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3 目次 TRY⑥災害に強い都市をつくろう TRY⑥災害に強い都市計画をつくろう 

6 
●登場人物の 

プロフィール 

（りく・うみの高校入学年の高校進学率） 

98.8%（2020年） 

 

98.9% 

17 図 1 ＜添付別紙 1参照＞ ＜添付別紙 2参照＞ 

25 図 9 ＜添付別紙 3参照＞ ＜添付別紙 3参照＞ 

26 図 5 ＜添付別紙 3参照＞ ＜添付別紙 3参照＞ 

33 発表しよう ④地図を活用して，出店計画のプレゼンをしよう。 ⑤地図を活用して，出店計画のプレゼンをしよう。 

44 図 3 ＜添付別紙 4参照＞ ＜添付別紙 5参照＞ 

47 

図 4 

（地域別輸入

割合） 

＜添付別紙 6参照＞ ＜添付別紙 6参照＞ 

57 
ワンモア 

ステップ 
肉を使う場合には，何の肉を使うとよいかも考えよう 肉を使う場合には，何の肉を使うとよいかも考えよう。 

65 図 10 
たきぎ 

薪などの燃料 

まき 

薪などの燃料 

68 図 5 ＜添付別紙 6参照＞ ＜添付別紙 6参照＞ 

74 図 1 ＜添付別紙 6参照＞ ＜添付別紙 6参照＞ 

75 左段 1 変動帯と安定陸塊 変動帯と安定地域 

75 左段 14-20 

このような地域を安定
あんてい

陸
りく

塊
かい

（安定大陸，安定地
ち

塊
かい

）とよぶ。

南極横断山脈などのように，かつてのプレート境界につくら

れた山脈が，プレートの境界でなくなった長い時代を経
へ

たあ

とも高い標高を保っている例もあることから，安定陸塊が必

ずしも平坦であるとは限らない。海底では，海嶺と海溝が変

動帯に相当し，広い大洋底の大部分は安定陸塊に相当する（図

４・６）。 

このような地域を安定地域とよび，安定陸
りく

塊
かい

と古い山脈をふ

くむ。南極横断山脈などのように，かつてのプレート境界に

つくられた山脈が，プレートの境界でなくなった長い時代を

経
へ

たあとも高い標高を保っている例もあることから，安定地

域が必ずしも平坦であるとは限らない。海底では，海嶺と海

溝が変動帯に相当し，広い大洋底の大部分は安定地域に相当

する（図４・６）。 

75 右段 10 安定陸塊の地形と資源 安定地域の地形と資源 

75 右段 11-17 

安定陸塊には古い時代の岩石からなる楯
たて

状
じょう

地
ち

（盾
たて

状地
じょうち

）や，

楯状地がより新しい時代の岩石におおわれた卓
たく

状
じょう

地
ち

が発達

する。変動帯では河川の堆積作用がつくった平野（堆
たい

積
せき

平野）

が広く分布するのに対し，安定陸塊では河川などの侵食によ

って形成された平野（侵
しん

食
しょく

平野）が広くみられる。また，安

定陸塊の楯状地には鉄鉱石の鉱床が広く分布する。 

安定地域には古い時代の岩石からなる楯
たて

状
じょう

地
ち

（盾
たて

状地
じょうち

）や，

楯状地がより新しい時代の岩石におおわれた卓
たく

状
じょう

地
ち

が発達

する。変動帯では河川の堆積作用がつくった平野（堆
たい

積
せき

平野）

が広く分布するのに対し，安定地域では河川などの侵食によ

って形成された平野（侵
しん

食
しょく

平野）が広くみられる。また，安

定地域の楯状地には鉄鉱石の鉱床が広く分布する。 
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75 
トピック 

