だ ん

を確保できるよう
にしています。ごみの分別回

か い

収
しゅう

やイグアス滝につながる川の流域整備，学
校での環境教育など，さまざまな環境保全の取り組みも進めています。

（ブラジル）

5 6

7
 リオデジャネイロの市街地とスラム

（2015年，ブラジル）
4

金属 紙

プラスチック 生ゴミ

ガラス

101

2-

2

南
ア
メ
リ
カ
州

5

10

15

弘前ねぷたまつりを運営している
櫻
さくら

田
だ

さんの話
　ねぷたは，弘前の地に根づいてきた文化で
す。ねぷたが確

か く

認
に ん

できる最も古い資料は，約
300年前の江

え

戸
ど

時代までさかのぼります。当
時の弘前藩

は ん

の藩主が，
弘前の城

じょう

下
か

でご覧
ら ん

に
なった記録が残って

います。そこから青
あお

森
も り

や黒
く ろ

石
い し

，五
ご

所
し ょ

川
が わ ら

原
などに広がり，各地に合った形に変わっ
ていきました。ねぷたには，本来あるべき
姿
すがた

は残しつつ，変化してきたものもありま
す。ねぷたを内部から照らす明かりは，初
めはろうそくでしたが，やがて電球となり，
今ではLEDになってきています。

　世界や日本の各地でみられる地球的課題・地域の課題（社会的課題）である環境問題や環境保全の取り組みについて紹介し，
持続可能な社会について考えることができるようにしました。

持続可能な社会について考えることができる教材 3

P.112→

P.31→

　世界や日本における伝統・文化の現状と，それを守り，未来に継承していく人々の取り組みについ
て，随所に写真，コラム，特設ページなどを設定しました。

伝統・文化を捉えることができる教材2地理を
楽しく確実に
学ぶ 

↑P.45

弘前
ねぷたまつり

百舌鳥・古市
古墳群

日本の
都市文化

※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

世界各地の
様々な文化

様々な
環境保全の取り組み

学
ぶ
ほ
ど
、
も
っ
と
知
り
た
く
な
る
　「
今
」
を
捉
え
た
豊
富
な
教
材

P.203→

P.240→

↓P.225

↓P.101

↓P.174

P.262→

伝統文化の変化や，
都市文化などの現
代文化に関する記
述も充実しています。

注目

世界文化遺産への
登録につながった
地域の取り組みを
取り上げています。

伝統・文化を継承
する人々の取り組み
を取り上げています。

現代文化も，
日本の文化の重要な
要素なんだね。

26 27
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日本とアジアの国々とのかかわり

 アジア各地から
の訪

ほ う

日
にち

外国人数（「出
入国管理統計」2017
年）

1

 「東アジア文
化都市2019豊島」
の開

かい

幕
ま く

式典（2019
年，東

と う

京
きょう

都豊島区）

3

 「東アジア文
化都市2019豊島」
のポスター

4

アジアの経
け い

済
ざ い

発
は っ

展
て ん

にともなって，日本とアジアの国々との結びつきが強まっています。
人や文化の交流を例に，身近なところにあるアジアとの結びつきをみてみましょう。

中国
30.3%

韓国・朝鮮
18.3

ネパール
3.2

その他
19.5

ベトナム

フィリピン

ブラジル

11.1

10.1

7.5

（2018年）

合計
264万人

かんこく　ちょうせん

300

250
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150
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50

0

万人

1980年 85 90 95 2000 05 10 15 18

中国

韓国・朝鮮

ベトナム

フィリピン
ブラジル

その他

かんこく ちょうせん

アジアと日本をゆきかう人々

　近年，経済発展を続けるアジアの国々から日本を
おとずれる観光客が急

きゅう

激
げ き

に増えています。大
お お

阪
さ か

市や
福
ふ く

岡
お か

市などでは，中国や韓
か ん

国
こ く

，東南アジアの国々か
らの観光客で商店街や観光施

し

設
せ つ

がにぎわっています。
　また，2を見ると，日本に住む外国人数が40年で
約4倍に増えたことがわかります。そのうち，アジ
アの人々は約8割

わ り

を占
し

めています。コンビニエンス
ストアや工場で働く人々は，日本社会になくてはな
らない存

そ ん

在
ざ い

になっています。中国では，経済発展に
ともなって大学の受験競争が大変はげしくなって，
ヨーロッパやアメリカよりも安い学費で学べる日本
の大学に留学する学生が増えています。また，高度
な教育を受けたインド系

け い

の人々は世界各地で活
か つ

躍
や く

し
ていますが，日本でも，ICT関連の企

き

業
ぎょう

，金
き ん

融
ゆ う

，製
薬などの分野で活躍するようになりました。

盛
さ か

んになる文化交流

　日本の文化に対するアジアの人々の関心も高まっ
ています。アジア各国で日本のアニメーション作品
が放

ほ う

映
え い

されたり，日本のドラマが人気になったりし
ています。また，日本でもアジアの国々の文化が身
近なものになってきていて，韓国の音楽やファッ
ションが流行するなどしています。
　日本・中国・韓国の3か国は，各国から毎年1都
市ずつ「東アジア文化都市」を選んで，文化交流事
業を行っています。相

そ う

互
ご

の理解を深めて，各国の文
化を国際的に発信する力を強めることをめざしてい
ます。2019年の東アジア文化都市には，シーアン，
インチョンとならんで，日本からは豊

と

島
し ま

区が選出さ
れました。「舞

ぶ

台
た い

芸術」「マンガ・アニメ」「祭事・芸
能」の三つの分野で，さまざまな事業が行われる予
定です。

1

（大阪府）

（福岡県）

P.53

（中国）

（韓国） （東京都）

3 4

　 2 日本に住む外国人数
（「在留外国人統計」2018年ほか）
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世界では，現在6000以上もの言語が話されて
いるといわれます。これらのなかには，中国

語やスペイン語のように話し手が数億人いる言語もあれば，わずか
数百人しかいない言語もあります。日本を含

ふく

め，ほとんどの国では
複数の言語が話されていますが，公

こう

用
よう

語
ご

に定められて，役所などで
公
おおやけ

に用いられている言語は限られています。しかし，ドイツ語，フ
ランス語，イタリア語などの四つの言語を公用語としているスイス
のような多言語国家もあります。
　言語どうしの関係をみると，人間の親

しん

戚
せき

のようにたがいに関係の
近いものもあれば，関係のわからないものもあります。例えば，英
語はドイツ語やスウェーデン語などと，インドネシア語はフィリピ
ン語などと近い関係にあります。日本語には，関係の近い言語はな
いという説が有力です。しかし，韓

かん

国
こく

・朝
ちょう

鮮
せん

語のように，日本語と
ことばの順序や組み立て方が似た言語もあります。また，同じ言語
で地

ち

域
いき

によってちがいがある場合は方
ほう

言
げん

といわれます。

3

1

P.281

2 6

P.282

世界の 
さまざまな言語

さまざまな言語と人々の生活7

 主な言語の話し手の人口（The World 

Almanac 2018）
3

●①

日　本　語

ロ シ ア 語

ポルトガル語

ベンガル語

ヒンディー語

アラビ ア 語

スペイン語

英　　　語

中　国　語

（2016年）

0億人 1 2 3

※色、前年のママにする指示あり

 2 インドの10ルピー紙
し

幣
へ い

　インドでは，
800以上の言語が話されているといわれます。①
ヒンディー語を公用語としていますが，話す人は
全体の4割

わり

ほどです。地域ごとに異
こ と

なる言語どう
しでは，通じ合わないこともあります。そのため，
②英語もよく話されています。多くの言語が書
かれている紙幣から，多様性のなかで国としての
まとまりをめざしていることがわかります。

●②

世界では，どんな
言語が話されてい
るのかな。

学習  課題

見方・考え方

主な言語の分布と，それらが使われて
いる場所の歴史的背景に着目しましょ
う。

世界の人々はどのような言語を
使っているのでしょうか。

場所

 1 多くの言語が書かれた案
内表示（2017年，東

と う

京
きょう

都調
ちょう

布
ふ

市）
　上から，日本語，英語，中国語
（簡

か ん

体
た い

字・繁
は ん

体
た い

字），韓
かん

国
こく

語，フラ
ンス語，スペイン語，インドネシ
ア語，タイ語で書かれています。

38

5

10

15くったりして，都市の活性化をはかる取り組みが行われています。
神戸市は，江戸時代の末に国際貿易港として
開港した都市です。明治時代以降，日本有数

の貿易都市として成長し，多くの外国人が住むようになりました。
そのため，外国の影

えい

響
きょう

を受けた都市文化がみられ，ヨーロッパ風の
住
じゅう

宅
たく

が集まっているところや中
ちゅう

華
か

街
がい

があります。肉食の文化が受け
入れられたのも早く，但

たじ

馬
ま

牛（神戸牛）の飼育が盛
さか

んになりました｡
但馬牛は，松

まつ

阪
さか

牛・近
おう

江
み

牛などの高級肉牛のもとになっています。
　大阪湾と六

ろっ

甲
こう

山地にはさまれた神戸市では，都市が発展するにつ
れて，土地が不足するようになりました。そこで，丘

きゅう

陵
りょう

部にニュー
タウンを建設し，そこから出た土

ど

砂
しゃ

で，ポートアイランドや六
ろっ

甲
こう

ア
イランドなどの埋立地をつくり，都市を広げていきました。
　1995年に発生した阪

はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

では，神戸市，阪
はん

神
しん

間
かん

，淡
あわ

路
じ

島
しま

などが大きな被
ひ

害
がい

を受けました。市街地の復興は進みましたが，
アジアの港湾との競争がはげしく，神戸港の国際貿易港としての役

やく

割
わり

はのびなやんでいます。そのため，神戸港と大阪港を一体として
運営することで，競争力を高める取り組みが進められています。

（兵庫県）

P.202 5

P.193 6

P.193 5

P.144
5

世界への窓口と
なった神

こ う

戸
べ

大阪湾に面した都市や港がどのように世
界とつながってきたのかまとめましょう。

確認

 神戸港（2017年，神戸市中
ちゅう

央
お う

区）
　コンテナ船に積みおろしをするクレーンが
稼
か

働
どう

しています。

5

大阪市の経済を活性化したり，神戸港
の役割を高めたりするには，どのよう
な取り組みをすればよいでしょうか。

深めよう

世界とつながる大阪
地理

　関
か ん

西
さ い

国際空港は，国際線の航空機などの発着を行う，
関西から世界への玄

げ ん

関
か ん

口です。陸地からはなれた大阪湾
の埋立地に建設され，鉄道や高速道路で大阪市の都心部
と結ばれています。格安航空会社の就

しゅう

航
こ う

が多く，航空機
の発着回数や利用者数が非常に多くなっています。京

け い

阪
は ん

神
し ん

大都市圏
け ん

には，大阪国際空港（伊
い

丹
た み

空港）・神戸空港も
あり，三つの空港が連

れ ん

携
け い

して航空輸送を支えています。

　大阪市生
い く

野
の

区には，韓
か ん

国
こ く

・朝
ちょう

鮮
せ ん

の料理店や商店がなら
ぶコリアタウンがあります。かつて，日本の植民地政

せ い

策
さ く

のもとで移住してきた人々が集まって生まれた街です。
現在では整備が進み，観光客でにぎわっています。日本
と韓国・朝鮮とのかかわりやコリアタウンの歴史を学ぶ
フィールドワークでおとずれる人や修学旅行生なども増
加しています。

3

4

 関西国際空港
（2018年，大阪府泉

いずみ

佐
さ

野
の

市・田
た

尻
じ り

町・泉
せ ん

南
なん

市）
3

 多くの人がおとずれるコリアタウン（2018年，大阪市生野区）4
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 ブラジルの食料品をあつ
かうスーパーマーケット（上）と
ポルトガル語を教える教室（下）
（2018年，群馬県大泉町）

4

 はくさいの収
しゅう

穫
か く

（2017年，茨城県八
や

千
ち

代
よ

町）　 資料活用 P.212の 3 をふりか
えって，東京中央卸

おろし

売
う り

市場でのはくさいの月
ごとの県別出荷量の変化を想像しましょう。

5

 ねぎ・ほうれんそうの県別生産量
（「作物統計」2017年）

7

 農業生産額の多い県
（「生産農業所得統計」2017年）

6

の出荷も便利になりました。県や市町村も，高速道路のインター
チェンジ周辺に工

こ う

業
ぎょう

団
だ ん

地
ち

をつくって工場を誘
ゆ う

致
ち

したことから，工業
がさらに発

は っ

展
て ん

しました。この地域を，北
き た

関
か ん

東
と う

工
こ う

業
ぎょう

地
ち

域
い き

とよびます。
食料の大消費地である東京大都市圏をかかえ
る関東地方では，新

し ん

鮮
せ ん

な農産物を都市に住む
人々に供

きょう

給
きゅう

する近
き ん

郊
こ う

農
の う

業
ぎょう

が盛んです。しかし，高速道路などの交通
網
も う

の整備や，保冷車の普
ふ

及
きゅう

などの冷蔵技術の進歩で，日本じゅうの
農産物が東京大都市圏

け ん

に集まるようになり，輸入農産物も増えて，
競争がはげしくなりました。その結果，近

き ん

郊
こ う

農業として成り立たな
くなる農産物も出てきましたが，野菜・花の栽

さ い

培
ば い

や畜
ち く

産
さ ん

業が現在も
盛んに行われています。特に，茨

いばら

城
き

県のはくさい，千
ち

葉
ば

県のだいこ
んの生産，栃

と ち

木
ぎ

県の乳
にゅう

牛
ぎゅう

，千葉県の豚
ぶ た

の飼育が多くなっています。
　また，群

ぐ ん

馬
ま

県などの標高の高い地域では，中部地方と同じように，
交通網の整備によって高原野菜の生産が盛んになっています。嬬

つ ま

恋
ご い

 
村ではキャベツの栽培が盛んで，夏から秋にかけては全国の約半分
を生産しており，東京大都市圏だけではなく各地に出荷しています。
　このように，関東地方の農業は，東京大都市圏という大消費地の
多くの人々の食生活を支えています。一方では，大消費地の存

そ ん

在
ざ い

が
関東地方の農業を支えているということもできます。

2

P.280 P.197

6 7

P.221 6
5

P.212 （群馬県）

大消費地を支える
関東地方の農業

関東地方の各地で盛んな産業を一つ取り
上げ，原料などの供給地・生産地・消費
地がどのように結びついているか，説明
しましょう。

確認

P.124の「スキルUP」を参考に，デジ
タル地図を使って関東地方の工業地域
や農業地域を探

さ が

して観察し，過
か

密
み つ

地域
における農業や工業にはどのような課
題があるかを考えましょう。

深めよう

多文化共生社会をめざして
地理

　日本では，人口減少や高
こ う

齢
れ い

化などで労
働力が不足しており，外国人がさまざま
な産業で働き，それを支えています。
　大

お お

泉
いずみ

町では，自動車関連工場などで，
ブラジルなどから来た多くの日

に っ

系
け い

人が働
いています。町の人口に占

し

める外国人の
割
わ り

合
あ い

は約2割で，ポルトガル語で書かれ
た看

か ん

板
ば ん

やブラジルの食料品を売る店など
がたくさんあります。大泉町では，日本
の制度・文化の紹

しょう

介
か い

や日本語学習の案内
を進めたり，ポルトガル語版の広報紙を
発行したりして，異

こ と

なる文化や考え方を
もつ人々とともに生活する多

た

文
ぶ ん

化
か

共
きょう

生
せ い

社
し ゃ

会
か い

をつくる取り組みを進めています。

（群馬県）

P.282
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ぐん ま

みやざき

いばらき

ほっかいどう
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温
お ん

暖
だ ん

な気候を生かしたプロ野球のキャンプ

 プロ野球の春季キャンプの主な開
かい

催
さ い

地（日本野球機構資料）
1

 那覇市・日南市・広島市の2月の平均
気温と日照時間（「理科年表」2019年ほか）
3

 練習する選手たち
（2017年，宮崎県日南市）

2  チームを応援する油津商店街
（2019年，宮崎県日南市）

4

野球やサッカーなどのプロスポーツチームの多くは，宮
み や

崎
ざ き

県や沖
お き

縄
な わ

県で体力づくりや練習をする
キャンプを行います。これらの県でキャンプをするメリットは何なのでしょうか。

沖縄島

久米島
石垣島

沖縄県沖縄県

宮
崎
県

2

3

広島市

おきなわ

み
や
ざ
き

めく

がきいし

ひろしま

(2019年)
キャンプ地

丸数字はキャンプを行う
チーム数。数字のない
キャンプ地は,それぞれ
1チームのキャンプ地。
複数の地域でキャンプを
行う球団もある。

注）

100km0

50km0

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C331_05t1_01

プロ野球の春季キャンプの主な開催地

2019年2月　地図制作：ジェイ・マップ

な

は

に
ち
な
ん

ひ
ろ
し
ま

150

100

50

0

20

10

0

20

10

0

20

10

0

時間

那
覇
市

日
南
市

日照時間

広
島
市

那
覇
市

日
南
市

広
島
市

気温
℃

　プロ野球は，毎年4〜10月ごろに試合を行います。
そのため，各チームは，2月から3月にかけて試合
に向けた練習をします。しかし，各球団の本

ほ ん

拠
き ょ

地
ち

は
北
ほ っ

海
か い

道
ど う

から九
きゅう

州
しゅう

北部にあるので，2月はまだ寒いう
えに日

に ち

没
ぼ つ

も早く，屋外での練習には適していません。
そのため，暖

あたた

かくて日照時間が長い宮
み や

崎
ざ き

県や沖
お き

縄
な わ

県
などでキャンプをしているのです。
　日

に ち

南
な ん

市では，広
ひ ろ

島
し ま

市に本拠地をもつプロ野球チー
ムがキャンプを行っています。日南市は，広島市と
比べて，2月の平均気温が4℃ほど高くなります。
また，日照時間が長く，温

お ん

暖
だ ん

な気候の地
ち

域
い き

のなかで
は降

こ う

水
す い

量
りょう

も比
ひ

較
か く

的
て き

少ないので，1963年から継
け い

続
ぞ く

し
て日南市をキャンプ地として利用しています。
　選手が練習をしている天

て ん

福
ぷ く

球場からほど近い油
あぶら

津
つ

商店街などは，県内外からキャンプを観
か ん

覧
ら ん

しにくる
人々でにぎわいます。天福球場の最寄り駅である油
津駅では，2018年からチームにちなんだ愛

あ い

称
しょう

が掲
か か

げられ，駅舎や球場までの道がチームカラーである
赤色にぬられています。商店街では，チームのグッ
ズを販

は ん

売
ば い

するなど，チームを応
お う

援
え ん

しています。キャ
ンプ観

か ん

覧
ら ん

を目的とした旅行ツアーが組まれたり，周
辺の宿

しゅく

泊
は く

施
し

設
せ つ

がキャンプ期間中に混雑するなど，プ
ロ野球チームのキャンプは日南市に大きな経

け い

済
ざ い

効果
をもたらしています。
　一部の選手は，2月後半から沖縄県に移動して
キャンプをします。このように，プロ野球チームは，
温暖な気候を上手に利用して練習しています。

1

（宮崎県） （広島県） 2

3

4
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東
京

から1000km

東京から2000km

日　本

フィリピン

日本海
太　平　洋
たい

に ほん かい

へい よう

東シナ海

樺
太
か
ら
ふ
と

尖
閣
諸
島

東京
とうきょう

オホーツク海

ち
し
ま
れっ
と
う

（
ク
リ
ル
）

千
島
列
島

伊
豆
諸
島

い

　
ず
し
ょ
と
う

小
笠
原
諸
島

お 

が
さ
わ
ら
し
ょ
と
う

南西
諸
島

な
んせいしょと

う

ロシア

中　国

北朝鮮

韓国

きた ちょう せん

かん こく 竹島
たけしま

（
サ
ハ
リ
ン
）

せ
ん
か
く
し
ょ
と
う

125°120° 130° 135° 140° 145° 150° 155°

160° 165°

20°

15°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

500km0

国土の西端
（東経１２２度５６分）

国土の南端
（北緯２０度２５分）

国土の東端
（東経１５３度５９分）

国土の北端
ほく　い

（北緯４５度３３分）

ほくたん

もと

こうしょう

日本の領海

日本の排他的経済水域

日本の排他的経済水域の外側で，
日本が海底にある鉱産資源などの
調査や開発を行う権利を認められ
た範囲

はい た てきけいざいすいいき

し げん

みと

はん い

これらの範囲は国連海洋法条約に基づき
ますが，範囲の一部については，現在関
係国と交渉・調整中です。

注）

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C102_03_01

日本の領域と排他的経済水域

2018年11月　地図制作：ジェイ・マップ

０ １０００km
もと155％拡大

日本の領域の特色を，面積，排他的経済
水域，まわりの国との関係をポイントに
まとめましょう。

確認

 領土・領海・領空・排他的経済水域の
範囲　人工衛星の軌道より高い宇

う

宙
ちゅう

空間は，
どの国も領有できないことになっています。

6

見方・考え方

日本は島国であり，まわりが海に囲ま
れていることに着目しましょう。

日本の領域はどこまで広がって
いて，どのような特色があるの
でしょうか。

位置や分布 日本の東西南北の
端
は し

の島は，それぞ
れどこにあるのか
な。

日本にとって，排他的経済水域はなぜ
重要なのでしょうか。

深めよう

海岸線

領空

領土

領海

注）領海の幅は
　　国によって
　　異なります。

こと

はば

公海

海岸線から
12海里

海岸線から
200海里

排他的
経済水域

はい

ざいけい すい いき

た てき

 主な国の領土・領海・排他的経済水域
を合わせた面積（海上保安庁資料ほか）
7

 国土の南端（2018年，東京都）5

 護岸工事で保護された沖ノ鳥
島（2004年，東京都小笠原村）
8

 日本の領域と排
は い

他
た

的
てき

経
け い

済
ざ い

水
す い

域
い き

1

 国土の西端（2018年，沖
おき

縄
な わ

県）4

 国土の東端（2012年，東
と う

京
きょう

都）3

 国土の北端（2016年，北
ほ っ

海
かい

道
ど う

）2

　　　　　　　　　島

　　　　　　　　　島

　　　　　　　　　島

　　　　　　　　　島

日本の領
りょう

域
い き

の特色をとらえよう3

1．地図帳を見て，日本の国土の
北
ほ く

端
た ん

，東端，西端，南端の島の名
前を，2 ～ 5 の空らんに書きま
しょう。

2．2 ～ 5 の島と東
と う

京
きょう

の距
き ょ

離
り

を
はかりましょう。

国の主
しゅ

権
けん

がおよぶ範
はん

囲
い

を領
りょう

域
いき

といいます。領
域は，陸地である領

りょう

土
ど

と，領土に接する海域
である領

りょう

海
かい

と，領土と領海の上の空間である領
りょう

空
くう

からなります。日
本は，領土の海岸線から12海里（約22km）を領海と定めています。
領空は，人工衛星の軌

き

道
どう

あたりまでとされています。さらに，海岸
線から200海里（約370km）までの範囲のうち，領海を除

のぞ

く部分を排
はい

他
た

的
てき

経
けい

済
ざい

水
すい

域
いき

としています。この水域の水産資
し

源
げん

や鉱産資源は，自
国だけで利用できることになっています。
　日本の領土は，北

ほっ

海
かい

道
どう

，本
ほん

州
しゅう

，四
し

国
こく

，九
きゅう

州
しゅう

の四つの大きな島と，周
辺の伊

い

豆
ず

諸
しょ

島
とう

，小
お

笠
がさ

原
わら

諸島，南
なん

西
せい

諸島などの小さな島々から成り
立っています。領土の面積は約37万8000㎢で，ユーラシア大陸の東
に，弓のような形で長くのびています。日本には，沖

おき

ノ
の

鳥
とり

島
しま

，南
みなみ

鳥
とり

島
しま

，尖
せん

閣
かく

諸島など，多くの離
り

島
とう

があるため，排他的経済水域の面積
は領土の面積の10倍以上にもなります。日本の領土・領海・排他的
経済水域を合わせた面積は，世界的にも大変広いほうです。

国境は，独立国にとって，非常に重要なもの
です。国境といえば，陸地にあるものと思い

がちですが，日本は，周囲をオホーツク海，日本海，東シナ海，太
たい

平
へい

洋
よう

に囲まれた島国（海洋国）であるため，国境はすべて海上に引か
れています。また，日本と周辺の国々との距

きょ

離
り

がそれほどはなれて
いない部分では，おたがいの国の領土の中間にある中間線が，排他
的経済水域の境界線になっています。

1

6

1 5〜

（東京都） （東京都）

（沖縄県）

7

P.4

日本の領
りょう

域
い き

を
とらえる

日本の海の国
こ っ

境
きょう

沖ノ鳥島を守るために
地理

　沖ノ鳥島は，満
ま ん

潮
ちょう

時
じ

には二つの小
さな島だけが沈

し ず

まないさんご礁
しょう

です。
この島がなくなると，周辺の約40

万㎢の排他的経済水域が失われてし
まいます。そこで，国が波の侵

し ん

食
しょく

か
ら島を守るための護岸工事を行いま
した。現在も沖ノ鳥島は，国が維

い

持
じ

管理をしています。

5

8

5年  日本の領土の範囲についての学習をふりかえりましょう。小学校

学習  課題

762.0

983.4 769.2

701.0

483.0 447.0
96.4

960.0

ロシア
2158.8万㎢

アメリカ
1745.4

オーストラリア
1470.2

26.8 37.8

排他的経済水域と
領海の面積

はい た てきけいざいすいいき

領土の面積

449.0万㎢

1709.8万㎢

中国
1056.4

日本 
484.8

ニュージーランド 
509.8

（2006年） （2015年）

16 17

1

世
界
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日
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域
構
成
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択捉島
国後島

ウルルン島

色丹島

歯舞群島

ウルップ（得撫）島

尖閣諸島

竹島

隠岐諸島
しょ とう

ぐんとうはぼまいしょ とう

お  き

たけしま

宮古島
みや こ じま

しこたんとう

くな しり とう

えとろふとう

与那国島
よ   な ぐにじま

西表島
いりおもてじま

石垣島
いしがきじま

せんかく

ロシア

中　国

日　本
北朝鮮
韓国

フィリピン

東シナ海

オホーツク海

きた ちょう せん

かん こく

韓国
かん こく

台湾
たいわん

島
根
県

し
ま
ね

鳥
取
県

と
っ
と
り

沖 縄 県
おき なわ

北 海 道
ほっ かい どう

日 本 海
に ほん かい

太　平　洋
たい へい よう

1000km0

100km0

100km0

100km0

北方領土

尖閣諸島

竹　島
ほっ ぽうりょう ど

平成28年度版中学社会地理的分野教科書
C211_03_01

北方領土・竹島・尖閣諸島の位置

 北
ほ っ

方
ぽ う

領
りょう

土
ど

・竹
た け

島
しま

・尖
せ ん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

の位置1

北
ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど

は，歯
はぼ

舞
まい

群
ぐん

島
とう

・色
しこ

丹
たん

島・国
くな

後
しり

島・択
え

捉
とろふ

島からなる日本固有の領土です。面積は合
計約5000㎢もあり，福

ふく

岡
おか

県や千
ち

葉
ば

県とほぼ同じ広さです。日本は18
世紀ごろから本格的な開発を始め，1855年の日

にち

露
ろ

通好条約で，日本
の領土であることが確

かく

認
にん

されました。周辺の海
かい

域
いき

は，こんぶやかに
などの水産資

し

源
げん

が豊富で，かつては多くの日本人が漁業をしながら
生活していました。しかし，1945年の第二次世界大戦後にソ連に占

せん

領
りょう

され，ソ連解体後もロシアが不法に占
せん

拠
きょ

しています。ソ連に占領
されるときに，当時住んでいた日本人はふるさとを追われ，現在，北
方領土に日本人は住んでいません。日本は，北方領土の返

へん

還
かん

をロシ
アに強く要求していますが，いまだに実現していません。

竹
たけ

島
しま

は，本州から約200kmはなれた日本海に
ある日本固有の領土です。竹島周辺は豊かな

漁場で，17世紀初めには日本人が漁業などに利用していました。

1905年には国際法に従
したが

って島
しま

根
ね

県に編入されました。ところが1952
年から，韓

かん

国
こく

が，一方的に自国の領土であると主張して竹島を取り
こみ，警

けい

備
び

隊員を常
じょう

駐
ちゅう

させたり，施
し

設
せつ

を作ったりして，不法に占拠
しています。日本は，韓国に対して何度も厳

げん

重
じゅう

に抗
こう

議
ぎ

しています。

（北海道） 1

2

P.63

（島根県） 1 5 6

第二次世界大戦後の1951年のサンフランシス
コ平和条約の内容からも，北方領土と竹島が

日本固有の領土であることが確認できます。日本は，この条約の内
容などに基

もと

づいて，北方領土と竹島の領
りょう

土
ど

問
もん

題
だい

を国際社会に訴
うった

え，
平和的な解決をめざしています。
　現在，北方領土では，領土問題の解決に向けて，元島民を含

ふく

む日
本人と北方領土に住むロシア人が相

そう

互
ご

訪
ほう

問
もん

するなど，交流を深めて
います。竹島については，この問題を国際司法裁

さい

判
ばん

所
しょ

で取り上げる
ように韓国に提案していますが，韓国は拒

きょ

否
ひ

しています。
尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

は，石
いし

垣
がき

島
じま

から約170kmはなれた東
シナ海にあります。1895年に日本が自国の領

土であることを宣
せん

言
げん

して，沖
おき

縄
なわ

県に編入しました。また，サンフラ
ンシスコ平和条約でも日本の領土とされ，このことに周辺の国々か
らの反対はありませんでした。その後も，日本固有の領土として管
理されてきており，尖閣諸島には領土問題は存在していません。
　ところが，東シナ海に石油が埋

まい

蔵
ぞう

されている可能性が指
し

摘
てき

され，

1970年代になって，中国が尖閣諸島の領有権
けん

を主張するようになり
ました。最近では，中国の船が日本の領海にたびたび侵

しん

入
にゅう

してくる
ため，日本は，中国に厳重に抗議し，領土の保全に取り組んでいま
す。

4

（沖縄県） 1 7

8

北方領土

領土問題の
解決に向けて

竹島

尖閣諸島を
とりまく情勢

北方領土，竹島，尖閣諸島が日本固有の
領土である根

こん

拠
きょ

を説明しましょう。

確認

 北方領土付近の国境の変化2

いずれも，海上
に引かれた国境
に近い島だね。

サンフランシスコ平和条約（1951年）Ⓓ

樺太

択捉島
とろふえ とう

国後島

色丹島
たんしこ とう

歯舞群島
まいはぼ ぐん とう

シュムシュ（占守）島ロシア
（旧ソ連）

カムチャツカ半島

千島列島

ち
（クリル）

しま
れっ
とう

オホーツク海

太　平　洋日本

ウルップ（得撫）島

樺太・千島交換条約（1875年）
こう かん

Ⓑ

日本

ロシア

ポーツマス条約（1905年）Ⓒ

日本

ロシア

日露通好条約（1855年）
にち ろ

Ⓐ

※樺太（サハリン）は
　日本とロシアの雑居地

からふと

※帰属未定

日本

ロ
シ
ア

しりくな とう

（サハリン）

０ 5００km

 羅
ら

臼
うす

町から見た国後島（2013年）3

 竹島に関する資料を展
て ん

示
じ

する「出張竹
島展」（2017年，島根県隠岐の島町）　松

まつ

江
え

市の竹島資料室をおとずれるのが難
むずか

しい県民
のために，島根県内各地で開

かい

催
さい

されています。

6

 竹島（2012年，島根県隠
お

岐
き

の島
しま

町）　東島
には，韓国が建設した施設が写っています。
5

 尖閣諸島（2013
年，沖縄県石

い し

垣
が き

市）
7

 「ビザなし交流」で
色丹島の一

いっ

般
ぱ ん

家庭をお
とずれ，ロシア人と交流
する訪

ほ う

問
もん

団（2016年）

4

日本の領
りょう

域
い き

をめぐる問題をとらえよう4学習  課題

見方・考え方

歴史的背景をふまえて，島国（海洋国）
である日本とまわりの国々との位置関
係に着目しましょう。

日本の領域をめぐる問題は，な
ぜ起こっているのでしょうか。

地域どうしのつながり

尖閣諸島を日本の領土とすることに反
対がなかったのに，なぜ中国は領有権
を主張するようになったのでしょうか。

深めよう

 尖閣諸島の日本の領海に侵入する中国
の船（2013年，沖縄県石垣市）
8

日本の船

中国の船

国後島

西島
東島

魚釣島

北小島

南小島

羅臼港

日本の領域の特色と変化，国家間の主権の尊
そん

重
ちょう

と協力について，歴史的分野・
公民的分野でも学習しましょう。歴史・公民18 19

1

世
界
と
日
本
の
地
域
構
成

5

10

15

5

10

15

20

　２編２章（世界の諸地域）や３編３章（日本の諸地域）などには，
特設ページ「自由研究」を設けています。州・地方のテーマに沿っ
て，世界や日本の学習を掘り下げることができるトピックスなどを
取り上げ，詳しく解説しています。