2 
世界の大地形を安定陸

りく

塊
かい

と変動帯に分類 世界の大地形を安定地域と変動帯に分類 

75 図 6 ＜添付別紙 7参照＞ ＜添付別紙 8参照＞ 

79 図 5 ＜添付別紙 9参照＞ ＜添付別紙 9参照＞ 

81 
3-7 

復習マーク 
＜添付別紙 9参照＞ ＜添付別紙 9参照＞ 

88 図 2・3 ＜添付別紙 10参照＞ ＜添付別紙 11参照＞ 

93 図 8 ＜添付別紙 12参照＞ ＜添付別紙 12参照＞ 

97 図 6 ＜添付別紙 12参照＞ ＜添付別紙 12参照＞ 

116 図 1 ＜添付別紙 13参照＞ ＜添付別紙 14参照＞ 

125 図 5 チェルノブイリ チョルノービリ（チェルノブイリ） 

131 図 6 ＜添付別紙 15参照＞ ＜添付別紙 15参照＞ 

137 図 7 ＜添付別紙 15参照＞ ＜添付別紙 15参照＞ 

141 図 4 ＜添付別紙 15参照＞ ＜添付別紙 15参照＞ 

144 図 2 ＜添付別紙 16参照＞ ＜添付別紙 16参照＞ 

144 
図 2 

キャプション 
＜添付別紙 16参照＞ ＜添付別紙 16参照＞ 

151 図 4 ＜添付別紙 16参照＞ ＜添付別紙 16参照＞ 

159 右段 9-11 

油やしからとるパーム油の生産量は，2000年から 2010年 

の間だけで 2倍近くに拡大し，近年では世界全体の 8割を 

こえるパーム油がこの 2国で生産されている 

油やしからとるパーム油の生産量は，2000年から 2010年 

の間だけで 2倍近くに拡大し，近年では世界全体の 8割を 

こえるパーム油がこの 2国で生産されている 

159 図 8 ＜添付別紙 17参照＞ ＜添付別紙 17参照＞ 

161 図 7 ＜添付別紙 17参照＞ ＜添付別紙 17参照＞ 

163 図 8 ＜添付別紙 17参照＞ ＜添付別紙 17参照＞ 

164 図 3 ブリズベン ブリズベーン 
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166 図 2 ＜添付別紙 18参照＞ ＜添付別紙 18参照＞ 

166 図 4 ＜添付別紙 18参照＞ ＜添付別紙 18参照＞ 

168 考えよう 
①インドの水不足の解決策として，あなたが考えられること

を書き出してみよう。 

①インドの水不足の解決策として，考えられることを書き出

してみよう。 

176 図 4 ＜添付別紙 19参照＞ ＜添付別紙 19参照＞ 

211 図 7 ＜添付別紙 19参照＞ ＜添付別紙 19参照＞ 

212 第 1問 問 1 ウ：地震があまり発生していないことから，安定陸
りく

塊
かい

（安定

大陸）に位置する Cの範囲だろう。 

ウ：地震があまり発生していないことから，安定地域（安定

陸
りく

塊
かい

）に位置する Cの範囲だろう。 

222 さくいん 安定陸塊（安定大陸） 安定地域（安定陸塊） 

巻末 4 図 14 国名の下の数値は消費量 国名の右の数値は消費量 

巻末 9 鉄鉱石 安定陸
りく

塊
かい

 安定地域 

巻末 10 世界の国々 ＜添付別紙 20参照＞ ＜添付別紙 20参照＞ 

巻末 10 
ヨーロッパ拡

大図 
＜添付別紙 20参照＞ ＜添付別紙 20参照＞ 

巻末 10 地球の表面積 5億 1007万 km 5億 1007万 km2 

 



原　　文

1別紙

111111 第１章　私たちが暮らす世界 1111 1111 1111 1111

1　下の文章を読んで，次の問いに答えなさい。
　地球上の位置は，緯

い

度
ど

と経度によって示すことができる。緯度は
0度から〔①　　　〕度までの南北の位置関係を示し，緯度0度の緯

い

線
せん

を〔②　　　〕とよぶ。緯度が高い地域ほど夏は昼の時間が長く，
北極圏

けん

や南極圏では日が沈
しず

んだあとも空が明るい〔③　　　〕という
現象がみられる。
　経度は〔④　　　〕度までの東西の位置関係を示しており，経度
〔⑤　　　〕度につき1時間の時差が生じる。国や地域ごとに標準時
が設定されており，ア経度0度の経線である〔⑥　　　〕線上の時刻
が基準となっている。また，日付変更線をまたがない限り，東に行
くほど時刻は【　イ　】。
⑴ 空

くう

欄
らん

①～⑥にあてはまる語句や数字を答えなさい。
⑵ 下線部アの経線が通る国として適当なものをA～Dから一つ選び
なさい。

　Aイギリス　　Bアメリカ合衆国　　Cドイツ　　D日本
⑶ 【　イ　】には「進んでいる」と「遅

おく

れている」のどちらが入るかを
答えなさい。

2　下の図1を見て，次の問いに答えなさい。
⑴ この地図について述べた文として適当なものを，以下のカ～ケ
から一つ選びなさい。

　カ 2地点を結んだ直線はすべて等角航路を示す。
　キ 面積が正しく表現されている。
　ク 2地点を結んだ直線はすべて正しい距

きょ

離
り

で表現される。
　ケ ニューヨークからみて明

あか

石
し

は東にある。

⑵ロサンゼルスとカイロの時差は何時間あるか。経線を参考にして
求めなさい。ただし，サマータイムを考

こう

慮
りょ

する必要はない。
⑶Ａ地点の対

たい

蹠
せき

点の緯度・経度を答えなさい。

3　下の表2は，ある四つの国の領土面積と人口，領海と排
はい

他
た

的経
済水域を合わせた面積，領土面積を1としたときの領海と排他的経
済水域を合わせた面積を示したものであり，サ～セは，アメリカ合
衆国，インドネシア，カナダ，日本のいずれかである。日本に該