　日本の領域についての学習では，北方
領土・竹島の領土問題や，尖閣諸島には
領土問題が存在しないことを，わかりや
すく詳しく説明するとともに，日本固有の
領土であることを明記しました。

世界や日本の学習を掘り下げることができる教材6

日本の領域を捉えることができる教材5

　特設ページやコラムなどを多数設定し，
多文化共生に関する事例を取り上げました。

多文化共生社会について考えることができる教材4

P.18-19→

↑P.16-17

←P.176

↑P.56

↓P.38

↓P.199↓P.229

地理を
楽しく確実に
学ぶ 

※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

身近にある多文化共生の
例を知ることで，

多文化共生社会の重要性を認識して，
他国を尊重し，様々な文化的背景を
持つ人々と共生しようとする

態度を養います。

日本と外国との
かかわり

日本における
多文化共生

P.26-27   世界のさまざまな気候 P.56   日本とアジアの国々とのかかわり
P.80   アフリカの紛争と私たち P.104   地球温暖化を防ぐために
P.114   アジアの国々や日本との結びつき
P.116   北極地方と南極地方
P.150   「釡石の奇跡」はなぜ起こったのか
P.176   温暖な気候を生かしたプロ野球のキャンプ
P.190   巨大地震にそなえる過疎地域の取り組み
P.204   大阪・関西万博が開かれる大阪市の湾岸部
P.232   オリンピック・パラリンピックからみる東京の変化
P.246   新しいまちづくりをめざして
P.260   自然環境の視点からみた石狩平野の発展

学
ぶ
ほ
ど
、
も
っ
と
知
り
た
く
な
る
　「
今
」
を
捉
え
た
豊
富
な
教
材

28 29



ポイント2
学習を支える
教科書QR
コンテンツ

教
科
書
の
向
こ
う
に
ア
ク
セ
ス

も
っ
と
広
が
る
、も
っ
と
深
ま
る

教科書QRコンテンツのご紹介

第 2編第 2章　世界の諸地域

アメリカやカナダでは，中央平原などに広大
な農地が広がっています。一つ一つの農場の

面積も広く，大型の農業用機械やかんがい設備などを使って，少な
い人数で農業を行っています。また，世界の農産物市場のうごきに
対応するために，栽

さい

培
ばい

する農産物の種類を少なくして管理しやすく
し，効率よく大量生産を行っています。以前は，家族経営の農場が
中心でしたが，現在は，農業労働者を雇

やと

って経営する大規
き

模
ぼ

な農場
が多くなっています。このような農業を，企

き

業
ぎょう

的
てき

農
のう

業
ぎょう

とよびます。
アメリカやカナダでは，各地でその地域の地
形や気候に適した農産物を生産する適

てき

地
ち

適
てき

作
さく

の農業が行われています。降
こう

水
すい

量
りょう

の少ないロッキー山脈周辺は牧草
地として利用されていて，肉牛の放牧が盛

さか

んです。その東側の地
ち

域
いき

では，小麦，とうもろこし，大豆の栽培や混合農業が営まれていま
す。また，冷

れい

涼
りょう

で都市に近い地域では酪
らく

農
のう

が，温
おん

暖
だん

な南部では綿花
の栽培が行われています。南部のフロリダ半島や太

たい

平
へい

洋
よう

岸では，野
菜や果物の生産が行われ，多くのヒスパニックが農業労働者として
雇われています。

P.280
1

P.25,83 3

3

4

効率的な
農産物の生産

世界の食料庫，北アメリカ2

 センターピボット方式によるかんがい農業（2013年，アメリカ／コロラド州）1

 小麦・とうもろこし・大豆の国別生産
量と国別輸出量（FAOSTAT）
2

適地適作の農業

こんなに大規
き

模
ぼ

な農
業をどのように行っ
ているのだろう。

0％ 20 40 60 80 100

中国
17.4%

インド
12.8

ロシア
11.1 6.1

ロシア
13.8%

アメリカ
13.1

その他
39.8

フランス 4.8 オーストラリア 4.1

オーストラリア ウクライナ アルゼンチン

アルゼンチン 4.4

カナダ 3.9

フランス

アメリカ

その他
31.6

カナダ
10.7 10.0 8.8 6.4 5.6

生産量
7億7172万t

輸出量
1億8365万t

0％ 20 40 60 80 100

中国
22.8 8.6

アメリカ
32.7%

16.6 7.5
ブラジル
14.8

アメリカ
38.0%

その他
31.5

フランス 3.7 ロシア 3.6

その他

パラグアイ 3.0

アルゼンチン ウクライナ

ブラジル

その他
15.8

生産量
11億3475万t

輸出量
1億4736万t

0％ 20 40 60 80 100

アメリカ
33.9%

ブラジル
32.5

アルゼンチン
15.6

アメリカ
42.8%

その他
8.2

インド 3.1

パラグアイ 4.0 カナダ 3.3アルゼンチン

中国 3.7

5.1
ブラジル
38.2 6.6

生産量
3億5264万t

輸出量
1億3489万t

小麦

大豆

とうもろこし

（生産量：2017年，輸出量：2016年）

学習  課題

見方・考え方

地形や気候などからみた農業の特色や，
農業からみた世界との関係に着目しま
しょう。

なぜ，北アメリカの農業は，世
界に大きな影

え い

響
きょう

力をもち続けて
いるのでしょうか。

地域どうしのつながり

白い線に見えるのは，平均400ｍのスプリンクラー
です。地下水をくみ上げ，円形に回転しながら肥

ひ

料
りょう

をまぜた水をまきます。 

86
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　教科書内容の理解を助ける画像や動画などの教科書QRコンテンツを，弊社ウェブサイトで公
開しています。関連するコンテンツの掲載されている教科書のページには，「デジタルマーク」を
表示しています。
　教科書QRコンテンツを公開しているサイトは，P.VII「教科書の構成と使い方」に掲載してい
るQRコードを読み取ることでアクセスできます。

日本文教出版
ウェブサイトに
アクセスして…

見たい
コンテンツを
クリック！

↓動画教材 センターピボット方式

←↑画像教材 クウェートの生活

←↓解答集
クイズ
○○州をふりかえる
○○地方をふりかえる

QRコードを
読み取って…

「教科書の構成と使い方」↑P.VII

↑P.86

声コーナー↑P.55

「クイズ」と導入図版↑P.220

まれていますが，これまで開発が遅
おく

れていました。近年，中央アジ
アの鉱産資源への需

じゅ

要
よう

が高まり，カザフスタンなどでは外国企
き

業
ぎょう

の
進出が増えています。また，中国やアメリカ，日本，ヨーロッパの
国々などが中央アジアとの経済的な結びつきを強める動きを示して
いて，今後の経済発展に注目が集まっています。

西アジア・中央アジアでは，イスラム教
きょう

が広
く信

しん

仰
こう

されています。経済発展による社会の
変化が進む現在でも，イスラム教は文化や政治に大きな影響力を
もっています。サウジアラビアのようにイスラム教を国教として，教
えを厳

げん

格
かく

に守る国もありますが，トルコのように政治と宗
しゅう

教
きょう

が分け
られていて，イスラム教の教えに対する姿

し

勢
せい

が寛
かん

容
よう

な国もあります。
西アジア・中央アジアにも，イスラム教以外
の宗教を信仰する人々がいます。また，さま

ざまな民族が住む多民族国家もあります。西アジア・中央アジアで
は，宗教・宗

しゅう

派
は

や民族のちがいを背
はい

景
けい

とした，鉱産資源・経済をめ
ぐる紛争や，政治の民主化を求める紛争がくり返し発生しています。
紛争が続く国では，戦

せん

闘
とう

やテロが起きたり，大量の難
なん

民
みん

が発生した
りするなど，混

こん

乱
らん

が続いています。一方で，国際連合や非営利組織
（NPO）を中心に，紛争の解決に向けた努力が続けられています。

6

P.41

P.281

イスラム教の影
え い

響
きょう

が強い社会

くり返される紛
ふ ん

争
そ う

20°

40°

60°

40°

アフガニスタン

オマーン

イエメン

イラン

キルギス

ヨルダン

カザフスタン

トルクメニスタン

ウズベキスタン

イラク

クウェート

シリア

トルコ

バーレーン

カタール

サウジアラビア

アラブ首長国連邦
れんぽう

1000km0

ウラン
石炭

主なレアメタル

鉄鉱石
主なパイプライン
天然ガス
石　油

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C221_05_07

西・中央アジアの鉱産資源

2019年1月　地図制作：ジェイ・マップ
元74.4％縮小

石油やレアメタルなどの鉱産資源が豊富
であることの利点を説明しましょう。

確認

東アジア，東南アジア，南アジア，中
央アジア，西アジアの経済発展の共通
点と異

こと

なる点をまとめましょう。

深めよう

 西アジア・中央アジアの鉱産資源6

クウェートに駐
ちゅう

在
ざい

していた外交官の家族　辻
つ じ

原
は ら

さんの話
　クウェートは，四国ほどの面積の小さな国ですが，世界
有数の石油の埋蔵量を誇

ほ こ

ります。
　一般的にイスラム教徒の女性は髪

かみ

や手足が見えない服
ふ く

装
そ う

をします。クウェートでは，多くの女性がアバヤという首か
ら足元までの黒いワンピースのような服を着ています。
　アバヤは，黒地のものがほとんどですが，刺

し

繍
しゅう

がされて
いたり，ふち取りがされていたりして，ファッション性もあ
ります。スーパーマーケットの洗

せん

剤
ざい

売り場には，アバヤ用の
洗剤が売られています。アバヤの黒い色が落ちない，特別
なおしゃれ用の洗剤です。
　アバヤは日本人から見ると，おしゃれさをおさえこんで
不便そうにも思えるのですが，クウェートの女性にとっては
そうではなく，誇らしく着ている人が多いそうです。まだア
バヤを着ることができない子どもたちは，早く大人になって
着たいと思っているそうです。

 アバヤを着る女性
（2014年，クウェート）

5

 アバヤ用の洗剤（2014年，
クウェート）　写真の上

じょう

段
だ ん

と下段
の左半分がアバヤ用の洗剤です。
下段の右半分は，男性の着るディ
スターシャという服用の洗剤です。

4

（「ディルケ世界地図帳」2018年ほか）
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 中
ちゅう

禅
ぜ ん

寺
じ

湖と男
なん

体
た い

山
さん

（2015年，栃
と ち

木
ぎ

県日
にっ

光
こう

市） 
　関

かん

東
と う

地方を代表する観
光地の日光にあります。

3

関か

ん

東と

う

地
方
　̶

 

交
通
・
通
信
を
テ
ー
マ
に ̶

5

 「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開会式・閉
へい

会
か い

式
し き

が行われる予定の新国立競技場（2019年，東京都新
し ん

宿
じゅく

区・渋
し ぶ

谷
や

区）1

 河
か

岸
が ん

段
だ ん

丘
きゅう

の発達した
沼
ぬ ま

田
た

市（2017年，群
ぐ ん

馬
ま

県）
　沼田駅と市街地との高
低差は約70mもあります。

2

オリンピック・パラリン
ピックは，世界の国々が
つながるいい機会だね。

面積 （2017年）

人口 （2017年）

県内総生産 （2015年）

関東中国・四国 近畿九州 中部 東北 北海道

約32.4万㎢（全国の  8.7％）

約4325万人（全国の34.1％）

約211.5兆円（全国の38.7％）

クイズ
「東

とう

京
きょう

2020オリンピック・パラリン
ピック」に参加する国や地

ち

域
いき

の数は
どれくらいでしょうか。また，どの州
からいちばん多く参加するでしょうか。

139°

138°

140°

35°

36°

37°

141°

50km0森林・その他
市街地

果樹園

畑
田

かじゅえん

C335_00_51
関東地方の土地利用

50km0

3

77
8 1

4

6

5

2

（「人口推計」2017年ほか）

220220

動画で回転の
ゆっくりさを確
認できます。

授業の中でも，
生徒の自学自習でも
使えますね。

ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

教科書の資料
を補充する追
加画像を確認
できます。

注目

2編2章（世界の諸地域），3編
3章（日本の諸地域）では，導入
ページ「クイズ」と単元末「○
○州（地方）をふりかえる」の解
答集を教科書QRコンテンツで
公開しています。→本書 P.13 ※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

デジタルマーク
このマークのついた教材は，ウェブページにある
デジタル資料で，学習を深めることができます。

アメリカの広大な農地の空撮

https：//www.nichibun-g.co.jp/2021dc/csha/chi/
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ヨーロッパでは，地域ごとに自然環
かん

境
きょう

に応じ
た農業が行われています。アルプス山脈より

北側では，小麦，ライ麦，じゃがいもなどの栽
さい

培
ばい

に，豚
ぶた

，牛などの
家
か

畜
ちく

の飼育を組み合わせた混
こん

合
ごう

農
のう

業
ぎょう

が行われてきました。現在は，
いずれか片

かた

方
ほう

を経営する農家が多くなっています。一方，地
ち

中
ちゅう

海
かい

沿
えん

岸
がん

では，夏の乾
かん

燥
そう

に強いぶどう，オリーブ，オレンジ類や，冬の降
こう

水
すい

を使用する小麦などを栽培する地
ち

中
ちゅう

海
かい

式
しき

農
のう

業
ぎょう

が盛
さか

んです。
EUはさまざまな共通政

せい

策
さく

を行っていますが，
その中心には，共通農業政策があります。

EUには，広大な農地で大量の農産物を作って輸出するフランスの
ような国や，せまい農地で国内向けの農産物を作る国があり，国に
よって農業の規

き

模
ぼ

が大きく異
こと

なります。そこで，EU以外から輸入
される農産物に対

たい

抗
こう

し，EUのなかでの食
しょく

料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

を上げるために，
農産物の価格を高く維

い

持
じ

し，農業や地域に補
ほ

助
じょ

金
きん

を出す政策をとっ
ていました。そのため，農産物の生産が増え，EUのなかで主要な

3

1

P.59 4

P.281 P.32

2

地
ち

域
い き

によって
異
こ と

なる農業

統合による産業の変化と課題3

 ヨーロッパと
周辺の農業
資料活用 P.32を

ふりかえって，イタ
リアで地中海式農業
が行われていること
を確

か く

認
に ん

しましょう。

3

 主な国の食料自給率
（「食料需給表」2016年）

4

EUがめざす
農業とその課題

0°

60°

40°
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（「ディルケ世界地図帳」2018年） 小麦

牛
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ヨーロッパの農業地域

2019年2月　地図制作：ジェイ・マップ

学習  課題

見方・考え方

ヨーロッパの農業や工業の発
はっ

展
てん

のよう
すについて，地形・気候やEUによる
統合に着目しましょう。

EUを中心としたヨーロッパの
産業には，どのような特色や課
題がみられるのでしょうか。

地域どうしのつながり

 混合農業の畑
（2014年，ドイツ）
1

 地中海式農業
（2013年，ギリシャ）
2

2枚の写真の
農業のようす
はずいぶん異

こ と

なっているね。

ぶどう畑

オリーブ畑

（2013年，日本のみ2016年）

小
麦

い
も
類

野
菜
類

果
実
類

肉
類

乳に
ゅ
う

製せ
い

品ひ
ん

牛
乳

フランス 190 116 73 57 98 123

ド イ ツ 152 117 40 25 114 123

オランダ 27 221 284 22 176 224

スペイン 72 60 183 135 125 76

イタリア 66 45 141 106 79 68

イギリス 82 75 38 5 69 81

アメリカ 170 96 90 74 116 104

日　本 12 74 80 41 53 62

自給率（%）
 150以上　  100～149　  50～99 　
 50未満

64

5

10

15

日本文教出版
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歴史 000

日文

的分野

中学社会

歴史歴
史

学習上
配慮した点

す
べ
て
の
生
徒
が
快
適
に
学
べ
る
よ
う
に

見
や
す
さ
、
わ
か
り
や
す
さ
、
軽
さ
を
追
求

　教科書本文には，読み間違えにくくわかりやすいユニバーサルデザインフォント（UDフォント）で
ある，「UD黎

れい

ミン」「UD新ゴ」（株式会社モリサワ）を使用しています。本文以外の箇所にも，適切
なUDフォントを使用しています。

　生徒の持ち運びの負担を軽減
するために，平成28年度版の教
科書と比較して約5％軽い紙を
採用しています。それでいて裏写
りが少なく，十分な強度を持つよ
う工夫しています。

UD新ゴ

UD黎ミン

18pt/A5判

22pt/B5判

26pt/A4判

このほか，学習者用デジタル教科書（→本書 P.46）には，総ルビ表示や機械音声読み上げなどの様々なニーズに対応した機能が搭載されます。

CUDへの対応の例

　特別支援教育やカラーユニバーサルデザイン（CUD）の観点から，大内進先生（国立特別支援教育総合研究所名誉所員・特任
研究員）に校閲をお願いし，すべての生徒が等しく情報を読み取ることができるように配慮しました。

ユニバーサルデザインフォントの使用 カラーユニバーサルデザインへの対応

　各単元で基本色となる「単元カラー」を設定し，色遣いを統一しています。
　また，本文ページの右端にインデックスを設け，現在学習している位置を常に参照できるようにし
ています。

「単元カラー」とインデックス

　日本文教出版では，すべての小学校・中学校教科書で，拡大教科書を発行しています。拡大教科書は通常の教
科書の文字を拡大するとともに，編集意図を損なわないように写真などの図版の配置も再レイアウトしたものです。

＜令和3（2021）年3月発行予定＞

教科書の軽量化への取り組み

日
本
文
教
出
版

公
民

日本文教出版

文部科学省検定済教科書　中学校社会科用
116

公民 000
日文

的分野

中学社会

公民的
分
野

「図版番号」について
　図版には番号を付し，授業の際に使い
やすくしました。また，本文にも関連する
図版番号を添えて，本文と図版を関連さ
せて読み取ることで，よりよく理解できる
ようにしています。

ルビについて
　小学校6年生以上で学習する漢字には，
見開きの初出の箇所にルビ（ふりがな）をつ
けています。また，重要語句には，すべてル
ビを入れました。
　ルビの書体にもUDフォントを採用し，小
さな文字でも読み取りやすくしています。

主な地形や気候，農業の分布を白地図に
まとめましょう。

確認

東部の高原，南部などには，温帯気候が分布しています。
　アフリカの人口分布をみると，高原や温帯気候の地域では人口密

みつ

度
ど

が高く，熱帯気候や乾燥帯気候の地域では低くなっています。
アフリカでは，各地で自然環境に適応した農
業が営まれています。熱帯気候の地域では，

自然が森林を再生する力を利用した焼
やき

畑
はた

農
のう

業
ぎょう

が行われています。乾
燥帯気候の地域では，降

こう

雨
う

にたよる農産物の生産が不安定なため，
牛などの牧

ぼく

畜
ちく

が行われています。また，温帯気候の地域では，小麦
やぶどうなどが栽

さい

培
ばい

されています。
アフリカには，16世紀ごろからヨーロッパ系

けい

の人々が進出し，奴
ど

隷
れい

として多くの人々を
北・南アメリカにつれ去りました。多くの地域がヨーロッパの国々
の植

しょく

民
みん

地
ち

になり，民族の分布を無
む

視
し

して直線的な境界線が引かれま
した。植民地の多くは第二次世界大戦後に独立しましたが，国境線
はそのまま残り，現在まで続く民族問題の大きな原因となりました。
　アフリカの言語や宗

しゅう

教
きょう

は，サハラ砂漠の南北で大きく異なります。
北アフリカでは，アラビア語が広く話され，イスラム教が信

しん

仰
こう

され
ています。サハラ砂漠より南にはさまざまな言語が分布していて，
植民地支配をしていたヨーロッパの言語やスワヒリ語が公

こう

用
よう

語
ご

です。
宗教をみると，さまざまな伝統宗教のほか，植民地支配で広まった
キリスト教，交易で広まったイスラム教が信仰されています。

2

P.281

4

P.281

P.282 P.68
6

1

P.40 P.73 7

P.281

 アフリカの植民地支配のようす6

 焼畑農業（2005年，マダガスカル）
　森林を伐

ば っ

採
さ い

して火を入れて整地し，農産物を
短期間栽培します。その後，森林を回復させて，
再び伐採する農法です。

4

自然環
か ん

境
きょう

に
適応した農業

アフリカの歴史と
南北で異なる文化

南アフリカ共和国の変化
地理

　南アフリカ共和国では，長いあいだアパルト
ヘイトとよばれる人種隔

か く

離
り

政
せ い

策
さ く

がとられ，「白
人」「カラード（混血）」「アジア人」「黒人」と
いう区分に基づいて，少数派

は

の白人による差別
的な支配が続いてきました。長年の反対運動
の結果，アパルトヘイトは廃

は い

止
し

され，運動の象
しょう

徴
ちょう

だったマンデラ氏が大統領に選ばれました。
1995年にはラグビーのワールドカップを開

か い

催
さ い

し，白人のスポーツとみなされてきた代表チー
ムを国民全体で応

お う

援
え ん

し，人種統合の象徴となりました。南アフリカ共
和国は，アフリカ最大の経

け い

済
ざ い

大国として発
は っ

展
て ん

していますが，白人と黒
人の経済格差は解消されていません。

 マンデラ大統領（当
時）から優勝カップを受
け取る代表チームのキャ
プテン（1995年）

5

アフリカは，どのようにしてさまざまな
課題を解決し，自立・発展していこうと
しているのでしょうか。

追究するテーマ

0°

1000km0

(1914年)

赤 道

南アフリカ

エチオピアリベリア

独立国
スペイン領
ポルトガル領
イタリア領
フランス領
ドイツ領
イギリス領
ベルギー領
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アフリカの植民地支配のようす

2019年1月　地図制作：ジェイ・マップ

アフリカには現在もさま
ざまな課題があり，国際
社会の協力を得ながら解
決に向けた取り組みを進
めています。

（「ディルケ世界地図帳」
2018年）
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第 2編第 2章　世界の諸地域

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

万台

1994年 2000 05 10 15 17

アメリカ

ドイツ

中国

日本

インド 韓国

北アメリカでは，19世紀後半から，アメリカ
の五

ご

大
だい

湖
こ

周辺で鉄
てっ

鋼
こう

業などの重工業が発
はっ

展
てん

し
ました。この地

ち

域
いき

は，原料となる鉄鉱石や石炭の産地に近く，水運
や鉄道輸送の面で便利だったためです。特に，ピッツバーグは鉄鋼
業の中心地として栄えました。20世紀に入ると，鉄鋼を材料に使い，
流れ作業による大量生産方式を取り入れた自動車工業が，デトロイ
トで始まりました。ヨーロッパからの移民が工場労働者として働き，
工業の発展を支えました。自動車は世界中で爆

ばく

発
はつ

的に売れるように
なり，アメリカは世界の工業をリードする国になりました。
　20世紀後半には，日本やドイツ，韓

かん

国
こく

，中国などで工業が発展し，
安くて高品質の工業製品を作るようになりました。そのため，アメ
リカの重工業や自動車工業は，しだいに競争力が低下しました。

アメリカでは，第二次世界大戦後，航空機の
生産が大きく発展し，広大な国土に点在する

都市が航空路線で結ばれました。また，アメリカ航空宇
う

宙
ちゅう

局
（NASA）が設立されて宇宙開発が進められました。航空・宇宙産業
で開発されたさまざまな技術は，コンピューター，情

じょう

報
ほう

通
つう

信
しん

技
ぎ

術
じゅつ

P.48

3

1

2

アメリカの
工業の歴史

世界をリードする北アメリカの工業3

 アメリカに本社のある
航空機メーカーの工場
（2016年 ,アメリカ／サウス
カロライナ州）

1

 国際宇宙ステーションに
滞
た い

在
ざ い

するアメリカ人宇宙飛行士
（2017年）

2

 自動車の国別生産台数（国際自動車工
業連合会資料ほか）
資料活用 2027年のアメリカの生産台数

はどうなっているか予想しましょう。また，
2027年の世界第1・2位の国を予想しま
しょう。なぜそう予想したのか，その理由も
説明しましょう。

3 変化する
アメリカの工業

アメリカの工業の強
さには，どんな秘

ひ

密
み つ

があるのかな。

学習  課題

見方・考え方

盛
さか

んな工業や工業地
ち

域
いき

の変化，工業か
らみた世界との関係に着目しましょう。

アメリカの工業はどのように発
は っ

展
て ん

し，世界にどのような影
え い

響
きょう

を
あたえているのでしょうか。

地域どうしのつながり
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 5 高級時計の組み立て
（2015年,スイス）

EUの統合が進んで，多くの国の意見を調整することが難
むずか

しくなり，
それぞれの国が主

しゅ

権
けん

を失っていくことへの懸
け

念
ねん

も広まっています。
また，大都市を中心に外国人の数が増えたり，失業者が多くなった
りしており，国によっては深

しん

刻
こく

な問題になっていることもあって，
統合を進めることに反対する人々のうごきが強まっています。
　2016年にはイギリスで国民投票が行われ，EUからの離

り

脱
だつ

に賛成
する意見が反対する意見を上まわり，世界に衝

しょう

撃
げき

をあたえました。
イギリスは2019年にEUを離脱する予定です。EUは，大きな転機を
むかえています。

イギリスのスコットランドやスペインのバス
ク地方などでは，独立運動や自治権の拡大を

求めるうごきが続いています。これらの地
ち

域
いき

では，言語や伝統・文
化などに，その国のほかの地域と異

こと

なる部分があります。20世紀に
も，一つの国だったチェコとスロバキアが平和のうちに分離したり，
旧ユーゴスラビアが内戦の結果いくつもの国に分

ぶん

裂
れつ

したりしました。
　EUの統合がゆらぐなか，統合をさらに進めて大きな経済市場を
つくり，多様な人々が協力し合う社会をめざすのか，地域ごとに異
なる伝統・文化をより尊

そん

重
ちょう

していくのか，双
そう

方
ほう

のよい点を取り入れ
るのか，ヨーロッパでは，さまざまな意見をもつ人々のあいだで，議

ぎ

論
ろん

が続いています。

統合のかげで進む
分
ぶ ん

離
り

のうごき

EUから離脱する国の離脱の理由は何か，
考えましょう。

確認

EU統合がヨーロッパの国々や人々の
考えにもたらした変化は何でしょうか。
また，EUが今後解決すべき課題は何
か，話し合いましょう。

深めよう

 「あなたはEU人ですか」という問いに
対する国別の回答
（Standard Eurobarometer 90）

6

EUに加盟しないスイス
地理

　ヨーロッパのほぼ中央にあるスイスは，九
きゅう

州
しゅう

地方とほぼ同じ
面積で，人口約850万人の小さな国です。P.62の 3のように，
スイスはEUに加盟していません。まわりの国々はEUに加盟し
ていますが，スイスは加盟しなくても問題ないのでしょうか。
　スイスは1人あたりの国内総生産（GDP）が非常に多く，経済
がうるおっています。スイスの通貨（スイスフラン）は，世界で
最も安定した通貨の一つです。スイスの人々は，EUに加盟す
ると外国から労働者が入ってきたり，共通通貨のユーロが導入
されたりして，経済が悪化するのではないかと考えるようにな
りました。また，EUに加盟していなくても，ヨーロッパの国々
とはさまざまな点で経済的な協力を進めています。
　2015年には，EUに加盟するかどうかを問う国民投票が行わ
れましたが，加盟に反対する人が過半数となりました。

 主な国の1人あたりのGDP

（National Accounts Analysis of Main Aggregates 2017）
4
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図版タイトルの先頭には矢印
を付し，どの図版を指してい
るのか明確にしています。
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ロ
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世
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地
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と
環
境

●  折れ線の色だけでなく線種
を変更し，違いを明確にし
ています。

●  凡例表示ではなく，折れ線
にフキダシをつけています。

●  帯グラフや円グラフは細い
黒線で区切り，模様を付け
るなどして読み取りやすく
しています。

●  地図やグラフなどは，読み
取りやすい配色にするとと
もに，形や模様によって色
に頼らない読み取りを可能
にしています。

●  教科書の中で使用している
色は，色覚に特性のある人
でも判別が可能になるよう
配慮しています。

←P.64

←P.75／原寸

←P.88／原寸

↑P.69／原寸

拡大教科書のご案内

例：1（P）型2色覚の方の見え方のシミュレーション↓

32 33



ポイント4

（2014年，アメリカ／ニューヨーク） 堺
打刃物職人の技術は世界でも有名です。

 西陣織の技術を生かして炭素繊
せ ん

維
い

の織物
を織る工場（2018年，京都市上

かみ

京
ぎょう

区） 日本国内
や外国の自動車メーカーと，自動車の内

ない

装
そ う

に使
用する素材の開発を進めています。

6

 「自転車のまち堺」を発信する
ロードレース（2018年，堺市堺区）

10

　 ゆるまないね
じを作る工場（2013
年，大阪府東大阪市）

7

は，京
きょう

都
と

市にある大企業の製品が世界中で使われています。また，
中
ちゅう

小
しょう

企
き

業
ぎょう

のなかにも，世界的なシェアを誇
ほこ

る工場があります。東
ひがし

大
おお

阪
さか

市の企業が開発したゆるまないねじは，世界各国に輸出されてい
ます。いずれも，ほかの企業が取り組まなかった技術やデザインの
研究開発に挑

ちょう

戦
せん

し，高い評価を得たものです。 
　研究開発は，伝

でん

統
とう

産
さん

業
ぎょう

でも重要になっています。古くから都
みやこ

であっ
た京都や奈

な

良
ら

では洗
せん

練
れん

された上質の工芸品が求められ，京都の西
にし

陣
じん

織
おり

・清
きよ

水
みず

焼
やき

，奈良の奈良筆・赤
あか

膚
はだ

焼
やき

などが生まれました。こうした伝
でん

統
とう

的
てき

工
こう

芸
げい

品
ひん

は，大量生産された安い工業製品と価格で競争すること
はできませんが，文化的な価

か

値
ち

がそなわっていることが強みです。研
究開発によって新しい技術やデザインを積極的に取り入れながら，現
代の生活に合った製品を生み出す努力が続けられています｡

古くから都市が発展した近畿地方では，大量
の木材が必要になり，林業が発展しました。 

　紀
き

伊
い

山地の吉
よし

野
の

地方や尾
お

鷲
わせ

では，杉
すぎ

やひのきを植林して，間
かん

伐
ばつ

を
くり返す林業が盛んです。また，京都の近

きん

郊
こう

では磨
みがき

丸
まる

太
た

が生産され
ています。安い輸入木材との競争はきびしく，後

こう

継
けい

者
しゃ

の確保も課題
となっていますが，現在でも高い品質の木材が生産されています。

（京都府）

（大阪府）
7

6

（奈良県） （三重県）11

 都市の発展を
支えた林業

近畿地方の工業・林業の特色や，それら
をとりまく状

じょう

況
きょう

の変化，これからの課題
をまとめましょう。

確認

世界に通用する日本の技術や伝統産業
には，どのようなものがあるでしょう
か。それを世界に発信する方法を考え，
意見を出し合ってみましょう。

深めよう

 吉野杉の伐採を見学するツアー（2016
年，奈良県黒

く ろ

滝
た き

村） 樹
じ ゅ

齢
れ い

180年の大木です。
11

堺
さかい

の工業の歴史 
地理

　16世紀から19世紀にかけて，堺は
日本有数の鉄

て っ

砲
ぽ う

の産地でした。鉄砲の
需
じ ゅ

要
よ う

が減ると，職人は刃
は

物
も の

作りに移っ
ていきました。堺

さかい

打
う ち

刃
は

物
も の

は，現在でも
世界中の料理人に愛用されています。
また，鉄砲職人の技術を生かすことで，
堺では自転車工業も盛んになりました。

（大阪府）8

9

10

 堺打刃物9

 鉄
て っ

砲
ぽ う

作り8
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近
畿
地
方

5

10

15

言語には，さまざまな役
やく

割
わり

があります。人と
人のコミュニケーションにはもちろん，考え

をまとめたり，記
き

憶
おく

したりする道具としても欠かせないものです。
　言語のなかには，文字をもち，たくさんの出版物があり，科学や
政治，文学，教育など多くの分野で活用されているものもあります。
グローバル化が進むなか，英語や中国語など，話し手が多くて経

けい

済
ざい

面や文化面で有力な言語は，世界中に急速に普
ふ

及
きゅう

しつつあります。
一方で，文字をもたない言語や，国のなかの一部の地域のみで話さ
れたり，少数の人々のみが話したりする言語（少数言語）もあります。
言語のなかには，話し手が減少し，将

しょう

来
らい

的に消
しょう

滅
めつ

が予想されている
ものもありますが，自らの言語（母

ぼ

語
ご

）を自分や集団のよりどころと
して守ろうとする努力も始まっています。
　日本では，周辺の地域との交流のなかで，漢字や仏教とともに，
多くのことばを中国やインドから日本語に受け入れました。その後，
ポルトガル語やオランダ語，英語のことばも取り入れ，現在では，多
くの外

がい

来
らい

語
ご

が日本古来のことばとともに使われています。今後も，
インターネットの普及などによって，いっそう英語など，多くの外
国語とのかかわりが増えると予想されています。

地図帳で言語の分布を示した地図を見て，
P.38〜39に取り上げられている国の言
語を読み取りましょう。

確認

言語の変化と 
人々の生活 相手に感謝することば「ありがとう」

は，手話を含むいろいろな言語でどの
ようにあらわされるか，調べましょう。

深めよう

目で見て情報を伝える言語
地理

　日本語や英語などの言語は声を使って話をしますが，目で見て情報
を伝える手話も，言語の一つです。手話では，手の形や動き，顔の表
情や上半身の動きを使いますが，その組み合わせ方には，ことばとし
ての規則があります。日本では，約6万人の話し手がいます。身のま
わりに手話を使う人がいると自然に使えるようになりますが，そうで
ないときには，外国語と同じように，単語を覚えたり文法を学んだり
して身につけます。
　手話は，声を使わないので，言語として認

に ん

識
し き

されない時代もありま
した。最近では，手話が日常的に使える社会になることをめざして，
手話言語条例を制定する県や市町村が増えています。世界には，
ニュージーランドのように，さらに進んで手話を公用語として認

み と

めて
いる国もあります。世界では，300以上の手話が使われているといわ
れます。

4

5

 手話の学習をする子どもたち（2015年，カシ
ミール地方）
4

 公共施
し

設
せ つ

に設置された「手話フォン」（2018年，兵
ひょう

庫
ご

県明
あか

石
し

市）　画面に
写った係員と手話で話すと，係員が通話相手に電話をつなぐしくみです。
5

 世界の主な多言語国家6

インド

公用語であるヒンディー語のほか
に，憲

けん

法
ぽう

で公
こう

認
にん

されている言語が
21あります。インドを植民地にし
ていたイギリスの英語も話されて
います。

ベルギー

地
ち

域
いき

によって三つの言語が話され
ています。北部ではオランダ語が，
南部ではフランス語が主に話され
ています。

カナダ

カナダを植民地にしていたイギリ
スの英語と，フランスのフランス
語が公用語です。フランス語は主
に東部で話されています。北部で
は先住民の言語も話されています。 

（ P.35）
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15

地域の課題をつかむ 地域の特色をつかむ 課題の要因を考察する 解決に向けて構想する まちづくり会議

第 3編第 4章　地域のあり方

地
ち

域
いき

の課題について考察したり，解決策
さく

につ
いて構想したりしたことをもとに，「まちづく

り会議」を開きましょう。会議では，みなさんがさまざまな立場の
人の役

やく

割
わり

を演じて，各班
はん

の提案を検
けん

討
とう

しましょう。話し合いを通し
て，それらの提案を関連づけたり，提案に優

ゆう

先
せん

順位をつけたりして，
「私たちのまちづくりプラン」をまとめましょう。

会議を開くに 
あたって

まちづくり会議を開こう5     学習  課題

見方・考え方

地域の課題の変化や持続可能な地域づ
くりに着目しましょう。

地
ち

域
い き

のあり方について考えるま
ちづくり会議を開きましょう。

地域

地域のあり方を考える③
対立したときに合意を形成する方法

　地域の課題を解決する構想をつくるときには，さまざまな提案が生まれます。 A Bの二つ
の提案が生まれて，その二つが対立してしまったときには，次のような解決方法があります。
　（1）　 A Bのどちらかを選

せ ん

択
た く

する。
　（2）　 Aを6割

わ り

， Bを4割というふうに，二つの案を取り入れて調整する。
　（3）　 Aの次に Bを行う， Bの次に Aを行うというふうに，二つの案に順番をつける。
　（4）　 Aでも Bでもない， Cという新しい案を考える。
「私たちのまちづくりプラン」をまとめるときには，四つの方法のどれがよいか考えながらまとめましょう。

 まちづくり会議1

 自然と防災班 のまちづくりプラン2

障がい者 の立場から

避
ひ

難
なん

所を改
か い

善
ぜん

するときには，私たちの
意見を聞きながら進めてほしいと思い
ます。

地域に住む人 の立場から

もし災害のときに，避難所に地域以外
の人が殺

さ っ

到
とう

したら，どうすればよいの
でしょうか。

 人口と街なみ班 のまちづくりプラン3

子育て中の人 の立場から

少子化対策のためにも，保育園の待機
児童問題にはこれからも注目してほし
いです。

大学生 の立場から

京
きょう

都
と

にある魅
み

力
りょく

的な企
き

業
ぎょう

に出会える機
会が増えればよいと思います。

「対立と合意」という見方・考え方については，3年生の公民的分野でくわしく
学習しましょう。公民

●  若い人々に魅
み

力
りょく

のある街をつくろう！
●  京

きょう

都
と

市の人口 … 1986年の148万人が最高で，
将
しょう

来
ら い

は少しずつ減っていきます。
●  京都市の人口の特色
　・高

こう

齢
れ い

化率は全国平均よりやや高い
　・大学生が約15万人！（人口の10％以上）
　・ 東

と う

京
きょう

や大
お お

阪
さか

への転出が多い（特に25～29歳）　
　・保育所の待機児童数が少ない！  京都市の人口（「国勢調査」2015年ほか）1

●  地
ち

域
い き

の活力を維
い

持
じ

するために  

・ 全国からやって来た大学生に，卒業後どのよ
うに京都市に残ってもらえるようにするか。

・元気な中小企
き

業
ぎょう

と出会える機会を！
・残った人に家

や

賃
ち ん

の一部を補
ほ

助
じょ

！
・何かプレゼントをあげる！

O
1955年 65 75 85 95 2OO5 15 25 35 45

3O
（
推
計
）

（
推
計
）

（
推
計
）

6O

9O

12O

15O
万人

●  すべての人々のための「京
きょう

都
と

市災害対
た い

策
さ く

プラン」を立てよう！

家族での話し合い
防災グッズの用意
ハザードマップの確

か く

認
に ん

災害時の避
ひ

難
なん

ルートや避難所の確認
徒歩での帰

き

宅
たく

ルートの確認
 災害時帰宅支

し

援
え ん

ステーションマップ
の確認
災害時帰宅支援マップの確認

やっていますか？ 1人1人ができること

防災に関する意識度チェック  ●京都市  ▲日本全体
● 多言語を話せるボランティアを登録して避
難所に派遣するしくみの構築
▲ バリアフリー化が難

むずか

しい避難所に必要な支
援を地

ち

域
いき

の人々が共有するしくみの構築
● 有名な観光地のホームページに緊急避難
場所までの地図を掲載
▲  学校・企

き

業
ぎょう

で災害時の帰宅方法を考える
勉強会を開催
▲  駅・インターチェンジなどで，ほかの地域
からの避難者に対応する取り組み

私たちの提案

272

5

 この教科書で設定している七つの地方のテーマと社会的課題4

第   章3
第 3編

日本の諸
し ょ

地
ち

域
い き

3編1章で学習した身近
な地域と比べながら学習
していきましょう。

七つの地方の地域的な特色を追究するための テーマ
　3編 3章では，日本の諸地域について学習しま
す。1編で学習し，3編 2章でふりかえった 7地
方区分に基づいて，九

きゅう
州
しゅう
地方から北

ほっ
海
かい
道
どう
地方の順

に，七つの「地方」を学習していきます。それぞ
れの地方でテーマを設定して，地方の地域的な特
色を理解し，その地方にはどのような社会的課題
があるかを見い出して，その課題を追究していき
ます。
　この章では，それぞれの地方にみられる特色に
ついて多面的・多角的に考察し，表現できるよう
になることや，ほかの特色との関係を理解できる
ようになることをめざします。

この章で主に着目する見方・考え方

地域どうしのつながり 地域

▲
 3編3章では，地方ごとに，その地方の特色を浮

う

かび上がらせること
のできる テーマ を設定して，地方の地域的な特色を追究していきま
す。これらの テーマ は，3編1章で使った五つの視

し

点
て ん

（→P.121）に対
応しています。▲

 また，それぞれの地方では，地方ごとに異
こと

なる 社会的課題 を見い出
し，追究していきます。

地方名 九
きゅう

州
しゅう

地方 中
ちゅう

国
ごく

・四
し

国
こく

地方 近
きん

畿
き

地方 中
ちゅう

部
ぶ

地方

テーマ 自然環
かん

境
きょう

人口や都市・村落 歴史的背景 産業

社会的課題 環境問題の
克
こく

服
ふく

過
か

疎
そ

地域の
活性化

歴史的遺
い

産
さん

と
観光の両立

産業の競争力の
維
い

持
じ

地方名 関
かん

東
とう

地方 東
とう

北
ほく

地方 北
ほっ

海
かい

道
どう

地方

テーマ 交通・通信 持続可能な
社会づくり 自然環境

社会的課題 過
か

密
みつ

問題の解決 震
しん

災
さい

復興と
地域づくり 自然環境との共生

 別
べっ

府
ぷ

温泉（2018年，大
お お

分
い た

県別府市）1  吉
よし

野
の

山
やま

の桜（2017年，奈
な

良
ら

県吉
よし

野
の

町）2  都心のオフィス街
（2019年，東

と う

京
きょう

都千
ち

代
よ

田
だ

区）
3

4年   私たちの住む県のようす 
県内の特色ある地域のようす

5年   日本の自然環境の特色 
日本の農林水産業，工業，情報 
日本の災害・防災，環境保全

小学校で
学習した内容
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日
本
の
諸
地
域

 京
きょう

都
と

市の工業製品出
しゅっ

荷
か

額の内わけ（「工業統計調
査」2017年）

7

　グラフにはそれぞれ特色があるので，示し
たい内容に適した形のグラフを選びましょう。

合計

1兆1699億円

生産用機械 5.2

化学工業 2.9
印刷業 2.6

食料品 3.4
その他
7.1

飲料など 78.8％

O％ 2O 4O 6O 8O 1OO

3O

25

2O

15

1O

5

O

万人

1955年 1965 1975 1985 1995 2OO5 2O15

＋5O

＋4O

＋3O

＋2O

＋1O

O

-1O

％

1965年 1975 1985 1995 2OO5 2O15

合計

2兆6295億円

電子部品

1O.O％
業務用機械

8.9％

生産用機械

7.2％

電気機械

6.6％

その他

32.2％

飲料など

35.1％

統計資料を活用する⑤

グラフのつくり方

　統計数
す う

値
ち

から棒グラフや折れ線グラフをつくると，数値どうし
を比べたり，年ごとの変化を読み取ったりすることができます。

1． 年ごとの変化をあらわす場合，何年から始めて，何年ごとの数値を使うの
かを考える。

2． いちばん数値の大きいところを探
さが

して，縦
たて

軸
じく

の最大値を決める。
3． グラフをかく。

　項
こ う

目
も く

別の生産額や生産量がどのくらいかを比
べるようなときには，円グラフや帯グラフをつ
くって確認すると，わかりやすくなります。

1． 統計数値を多い順にならべる。
2． 数値の割合を計算する。  
飲料などの場合…9240億円÷2兆6295億円＝35.1％

3． 主なもの以外は「その他」にまとめる。
4．グラフをかく。

数量を比べる。数量の変化を見る。棒
ぼ う

グラフ
折れ線グラフ

割
わ り

合
あ い

を示す。割合を比べる。
円グラフ
帯グラフ

調査テーマに関係する項目
の色を変えるなどして，め
だたせることもできます。

グラフの縦の長さを
のばすと，数値の増
減を強調することが
できます。

 伏見区の工業製品出荷額の内わけ
（「工業統計調査」2017年）

8

 人口と街なみ班
はん

が調べた伏
ふ し

見
み

区の人口
3

 資
し

源
げん

と産業班
が調べた工業製品出
荷額の割合

6

 伏見区の人口（「国勢調査」2015年ほか）4  10年間の人口増加率（「国勢調査」2015年ほか）5

11万8O31人

16万3157人

23万 346人

27万4938人

28万5961人

28万5419人

28万 655人

1O年間の

人口増加率
伏
ふし

見
み

区の人口

＋ 38.2％

＋ 41.2％

＋ 19.4％

＋ 4.O％

- O.1％

- 1.7％

（国勢調査）

1955年

1965年

1975年

1985年

1995年

2OO5年

2O15年

京
きょう

都
と

市 伏
ふし

見
み

区

2兆6295億円

924O億円

262O億円

2344億円

1899億円

1729億円

8463億円

合計

飲料など

電子部品

業務用機械

生産用機械

電気機械

その他

1兆1699億円

9214億円

6O6億円

395億円

336億円

296億円

852億円

合計

飲料など

生産用機械

食料品

化学工業

印刷業

その他

（「工業統計調査」2O17年）（2O16年の数値）業種別工業製品出
しゅっ

荷
か

額

（2O16年）

（2O16年）

3-
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分野をこえた
連携

　脚注に小学校社会科や歴史的分野・公民的分野との関連をわかりやすく示す連携コーナーを設け
ているので，小学校社会科でどのような内容を学んできたのか，歴史的分野・公民的分野でどのよ
うな内容を学ぶのかを参考にすることができます。

　教科書全体を通して，社会科ならではの道徳科と関連した
教材を多数採用しています。なかでも，「社会参画，公共の精
神」「国際理解，国際貢献」等については各所で扱っています。

　他教科と関連のある教材が多数掲載されているため，
地域の実態に合わせたカリキュラムを編成していただ
けます。

　章の導入ページで小学校社会科の学
習内容を示したり，歴史的分野や公民的
分野と関連した教材を多数掲載したりし
ているため，相互に関連させながら学習
を進めることができます。

連携コーナー1

小学校社会科，歴史的分野・公民的分野との連携2

他教科との連携3

　２編２章（世界の諸地域）と３編３章（日本の諸地域）の章の導入ペー
ジにはこのような表を掲載しています。

　学習する単元が教科書全体の構成の中でどのように位置づけられているのかを把握し
て，単元を見通し，地理を確実に学ぶことができるよう工夫をしました。

教科書内の連携4

公民的分野
との関連

数学
との関連

歴史的分野
との関連

↑P.201

↑P.39

↑P.133

←P.163

↑P.272
各章の導入ページで，
その章の学習内容と
関連の深い小学校社
会科の内容を示しま
した。

各章の導入ページで，その章で主に着目する見
方・考え方を示しています。

この章で主に着目する見方・考え方

地域どうしのつながり 地域

小学校社会科との関連
3年  身近な地域調べをしたときは，どんな準備をしたでしょうか。小学校 ←P.126

世界の国際組織や地域統合のようすは，3年生の公民的分野でも学習しましょう。公民

歴史的分野・公民的分野との関連
近畿地方が日本の政治・経済・文化の中心だった時代はいつごろでしょうか。歴史 ←P.196

←P.62

4年   私たちの住む県のようす 
県内の特色ある地域のようす

5年   日本の自然環境の特色 
日本の農林水産業，工業，情報 
日本の災害・防災，環境保全

小学校で
学習した内容
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→本書 P.6-7

特別の教科
道徳
との関連

 この教科書で設定している七つの地方のテーマと社会的課題4

第   章3
第 3編

日本の諸
し ょ

地
ち

域
い き

3編1章で学習した身近
な地域と比べながら学習
していきましょう。

七つの地方の地域的な特色を追究するための テーマ
　3編 3章では，日本の諸地域について学習しま
す。1編で学習し，3編 2章でふりかえった 7地
方区分に基づいて，九

きゅう
州
しゅう
地方から北

ほっ
海
かい
道
どう
地方の順

に，七つの「地方」を学習していきます。それぞ
れの地方でテーマを設定して，地方の地域的な特
色を理解し，その地方にはどのような社会的課題
があるかを見い出して，その課題を追究していき
ます。
　この章では，それぞれの地方にみられる特色に
ついて多面的・多角的に考察し，表現できるよう
になることや，ほかの特色との関係を理解できる
ようになることをめざします。

この章で主に着目する見方・考え方

地域どうしのつながり 地域

▲
 3編3章では，地方ごとに，その地方の特色を浮

う

かび上がらせること
のできる テーマ を設定して，地方の地域的な特色を追究していきま
す。これらの テーマ は，3編1章で使った五つの視

し

点
て ん

（→P.121）に対
応しています。▲

 また，それぞれの地方では，地方ごとに異
こ と

なる 社会的課題 を見い出
し，追究していきます。

地方名 九
きゅう

州
しゅう

地方 中
ちゅう

国
ごく

・四
し

国
こく

地方 近
きん

畿
き

地方 中
ちゅう

部
ぶ

地方

テーマ 自然環
かん

境
きょう

人口や都市・村落 歴史的背景 産業

社会的課題 環境問題の
克
こく

服
ふく

過
か

疎
そ

地域の
活性化

歴史的遺
い

産
さん

と
観光の両立

産業の競争力の
維
い

持
じ

地方名 関
かん

東
とう

地方 東
とう

北
ほく

地方 北
ほっ

海
かい

道
どう

地方

テーマ 交通・通信 持続可能な
社会づくり 自然環境

社会的課題 過
か

密
みつ

問題の解決 震
しん

災
さい

復興と
地域づくり 自然環境との共生

 別
べっ

府
ぷ

温泉（2018年，大
お お

分
い た

県別府市）1  吉
よし

野
の

山
やま

の桜（2017年，奈
な
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の

町）2  都心のオフィス街
（2019年，東

と う

京
きょう

都千
ち

代
よ

田
だ

区）
3

4年   私たちの住む県のようす 
県内の特色ある地域のようす

5年   日本の自然環境の特色 
日本の農林水産業，工業，情報 
日本の災害・防災，環境保全
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教科書で
取り上げた
主な地域事例

新潟県  越後平野に広がる水田（弥彦村，P.214）
富山県  広大なチューリップ畑（朝日町，P.207） 

黒部ダム（立山町，P.215）
石川県  伝統産業の新たな取り組み（輪島市・金沢市，P.215）
福井県  北陸新幹線の建設工事（福井市，P.161） 

眼鏡枠作り（鯖江市，P.207・215）
山梨県  ぶどうの収穫（甲州市，P.213）
長野県  観光客でにぎわう上高地（松本市，P.207・213） 

レタスの収穫（川上村，P.212）
岐阜県  白川郷の合掌造り（白川村，P.206）
静岡県   焼津港の漁業（焼津市，P.217）
愛知県  ハザードマップの使い方（北名古屋市，P.151） 

ロケットを生産する工場と国産ジェット機の試験飛行（飛島村・豊山町，P.210）↑写真  

工場建設シミュレーション（知多半島，P.218-219）

北海道  さっぽろ雪まつり・大通公園（札幌市，P.248・249） 
北海道の空の玄関口，新千歳空港（千歳市，P.251） 
十勝平野の畑作（帯広市，P.254-255）↓写真  

自然環境の視点からみた石狩平野の発展 

（石狩市・苫小牧市・江別市・北広島市，P.260）

福岡県  九州地方最大の都市である福岡市（P.165） 
九州北部豪雨による被害（朝倉市，P.169） 
北九州市の工業（P.174-175）

佐賀県  東経130度線（唐津市，P.8）→ 写真
長崎県  大型客船などを建造中の造船所（長崎市，P.165） 

グラバースカイロード（長崎市，P.268）
熊本県  生まれ変わった水俣市（P.175）
大分県  観光客でにぎわう湯布院（由布市，P.165） 

九州地方の漁業（大分市，P.171）

宮崎県  宮崎平野に広がるビニールハウス群（宮崎市，P.164） 
高千穂郷・椎葉山地域（P.171）／プロ野球のキャンプ（日南市，P.176）

鹿児島県  鹿児島市の市街地と桜島（P.164）／屋久島（P.167）
沖縄県  自然環境を生かした南西諸島の観光業（P.172-173） 

沖縄の基地と人々の生活（P.173）

中部地方

青森県  りんごの収穫・弘前ねぷたまつり 

（弘前市，P.235・240）→写真  

白神山地（西目屋村，P.237） 
「こみせ」のみられる街なみ（黒石市，P.241）

岩手県  「釜石の奇跡」はなぜ起こったのか（釜石市，P.150） 
三陸海岸・かきの養殖（田野畑村・大船渡市，P.235）

宮城県  仙台七夕まつりで復興を願う折り鶴の前での合唱・SENDAI光
のページェント・杜の都，仙台（仙台市，P.234・235・243） 
震災からの復興・伝承（岩沼市・女川町・仙台市，P.244-245） 
新しいまちづくりをめざして（東松島市，P.246）

秋田県  東北地方の主な伝統的工芸品（大館市，P.241）
山形県  庄内平野に広がる水田（鶴岡市，P.238） 

鶴岡市で農場を経営する小野寺さんの話（P.239）
福島県  収穫された桃の選別と外国で販売される福島県産の桃 

（福島市，P.235）

東北地方

茨城県  鹿島港と工業地域（鹿嶋市・神栖市，P.221） 
筑波研究学園都市（つくば市，P.227）

栃木県  アフリカのフェアトレード商品を販売する店（宇都宮市，P.77） 
中禅寺湖と男体山（日光市，P.220）

群馬県  インターネットを使った医師の遠隔診断（前橋市，P.161） 
河岸段丘の発達した沼田市（P.220）／赤城山（前橋市，P.223） 
多文化共生社会をめざして（大泉町，P.229）

埼玉県  内陸型の工業地域（川越市・坂戸市・鶴ヶ島市，P.158）
千葉県  温暖な気候を生かした花の栽培（南房総市，P.221）
東京都  多くの言語が書かれた案内表示（調布市，P.38） 

盛んになる文化交流（豊島区，P.56） 
豊洲市場でのまぐろの競り（江東区，P.217） 
東京オリンピック・パラリンピック（港区・中央区・品川区ほか，P.220・232） 
荒川周辺の防災・スーパー堤防（江戸川区・江東区，P.230-231）↑写真  

地下調整池（杉並区・中野区，P.231）
神奈川県  横浜港・みなとみらい21・京浜工業地帯（横浜市，P.160・227・228）

関東地方

北海道地方

三重県  三重県はどの地方？（P.21）／せまりくる巨大 

地震にそなえて（伊賀市・紀北町，P.149） 
松阪牛の飼育（松阪市，P.193）→写真

滋賀県  琵琶湖の環境を未来の世代へ（P.197）
京都府  地域調査の手法，地域のあり方 

（京都市，P.118-137・263-273） 
京都の街なみ・文化（京都市，P.192・196-197）

大阪府  千里ニュータウン（豊中市・吹田市，P.195） 
関西国際空港・コリアタウン（泉佐野市・田尻町・泉南市・大阪市，P.199） 
堺の工業の歴史（堺市，P.201） 
百舌鳥・古市古墳群（堺市・羽曳野市・藤井寺市，P.203） 
大阪・関西万博（大阪市，P.204）

兵庫県  標準時子午線（明石市，P.14）／阪神・淡路大震災（P.144・199） 
神戸市から阪神間の市街地（P.193・195）／神戸医療産業都市（神戸市，P.200） 
水田の上を飛ぶコウノトリ・城崎温泉（豊岡市，P.202）

奈良県  吉野山の桜・吉野の林業（吉野町・黒滝村，P.193・201） 
奈良の歴史（P.197）／奈良市が修理費の一部を補助した町家（奈良市，P.203）

和歌山県  飛び地の北山村（P.21） 
みかんの収穫とオーストラリアに輸出する柿の選別（有田川町・九度山町，P.193）

近畿地方

九州地方
中国・四国地方
鳥取県  棚田オーナー制度（岩美町，P.189）
島根県  「島留学」の見学会（海士町，P.188）
岡山県  岡山市の中心部（P.178） 

家具を作る会社の工房（西粟倉村，P.189）
広島県  鞆の浦（福山市，P.181） 

平和記念都市・広島市（P.183）
山口県  萩の城下町（萩市，P.179）

徳島県  京阪神大都市圏に向かう高速バス（鳴門市，P.185） 
「葉っぱビジネス」による地域活性化（上勝町，P.187）↓写真  

ICT関連企業の進出（神山町，P.189）
香川県  ため池の多い讃岐平野（丸亀市，P.179）
愛媛県  しまなみ海道（今治市，P.178）
高知県  四万十町次世代団地（P.186） 

巨大地震にそなえる過疎地域の取り組み（P.190）
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本書の主な
関連箇所内容の特色教科書検討の観点

本書の主な
関連箇所内容の特色教科書検討の観点■教科書検討の観点からみた特色

⇒�取り扱っている内容は，教育基
本法に適合しているか。
教育基本法第 2条
� �教育は，その目的を実現するた
め，学問の自由を尊重しつつ，
次に掲げる目標を達成するよう
行われるものとする。

第 1号
� �幅広い知識と教養を身に付け，
真理を求める態度を養い，豊か
な情操と道徳心を培うととも
に，健やかな身体を養うこと。

　我が国の国土及び世界の諸地域に関する基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得し，日本や世界の地域
的特色を多面的・多角的に考察する態度を養うことで，幅広い知識と教養を身に付けることができるように
している。

◆�「２編２章 世界の諸地域」「３編３章 日本の諸地域」では，州・地方の地域的特色を確実に捉えられる構
成になっている。まず，❶州・地方を視覚的に捉え，❷州・地方の概要を大観し，そのうえで❸主題学習・
動態地誌的学習を進め，❹単元のふりかえりで主体的・対話的な問いや活動に取り組むことで，単元全体
で主体的・対話的で深い学びを実現するようにしている。�

� ⇒２編２章（ヨーロッパ州／ P.58-71 など），３編３章（近畿地方／ P.192-205 など）
◆�地域的特色の理解に必要な教材を系統的に配置するとともに，地図・写真・グラフなどの図版を豊富に掲
載している。

第 2号
� �個人の価値を尊重して，その能
力を伸ばし，創造性を培い，自
主及び自律の精神を養うととも
に，職業及び生活との関連を重
視し，勤労を重んずる態度を養
うこと。

　学習のねらいと地理的な見方・考え方を明確に示し，思考力・判断力・表現力等の向上を図りながら，主体的・
対話的で深い学びを実現する構成となっている。

◆�本文ページには，地理的な見方・考え方を示すコーナーや思考力・判断力・表現力等の向上を図るコーナー
を設けて，生徒が意欲的に学習に取り組み，主体的・対話的で深い学びを実現するようにしている。
◆�世界や日本の人々の生活場面や労働の様子を読み取ることができる写真を多数掲載し，自主・自律の精神
を養い，職業・生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養えるようにしている。

第 3号
� �正義と責任，男女の平等，自他
の敬愛と協力を重んずるととも
に，公共の精神に基づき，主体
的に社会の形成に参画し，その
発展に寄与する態度を養うこ
と。

　社会の形成に参画するための学習活動を充実するとともに，協調して取り組む学習活動の場面では，責任
をもって自分の考えを伝え，他者の考えを認め，他者を敬う態度を身に付け，社会の一員としての自覚を培
えるようにしている。

◆�世界や日本の地域的特色を捉える際に，人権を考える教材を豊富に取り上げている。
� ⇒ P.39，75，199，229，267 など
◆�「３編１章 地域調査の手法」「３編４章 地域のあり方」では，自分の言葉で表現し，他者の考えを認め，
そこから自分の考えを発展させることができるようにしている。
◆�「３編４章 地域のあり方」では，地域の課題を見出し，地域の在り方を構想する具体例を紹介することで，
社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養えるようにしている。

第 4号
� �生命を尊び，自然を大切にし，
環境の保全に寄与する態度を養
うこと。

　世界や日本，身近な地域における環境問題や環境保全，持続可能な社会，災害・防災といった諸課題の現
状と改善に取り組む人々の努力について考えさせる内容を随所に配し，生命や自然を大切にする態度を育て
ることができるようにしている。

◆�グローバル化する国際社会において，持続可能な社会を作っていく上で取り組まなければならない様々な
地球的課題や地域の課題（社会的課題）を取り上げている。

� ⇒ P.43，163
◆�環境問題や環境保全，持続可能な社会について，系統立てて学習できるようにしている。
� ⇒ P.66-67，94-95，104，174-175，262 など
◆�災害・防災について系統立てて学習できるようにしているとともに，具体的かつ実践的な活動を取り上げ
ることで，生命や安全の確保に主体的に取り組むことができるようにしている。

� ⇒ P.132，144-151，190，230-231，244-247 など

第 5号
� �伝統と文化を尊重し，それらを
はぐくんできた我が国と郷土を
愛するとともに，他国を尊重し，
国際社会の平和と発展に寄与す
る態度を養うこと。

　我が国の伝統と文化の特色を広い視野に立って考え，我が国や身近な地域を愛する心を養えるようにして
いる。また，国際理解を深めることができる内容を豊富に取り上げ，他国を尊重し，国際社会の平和と発展
に貢献する態度を育てることができるようにしている。

◆�我が国における伝統・文化の現状と，それを守り未来に継承していく人々の取り組みについて，随所で取
り上げている。また，現代文化についても積極的に扱っている。
� ⇒ P.172-173，196-203，225，240-241，253 など
◆�世界の多様な文化の学習を通して，文化の意義や影響を理解し，多文化共生社会の重要性を認識できるよ
うにしている。
� ⇒ P.23-42，55，75，90-91，110-112 など
◆�我が国と諸外国との関係，国際協力，国際社会における支援，紛争解決や平和の希求などの教材を豊富に
取り上げている。
� ⇒ P.55，70-71，78-80，173，182-183 など
◆�日本の領域についての学習では，日本固有の領土である北方領土・竹島の領土問題を的確に取り上げるとと
もに，日本固有の領土である尖閣諸島には領土問題は存在していないことを明記している。また，日本の領
域をめぐる諸課題の解決に向けて，どのような取り組みが必要かを考えさせる内容になっている。
� ⇒ P.16-19

⇒�取り扱っている内容は，学校教
育法に適合しているか。

◆�学校教育法第 30条第２項に示された「基礎的な知識及び技能の習得」，「課題を解決するために必要な思
考力，判断力，表現力その他の能力の育成」，「主体的に学習に取り組む態度の育成」が重視されている。

⇒�取り扱っている内容は，学習指
導要領に示す目標・範囲に適合
しているか。

◆�学習指導要領に準拠し，基礎的・基本的な知識・技能の定着を図り，社会的事象の地理的な見方・考え方
を働かせながら課題を追究したり解決したりする思考力・判断力・表現力等の向上を図る学習を通して，
広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必
要な公民としての資質・能力の基礎を育成する内容になっている。

⇒�道徳教育との関連から，取り扱
う内容はどのようになっている
か。

◆�教科書全体が個人の尊重の考え方を基本理念として構成されており，取り上げられている教材は，人権尊
重・男女共同参画などの観点から適切に選択されている。
◆�広い視野で考え，身近なところから課題を見出し，主体的・対話的な学び，地球的課題・地域の課題（社
会的課題）の追究，「３編１章 地域調査の手法」「３編４章 地域のあり方」の学習などを通じて社会参画
への関心や意欲を養い，持続可能な社会の形成に参画する態度を養えるようにしている。

⇒�基礎的・基本的な知識・技能の
確実な定着を図るために，どの
ような創意・工夫をしているか。

◆�本文は原則１授業時間＝見開き２ページとし，この見開きで何を学ぶのかが学習課題で明確に示されてい
る。また，右ページの側注欄には確認コーナーが設けられ，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を
ねらいとした学習活動や自分の考えを説明させる問いが提示されており，習得した知識・技能を用いて文
章化・言語化できるようにしている。
◆ 本文は，十分な文字量を確保し，平易な表現で，地理的事象や地理的概念を丁寧に記述している。
◆�見方・考え方コーナーを設け，学習課題の解決に向けての手がかりとなる地理的な見方・考え方の例を示
している。
◆�見開きページの右端にインデックスを設け，学習している単元を常にわかるようにして，全体の中に位置
づけて理解しながら，学習を進めることができる。
◆�地理＋α（コラム）や自由研究（特設ページ）では，地理的分野の学習を掘り下げる具体的な内容を取り
上げて，理解を深めることができる。
◆�スキル UPでは，地理的分野の学習に必要な地理的技能を６種類に整理し，生徒の発達段階に応じて系統
立てて習得できるようにしている。
� ⇒ P.VII，25，87，122-125，132-133 など
◆�資料を用いた活動を示す資料活用コーナーを設けており，必要な情報の読み取りなどの技能を高めること
ができる。
◆�教科書内で関連する事項どうしを結び付ける参照ページコーナーで，多面的・多角的な見方をすることで，
学習内容の定着を図っている。
◆ 連携コーナーでは，小学校社会科の学習や歴史的分野・公民的分野の学習とのつながりが示され，生徒の
理解を確かなものにするとともに，習得した知識を活用できるようにしている。

⇒�思考力・判断力・表現力等の向
上を図るために，どのような創
意・工夫をしているか。

◆�学習課題の理解を深めるため，地理的な見方・考え方を働かせる問いを深めようコーナーとして設け，習
得した知識を定着させ活用させることで，思考力・判断力・表現力等の向上を図ることができる。
◆�トライ，スキル UP，アクティビティ，チャレンジ地理なども含めて，毎時間，思考力・判断力・表現力
等の向上を図る場面を設定し，随所で生徒が自分の言葉で表現できるように構成されている。
� ⇒ P.5，94-95，122-125，218-219，261 など

⇒�学びに向かう力・人間性等を養
うために，どのような創意・工
夫をしているか。

◆�各章末や２編２章・３編３章各節末の単元全体にかかわる問いや活動（○○州（○○地方）をふりかえる，
アクティビティ，チャレンジ地理），「３編１章 地域調査の手法」「３編４章 地域のあり方」などで，主体
的に学習に取り組む態度，自らの思考のプロセス等を客観的に捉える力，互いのよさを生かして協働する
力などが培えるように構成されている。

⇒ 地理的な見方・考え方を習得・
活用するために，どのような創
意・工夫をしているか。

◆�教科書冒頭に「地理との出会い」を設け，地理的分野の学習に先立って地理的な見方・考え方をおおまか
につかむことのできるイラスト等を掲載し，五つの見方・考え方について丁寧に説明している。
� ⇒ P.II-III
◆�本文ページには見方・考え方コーナーを設け，その見開きページでの学習課題の解決に向けた手がかりと
なる地理的な見方・考え方の例を示している。

⇒�地理的な見方・考え方を働かせ
た主体的・対話的で深い学びを
実現するために，どのような創
意・工夫をしているか。

◆�単元の学習における習得・活用・探究の学びの過程のなかで，地理的な見方・考え方を繰り返し働かせる
ようになっている。例えば，「２編２章 世界の諸地域」「３編３章 日本の諸地域」では，各見開きページ
においてそれぞれ適切な見方・考え方を働かせながら，州・地方の概要を大観し，そのうえで主題学習・
動態地誌的学習を進め，最後に単元のふりかえりやアクティビティ，チャレンジ地理に取り組むことで，
単元全体で主体的・対話的で深い学びを実現するようにしている。
� ⇒アクティビティ（２編２章・３編３章各節末），チャレンジ地理（P.70-71，94-95，151，218-219）

⇒�図版は，生徒の興味・関心を喚
起するもので，かつ読み取りや
すいものに工夫されているか。

◆ 本文との関連が的確で，世界や日本の地域的特色を具体的にイメージできる地図・写真・グラフ・しくみ
図等の図版が豊富に掲載されている。特に地図については，読み取りや比較のしやすい地図表現を施すこ
とで，読図を容易にしている。
◆�「２編２章 世界の諸地域」「３編３章 日本の諸地域」においては，各種の主題地図・雨温図を，体裁・配置・
サイズを統一して掲載することで，地域的特色の理解・比較を容易にしている。
� ⇒ P.164・166（九州地方），192・194（近畿地方），220・222（関東地方）など

⇒ 今日的課題にかかわる内容は，
どのように選択され位置づけら
れているか。

◆�世界や日本の今日的課題について，生徒が主体的に考察することができる教材を取り上げている。本文や
写真などに加えて，地理＋α（コラム）や自由研究（特設ページ）で，地理的分野の学習を掘り下げ，学
習内容の理解を深めていくことができる最新の地理的トピックスを具体的に紹介している。
� ⇒地理＋α（P.79，93，183，187，255 など），自由研究（P.56，80，104，176，260 など）

⇒  P.10-15

※青字の「⇒P.000」は教科書のページ数です。

⇒  P.10-15, 
 P.24-29

⇒  P.8-9, 
P.14-15

⇒  P.18-19

⇒  P.18-19

⇒  P.12-13

⇒  P.27

⇒  P.20-21

⇒  P.26

⇒  P.27,28

⇒  P.29

⇒  P.6-21

⇒  P.35

⇒  P.17,25, 
P.27,31

⇒  P.6-21

⇒  P.18-19

⇒  P.35

⇒  P.8-9

⇒  P.14-15, 
P.16-17

⇒  P.13,15, 
P.18-19 

⇒  P.6-7

⇒  P.8-9

⇒  P.10-15

⇒  P.10-11

⇒  P.10-13, 
P.33

⇒  P.17, 
P.24-29

⇒  P.8-9
⇒  P.6-7, 
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⇒  P.8-9,32

⇒  P.8-9, 
P.17,29

⇒  P.16

⇒  P.8-9,16

⇒  P.8-9,34

⇒  P.8-9,14
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⇒ 持続可能な社会，持続可能な開
発目標（SDGs）にかかわる内
容は，どのように選択され位置
づけられているか。

◆�持続可能な社会を実現するための諸課題を地球的課題や地域の課題（社会的課題）として取り上げ，諸課
題を自らの問題として捉え，その解決をめざして行動できる態度を培うことができるように構成している。

� ⇒ P.66-67，77，94-95，188-189，258-259 など
◆�「３編３章 日本の諸地域」の章末で SDGs の 17 の目標を示し，これまでの学習を SDGs の視点からふ
りかえるとともに，「３編４章 地域のあり方」で地域の課題を見出し，地域の在り方を構想することに備
えることができる構成となっている。

� ⇒ P.262，263-273

⇒ 環境問題や環境保全にかかわる
内容は，どのように選択され位
置づけられているか。

◆�地球規模の環境問題や環境保全を地球的課題として取り上げるとともに，日本における環境問題や環境保
全を地域の課題（社会的課題）として取り上げ，これらの諸課題を自らの問題として捉え，その解決をめ
ざして行動できる態度を培うことができるように構成している。
� ⇒ P.66-67，104，174-175，197，258-259 など

⇒�災害・防災にかかわる内容は，
どのように選択され位置づけら
れているか。

◆ 「３編２章 日本の地域的特色と地域区分」では，様々な災害や防災・減災（自助・共助・公助）について，
体系的に詳しく学習することができる。また，具体的かつ実践的な活動を取り上げることで，生命や安全
の確保に主体的に取り組むことができるようにしている。
� ⇒ P.144-151
◆�「３編３章 日本の諸地域」では，災害・防災に関する各地方の諸課題を学習することができるように構成
している。
� ⇒ P.190，199，209，230-231，242-247 など

⇒ 伝統・文化にかかわる内容は，
どのように選択され位置づけら
れているか。

◆�我が国における伝統・文化の現状と，それを守り，未来に継承していく人々の思いや取り組みについて，
随所に写真，地理＋α（コラム）などを設定している。
◆�各地方に生きる人々の視点に立って，各地に息づく文化を取り上げるとともに，現代文化についても積極
的に取り上げている。
� ⇒ P.172-173，196-203，225，240-241，253 など

⇒�我が国の国土と歴史への理解と
愛情にかかわる内容は，どのよ
うに選択され位置づけられてい
るか。

◆�我が国や諸外国の国旗について，そこに込められた人々の思いや，象徴として尊重され大切に扱われてい
ることを明記している。
� ⇒ P.6-7
◆�日本の領域についての学習では，日本固有の領土である北方領土・竹島の領土問題を的確に取り上げるとと
もに日本固有の領土である尖閣諸島には領土問題は存在していないことを明記している。また，日本の領域
をめぐる諸課題の解決に向けて，どのような取り組みが必要かを考えさせる内容になっている。
� ⇒ P.16-19

⇒�平和や国際理解にかかわる内容
は，どのように選択され位置づ
けられているか。

◆�世界と日本の地域的特色の学習を通して，多文化共生社会の重要性を認識し，我が国や郷土を愛する心情
を育てるとともに，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を育てる内容になっている。
� ⇒ P.55，70-71，78-80，173，182-183 など

⇒�東京 2020オリンピック・パラ
リンピック，大阪・関西万博に
かかわる内容は，どのように選
択され位置づけられているか。

◆�東京 2020オリンピック・パラリンピック及び 2025 年開催の大阪・関西万博について十分に取り扱って
おり，多文化共生社会や持続可能な社会について生徒の興味・関心を促すことができる。
� ⇒東京 2020 オリンピック・パラリンピック（P.220，232），大阪・関西万博（P.204）

⇒ 世界の諸地域学習，日本の諸地
域学習は，どのような構成に
なっているか。

◆�「２編２章 世界の諸地域」「３編３章 日本の諸地域」の構成を可能な限り統一しており，生徒の学習のし
やすさに配慮している。
◆�最初の４ページで，州・地方を❶写真等で視覚的に捉えて単元の導入とし，❷自然環境や人文環境の概要
を大観している。続く８ページで，州における主題や地方における考察の仕方をもとに，❸主題学習・動
態地誌的学習を行い，地域的特色を追究している（一部の州では４ページ）。最後の２ページで，❹単元
のふりかえりを行い，学習を掘り下げる自由研究，学習のまとめにあたる○○州（○○地方）をふりかえ
るに加えて，主体的・対話的な問いや活動であるアクティビティ，チャレンジ地理で様々なシンキングツー
ルを取り上げている。このような構成とすることで，州・地方の地域的特色を確実に捉え，単元全体で主
体的・対話的で深い学びを実現するようにしている。

� ⇒アジア州（最初の４ページ／ P.44-47，続く８ページ／ P.48-55，最後の２ページ／ P.56-57）
� ⇒九州地方（最初の４ページ／ P.164-167，続く８ページ／ P.168-175，最後の２ページ／ P.176-177）

⇒�配列や分量は適切か。 ◆�配列は，学習指導要領の構成に合致した３編構成で，詳細な学習に陥ることのないよう，学習内容の構造
化と焦点化を図っている。また，103 時間の授業時数で学習が完結でき，学習指導要領が示す地理的分野
の授業時数 115 時間からいって妥当な分量である。

⇒�小学校社会科との連携や，生徒
の発達段階に対して，どのよう
な配慮がなされているか。

◆�小学校社会科との連携コーナーを教科書の随所（本文ページ脚注部）に設けるとともに，各章の導入ペー
ジで小学校で学習した内容を示し，小学校社会科における地理的分野に関わる学習内容を，学習した学年
も含めて再確認できる構成にしている。

� ⇒連携コーナー（小学校社会科／ P.140，156 など），小学校で学習した内容（P.43，119 など）
◆�主体的・対話的な問いや活動であるアクティビティ，チャレンジ地理におけるシンキングツールの配列，
地理的技能の習得のためのスキル UPの配列は，発達段階を考慮したものとなっている。

◆�教科書冒頭では，トライで生徒の興味・関心を高めながら思考力・判断力・表現力等の向上を図る活動をさせ，その後
資料活用，深めようで徐々に思考力・判断力・表現力等の内容を深めていくなど，発達段階を考慮した構成としている。

⇒ 歴史的分野や公民的分野との連
携について，どのような配慮が
なされているか。

◆�歴史的分野・公民的分野との連携コーナーを教科書の随所（本文ページ脚注部）に設けている。歴史的分
野との関連では，地理的事象の歴史的背景を，歴史的分野との学習順序にも配慮しつつ確認できるように
なっている。公民的分野との関連では，現代社会の諸課題等について，公民的分野の学習につなげていく
ことができるようになっている。
� ⇒連携コーナー（歴史・公民／ P.18，74，166，198，272 など）

⇒�カリキュラム・マネジメントに
ついて，どのような配慮がなさ
れているか。

◆�学校ごとの生徒の姿や地域の実情に合わせ選択・活用できるように各種の教材が設けられている。
◆�３編では，「３編１章 地域調査の手法」の調査結果を念頭に置きながら「３編２章 日本の地域的特色と地
域区分」「３編３章 日本の諸地域」の学習を進め，その結果を踏まえて「３編４章 地域のあり方」で地域
の課題を見出し，地域の在り方を構想する構成となっている。このような構成を取ることで，教科書の事
例を参考にしながら，生徒の姿や地域の実情に応じた地誌学習や地域調査を進めることができるよう配慮
している。
◆�「３編１章 地域調査の手法」（事例地域：京都市伏見区）と「３編４章 地域のあり方」（事例地域：京都市）は，
修学旅行の事前準備や当日の現地での活動など，教師や生徒が京都を訪れる際にも活用することができる。

⇒�学習の深化と発展，生徒の家庭
学習に対して，どのような配慮
がなされているか。

◆�デジタルマークを設け，発行者のウェブサイト上で公開している写真・動画や資料等の教材に生徒が主体
的にアクセスできるようにしている。

� ⇒ P.VII，28，44，57，140 など
◆�トライ，深めよう，資料活用，アクティビティなど，随所に問いや活動を設けて，生徒が主体的に学習を
行うための教材やシンキングツール等を豊富に紹介している。
◆�各章末や２編２章・３編３章各節末には，○○州（○○地方）をふりかえる，アクティビティといった単
元全体にかかわる問いや活動を設け，自学自習や自己評価に対応している。
◆�巻末に用語解説を設け，地理的用語を６種類に区分してわかりやすく解説するとともに，その用語が重要
語句になっているページを参照できるように工夫している。
� ⇒ P.280-283

⇒�文章および図版等の表現は正確
か。

◆�本文や地図・写真・グラフ・しくみ図等の図版類すべてにわたり，内容はもとより用語の一つ一つにも細
心の注意を払うとともに，きわめて正確でかつ最新の資料を選択している。

⇒�カラーユニバーサルデザイン
（CUD）や特別支援教育への対
応や，表記・表現について，ど
のような工夫や配慮がなされて
いるか。

◆�特別支援教育・カラーユニバーサルデザインの専門家の校閲を受け，すべての生徒が等しく情報を読み取
ることができるように，配慮が行きわたっている。
◆�本文は，原則１授業時間＝見開き２ページとなっており，紙面は学習内容を理解しやすいように，授業や
生徒の思考の流れに即したレイアウトで構成されている。
◆�見開きページの右端には，インデックスを設けて，生徒が学習している単元を常に確認できる工夫がなさ
れている。
◆�文字は，視認性の高さで実績のあるユニバーサルデザインフォント（UDフォント）を使用している。
◆�本文は平易な文章で，抽象的・網羅的な記述を避けて，具体的に記述している。
◆�漢字の使用は，細心の注意を払い，小学校 6年生以上で学習する漢字や，固有名詞などは見開き２ページ
の初出にふりがなを付し，読みまちがいのおそれがあるものや地名・人名等については教育漢字であって
も極力ふりがなを付して，読み取りやすくしている。
◆�ふりがなは，大きめのゴシック体を使っており，視認性を高める配慮をしている。
◆�重要語句は太字にして，全てふりがなが付されている。また，学習上重要な語句は，複数の単元で必要に
応じて繰り返し重要語句にして，確実な習得を図っている。
◆�図版には番号を付すとともに，本文にも関連する図版番号を添えており，本文と図版を関連して読み取ら
せるようにしている。
◆�１編～３編４章の編・章ごとに単元の色を統一して示すことで，現在，学習している単元が常にわかるよ
うになっている。
◆�地図・写真・グラフ・しくみ図等の図版類は，カラーユニバーサルデザインに対応した配色にするほか，
形や模様，線の種類など，色以外の情報でも識別できるように配慮している。

⇒�装丁にはどのような工夫がなさ
れているか。

◆�表紙の装丁は，地理的分野の学習内容を想起させる写真や教科書中に登場するキャラクターのイラストを
配置し，親しみやすく，かつ生徒の学習意欲を喚起するものとなっている。

⇒�大きさ・判型について ◆�見開きページの情報量を充実させるため，ワイドな AB判が採用されている。

⇒�耐久性や人や環境への配慮がな
されているか。

◆�製本は，堅牢なあじろ綴じを採用し，針金綴じよりも大きく開き，かつ閉じにくい本になっている。また，
良質で軽い紙を使用して重量をおさえるとともに，十分な強度で裏写りが少なくなるよう配慮され，表面
も汚れを防ぐよう加工している。
◆�印刷は，植物油インキを使用している。また，製本には化学物質過敏症の原因物質は使用せず，再生紙を
使用して人体や環境への影響を少なくしている。

⇒�拡大教科書について ◆�本文が 18，22，26ポイントの 3種類の拡大教科書の発行が予定されている。

⇒�デジタル教科書・教材について ◆�教科書と同一の内容を収録し，拡大・リフロー，機械音声読み上げ，色の反転・配色設定，総ルビ表示等
の特別支援にも効果的な機能をもつ学習者用デジタル教科書や，動画・アニメーション表示などの豊富な
コンテンツを収録した指導者用デジタル教科書（教材），学習者用デジタル教科書＋教材の発行が予定さ
れている。

本書の主な
関連箇所内容の特色教科書検討の観点本書の主な

関連箇所内容の特色教科書検討の観点

⇒  P.12-13 ⇒  P.34

⇒  P.18-19
⇒  P.24-29

⇒  P.18-19

⇒  P.30-31

⇒  P.13,15

⇒  P.8-9 
P.24-29

⇒  P.32-33, 
裏表紙

⇒ 表紙

⇒  P.8-9

⇒  P.9,32

⇒  P.32

⇒  P.32

⇒  P.32
⇒  P.32

⇒  P.32

⇒  P.32-33

⇒  P.33

⇒  P.46-47

⇒  P.32

⇒  P.33

⇒  P.6-9

⇒  P.8-9

⇒  P.8-9,15, 
P.16-17

⇒  P.12-13, 
P.27

⇒  P.20-21

⇒  P.20-21

⇒  P.26

⇒  P.26

⇒  P.29

⇒  P.28

⇒   P.10-13, 
P.24

⇒  P.10-13

⇒  P.10-15

⇒  P.42

⇒  P.34-35

⇒  P.15,16

⇒  P.16-17

⇒  P.18-19, 
P.27
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配当時数

■学習指導要領との対照表・配当授業時数 ■観点別教材一覧
1．基本的人権・共生社会にかかわる教材

3．伝統・文化にかかわる教材

5．環境・持続可能な社会にかかわる教材

6．防災・安全にかかわる教材

7．情報にかかわる教材

8．社会参画にかかわる教材

4．我が国の国土と歴史への理解と愛情にかかわる教材

2．平和・国際理解にかかわる教材

地理との出会い ̶地理的な見方・考え方って？̶
地理を学ぶにあたって A～C P.II-III

P.VIII 1

第 1編　世界と日本の地域構成 A（1） P.1-22 10

第 2編　第 1章　世界各地の人々の生活と環境 B（1） P.23-42 8

第 2編　第 2章　世界の諸地域 B（2） P.43-117 26

 1 アジア州 ̶人口や経済発展をテーマに̶
  ※ 章導入ページを含む

B（2） P.43-57 （5）

 2 ヨーロッパ州 ̶国境をこえた統合をテーマに̶
  ※ 「チャレンジ地理」を含む

B（2） P.58-71 （6）

 3 アフリカ州 ̶自立のための開発と国際協力をテーマに̶ B（2） P.72-81 （3）

 4 北アメリカ州 ̶世界に影響をあたえる産業をテーマに̶
  ※ 「チャレンジ地理」を含む

B（2） P.82-95 （6）

 5 南アメリカ州 ̶開発と環境保全をテーマに̶ B（2） P.96-105 （3）

 6 オセアニア州 ̶多文化が共生する社会をテーマに̶
  ※ 「世界の諸地域をふりかえろう」を含む

B（2） P.106-117 （3）

第 3編　第 1章　地域調査の手法 ̶京都市伏見区を例に̶ C（1） P.118-137 7

第 3編　第 2章　日本の地域的特色と地域区分 C（2） P.138-162 10

第 3編　第 3章　日本の諸地域 C（3） P.163-262 36

 1 九州地方 ̶自然環境をテーマに̶
  ※ 章導入ページを含む

C（3） P.163-177 （5）

 2 中国・四国地方 ̶人口や都市・村落をテーマに̶ C（3） P.178-191 （5）

 3 近畿地方 ̶歴史的背景をテーマに̶ C（3） P.192-205 （5）

 4 中部地方 ̶産業をテーマに̶
  ※ 「チャレンジ地理」を含む

C（3） P.206-219 （6）

 5 関東地方 ̶交通・通信をテーマに̶ C（3） P.220-233 （5）

 6 東北地方 ̶持続可能な社会づくりをテーマに̶ C（3） P.234-247 （5）

 7 北海道地方 ̶自然環境をテーマに̶
  ※ 「日本の諸地域をふりかえろう」を含む

C（3） P.248-262 （5）

第 3編　第 4章　地域のあり方 ̶京都市を例に̶ C（4） P.263-273 5

合計 103

編 章 ページ 項目
2 1 P.39 目で見て情報を伝える言語（手話）
2 2 P.75 南アフリカ共和国の変化（アパルトヘイト）

P.85 北アメリカに住む人々（多民族国家）
P.111 ニュージーランドの三つの公用語（手話）

3 3 P.199 世界とつながる大阪（コリアタウン）

編 章 ページ 項目
2 2 P.56 東アジア文化都市（豊島区）
3 3 P.172 沖縄の歴史と独自の文化

P.181 港町として栄えた鞆の浦（福山市）
P.196-197 千年の歴史をもつ京都　日本の歴史のふるさと，奈良
P.200-201 伝統産業の取り組み（近畿地方）

編 章 ページ 項目
2 2 P.66-67 LRT，リサイクル，再生可能エネルギー，

酸性雨（ヨーロッパ）
P.77 広がるフェアトレード（アフリカ）
P.94-95 持続可能な社会をつくるために（アメリカ）
P.102-103 熱帯雨林，バイオ燃料（南アメリカ）
P.104 地球温暖化を防ぐために（南アメリカ）
P.112-113 地球温暖化による海面上昇（オセアニア）
P.116 生態系，オゾンホール（北極・南極）

編 章 ページ 項目
3 1 P.121-136 自然と防災班（京都市伏見区）

P.132 ハザードマップ（京都市伏見区）
3 2 P.144-145 地震・火山災害，地震・津波が起きるしくみ

P.146-147 気象災害，ヒートアイランド現象，集中豪雨
P.148-149 防災・減災，自助・共助・公助
P.150-151 釜石の奇跡，ハザードマップ（北名古屋市）

3 3 P.190 巨大地震にそなえる取り組み（高知県）

編 章 ページ 項目
2 1 P.26 雨温図の読み取り方
2 2 P.47・51 グラフの読み取り方
3 1 P.118-137 地域調査の手法（京都市伏見区）

編 章 ページ 項目
3 2 P.148-149 防災・減災，自助・共助・公助
3 3 P.233 東京への一極集中について考えよう

P.247 持続可能な社会をめざして（東北地方）

編 章 ページ 項目
3 3 P.262 持続可能な開発目標（SDGs）
3 4 P.263-273 地域のあり方（京都市）

P.272-273 まちづくり会議を開こう（京都市）

編 章 ページ 項目
3 1 P.124 デジタル地図にふれてみよう

P.132-133 地図のつくり方，グラフのつくり方
3 4 P.263-273 地域のあり方（京都市）

編 章 ページ 項目
1 ー P.6 オリンピックで掲げられる日本の国旗

P.16-17 日本の領域の特色
P.17 沖ノ鳥島を守るために

編 章 ページ 項目
2 1 P.23-42 世界各地の人々の生活と環境
2 2 P.55 くり返される紛争（西アジア・中央アジア）

P.70-71 イギリスの EU離脱問題を考えよう
P.79 さまざまな国際協力の試み（アフリカ）

編 章 ページ 項目
3 3 P.229 多文化共生社会をめざして（大泉町）

P.253 日本の先住民族であるアイヌ民族
3 4 P.264-272 自然と防災班（京都市，高齢者・障がい者）

P.265-273 交通と観光班（京都市，外国人観光客）
P.267 視覚障がい者施設の人の話（京都市）

編 章 ページ 項目
3 3 P.202-203 歴史的な街なみの保存（京都・奈良）

P.203 百舌鳥・古市古墳群（大阪）
P.225 世界が注目！日本の都市文化（関東地方）
P.240-241 伝統文化の維持と革新（弘前市・黒石市など）

3 4 P.265-273 資源と産業班，交通と観光班，伝統と文化班（京都市）

編 章 ページ 項目
3 3 P.173 環境保全と観光の両立をめざして（沖縄県）

P.174-175 北九州工業地帯，水俣市
P.188-189 豊かな魅力を生かした地域活性化（中国・四国地方）
P.197 琵琶湖の環境を未来の世代へ
P.204 大阪・関西万博が開かれる大阪市の湾岸部
P.258-259 とる漁業から育てる漁業へ，環境保全に配慮

した観光（北海道）
P.262 持続可能な開発目標（SDGs）

編 章 ページ 項目
3 3 P.199 阪神・淡路大震災

P.209 水とつき合う地域の知恵（濃尾平野）
P.230-231 都市問題の解決に向けて（関東地方）
P.234-247 東日本大震災
P.244-245 震災からの復興と災害に強い地域づくり
P.246 新しいまちづくりをめざして（東松島市）

3 4 P.264-272 自然と防災班（京都市）

編 章 ページ 項目
1 ー P.18-19 日本の領域をめぐる問題

（北方領土，竹島，尖閣諸島）
2 1 P.41 伊勢神宮の初詣

編 章 ページ 項目
2 2 P.80 アフリカの紛争と私たち
3 3 P.173 沖縄の基地と人々の生活

P.183 平和記念都市・広島市
P.232 オリンピック・パラリンピックからみる東京の変化

学習指導要領の内容 該当箇所図書の構成・内容

※ 「チャレンジ地理」には，1時間を配当しています。
※ 予備時間は，学校や生徒の実態に即して弾力的に扱っていただくための時間です。

（※予備時間：12時間）
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教師用指導書は，「学習指導編」，「ワークシート・評価問題編」の2分冊と，「デジタルデータ集（CD-ROM）」から構成されます。

教師用指導書のご案内 令和3（2021）年3月発行予定

学習指導編

ワークシート・評価問題編

総論編 学習指導要領と教科書の対応などを解説した論考
や，学習指導計画作成資料などを掲載しています。

学習指導編
毎時の展開例・板書例・内容の解説（「資料活用」
「深めよう」「確認」などの解答例・手立てを含む）
などを掲載しています。

ワーク
シート編

教科書に準拠した，学習指導編の展開例の
内容に対応するワークシートを掲載します。
※解答例入りの赤刷りは，デジタルデータ
集（CD-ROM）に収録しています。

評価
問題編

単元ごとに作成した「評価問題例」と「評
価問題例の解説」を掲載しており，定期テ
ストなどでの問題作成の参考となるように
しています。
評価問題例
知識・技能等を評価する問題や思考力・
判断力・表現力等を評価する問題をバラン
スよく設定しています。特に思考力・判断
力・表現力等を評価する問題については，
様々な地理的思考を働かせて解答する問
題を設定するなどの工夫をしています。
評価問題例の解説
解答例のほか，A判定の生徒に対する更な
る課題や，誤答箇所別対応などのその後の
指導方法も提案しています。

デジタルデータ集（CD-ROM）

教科書収録
データ

❶ 教科書紙面データ集
（総ルビ付きPDFも収録）
電子黒板など提示型 ICT機器を利用して，
授業に活用できるように，教科書全ページ
の紙面をPDF形式で収録しています。
❷ 教科書本文テキスト
教科書の本文・コラムなどのテキストデー
タを収録しています。
❸ 教科書図版データ集
プリントやテスト作成の際に活用できるよ
う，教科書図版をモノクロ化して収録して
います。

付録
データ

❹ 学習指導計画案 
評価規準の参考事例となる学習指導計画
作成資料を収録しています。

❺ ワークシート
解答例なし・解答例入りの２種類を収録し
ています。
❻ 白地図
日本全図・各地方図・世界全図・各州図など

授業の際に参考になる板書例を掲載してい
ます。

板書例

教科書の展開に沿った学習活動や発問例，指導上の留意点，
評価などを，使いやすい指導案の形で例示しています。「見
方・考え方」を授業でどう扱うかについても提案しています。

本時の展開
解答例・手立て

教科書の中に出てくる問いの解答例や，指導の手立てを示し
ています。

→❻白地図

↑❶ 教科書紙面データ集

※商品は現在開発中のため，記載内容及び仕様は予告なく変更する場合があります。

総ルビ付きPDF
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豊富なコンテンツで生徒の理解を助けます

　日本文教出版は，「学校教育法等の一部を改正する法律」
の公布を受けて制度化された，学習者用デジタル教科書を
発売します。
　この学習者用デジタル教科書は，学校教育法において規
定された基準において，必要に応じて紙の教科書に代えて
利用することができます。

紙の教科書に載っている複数の地図を重ね合わせることができます。

スライドショー
での解説と作業
学習を組み合わ
せて学習効果を
高めます。

様々な都市の雨温図と重ね合わせることができます。

「学習者用デジタル教科書」
「指導者用デジタル教科書（教材）」
「学習者用デジタル教科書＋教材」
発売：令和3（2021）年3月 予定／価格：未定

弊社ウェブサイトにて，ウェブブラウザ上で動作する
各種商品の体験版を公開しています。ご利用にあた
り，ファイルのダウンロード等は必要ございません。

動作環境：Microsoft Windows10/8.1，iOS11/12（iPad）・iPadOS13，Google Chrome OS

※表示ソフトフェアは「まなビューア」を採用しています。
※本ソフトウェアは開発中のため，本記載の内容および仕様は予告なく変更する場合があります。

デジタル教科書・教材のご案内

●学習者用デジタル教科書

　文字の大きさや行間を調整するリフロー
表示が可能です。また，すべての漢字にル
ビ（ふりがな）を表示する総ルビ表示にも対
応しています。

　機械音声による読み上げ機能が搭載さ
れています。読み上げ速度の変更や読み
上げる箇所をハイライト表示することも可
能です。

　背景色や文字色，書体や行間などを変更
することが可能です。

生徒一人一人に個別に最適化された
学びをサポートします！

●各種商品情報

RGB

R : 159  G : 194  B : 56 #9FC238

#B80050

#E7B53E

#251E1C

R : 184  G : 0  B : 80

R : 231  G : 181  B : 62

R : 37  G : 30  B : 28 体験版のご案内

コンテンツ例①

コンテンツ例③

コンテンツ例②

・一斉授業で使いやすい「図版の単独拡大」
・読み取りに便利な「地図・グラフの凡例別表示」
・興味・関心を引き出す「アニメーション」など

その他のコンテンツ例

　学習者用のコンテンツを収録した教材です。生徒一人一人
が個々の端末で利用することを想定しています。

●学習者用デジタル教科書+教材

紙の教科書と同一の内容を収録しており，紙
の教科書と併用して使用することができます。

ポイント①

基本的に生徒一人一人が，個々の端末で
利用します。

ポイント②

紙面の拡大や書き込みなど，ICT教材なら
ではの機能が活用できます。

ポイント③

デジタル教科書って何？

機械音声読み上げ

日文　デジタルサポート 検索

リフロー・総ルビ表示社
しゃ

会
かい 背景色・文字色等の変更

地図の重ね合わせ 「 1近畿地方の地形と 2 近畿地方
の人口密度を重ね合わせる」

雨温図の重ね合わせ 「 3 近畿地方各地の雨温図」

スキルUPの解説
「グラフのつくり方」

←教科書P.194

←教科書P.194

←教科書P.133

↑教科書P.194-195

　学習者用デジタル教科書とは別に，指導者用デジタル教科書(教材)
も発売します。動画やスライドショーなどのコンテンツを通して，内容
理解をより深めることができます。

●指導者用デジタル教科書（教材）

教科書紙面とコンテンツが一体化しており，
授業をサポートする指導者用教材です。

学びを助ける機能の充実 充実した機能は，特別な配慮を必要とする生徒の学習も支援します。
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