がい

当
とう

するものをサ～セから一つ選んで記号で答えなさい。

4　国境や日本の領域について述べた文として適当なものを，以下
のタ～テから二つ選びなさい。

　タ 河川，山脈などの障
しょう

壁
へき

を境界とする国境を自然的国境という。
　チ 壁

かべ

などの人工物を境界とした国境のことを数理的国境という。
　ツ  日本の領土の南

なん

端
たん

は南
みなみ

鳥
とり

島
しま

，東
とう

端
たん

は沖
おき

ノ鳥
とり

島
しま

で，いずれも東
とう

京
きょう

都に属する。
　テ  日本は，択

え

捉
とろふ

島
とう

などからなる北
ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど

の返
へん

還
かん

をロシアに求め
ている。

表2 領海と排他的経済水域に関する資料
A：領土
面積
（万km2）

B：人口
（億人）
［2018年］

C：領海と排他的経済水域
を合わせた面積
（万km2）

D：領土面積を
1としたときの
Cの値

サ 983 3.3 762 0.8
シ 191 2.7 541 2.8
ス 998 0.4 470 0.5
セ 38 1.3 447 11.8

年　　月　　日

50点

解答　p.221

章末確認テスト

●緯度・経度
・地球上の位置は緯

い

度
ど

と経度で示すことができる。
・経度0度の経線である本初子午線は，イギリスのロ
ンドンにある旧グリニッジ天文台を通る。

・緯度0度の緯
い

線
せん

である赤道付近の低緯度では，地表
面が受け取る太陽エネルギーが大きい。

　→高緯度では，受け取る太陽エネルギーは小さい。
・赤道上では一年を通して昼夜の長さがほぼ同じだが，
高緯度ほど夏は昼が長く，冬は夜が長くなる。

　→北極圏
けん

や南極圏では，日
にち

没
ぼつ

後も薄
うす

明るいままの白
びゃく

　　夜
や

や，1日中太陽がのぼらない現象（極
きょく

夜
や

）がみられる。
・ 本初子午線上の時刻（グリニッジ標準時，GMT）は世界の時刻の基準で，地球の反対側にある経度180度にほぼ沿って日付変

へん

更
こう

線が引かれている。
・経度15度につき1時間ずらすことを原則に各国の標準時が定められており，2地点の標準時の差を時差という。

●地球儀と世界地図
・地

ち

球
きゅう

儀
ぎ

は地球と同
じ球形であるのに
対し，地図は平面
であり，面積・距

きょ

離
り

・方位・角度を
すべて同時に正し
く表現はできない。

●日本の位置と領域
・国境……自然の障

しょう

壁
へき

を境界とする自然的国境，人工物を境界とする人
じん

為
い

的国境　
（緯線・経線をもとにする境界は数理的国境）
・日本の東

とう

端
たん

は南
みなみ

鳥
とり

島
しま

，西
せい

端
たん

は与
よ

那
な

国
ぐに

島
じま

，北
ほく

端
たん

は択
え

捉
とろふ

島
とう

，南
なん

端
たん

は沖
おき

ノ鳥
とり

島
しま

である。
・排

はい

他
た

的経済水域では，漁業や資源の探査や採
さい

掘
くつ

などの経済活動を沿岸国が独
どく

占
せん

して行える。
　→沖ノ鳥島がなくなれば，日本は広大な排他的経済水域を失うことになるため，波の侵

しん

食
しょく

を防ぐ護岸工事を行った。

緯
い

度
ど

・経度がわかっている地点の対
たい

蹠
せき

点を求めることができる。
世界のさまざまな都市が東

とう

京
きょう

から見てどの方位にあるかを調べるためにはどのような図法の地図を選ぶとよいかがわかる。
地球儀

ぎ

を用いて，ある1地点から見て真東に位置する地域を確認することができる。
排
はい

他
た

的経済水域（EEZ）で沿岸国が認められていることを一つ以上説明できる。

私たちが暮らす世界
第1章第1編

まとめ

クイズに
取り組もう

図1 経度0度を中央にしたメルカトル図法の世界地図
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排他的経済水域 領土

（200海里）

（日本は
　　12海里）

領空
領海

干
潮
時
の海

岸
線

はい た

中心からの距離と方位が正しく
 表現されている正距方位図法

面積が正しく表現されている
モルワイデ図法

角度が正しく表現されている
メルカトル図法

1（1）各3点，（2）・（3）3点，2各5点，35点，4各3点

確認しよう 学習したことが身についたかどうかを確認しよう。
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111111 第１章　私たちが暮らす世界 1111 1111 1111 1111

1　下の文章を読んで，次の問いに答えなさい。
　地球上の位置は，緯

い

度
ど

と経度によって示すことができる。緯度は
0度から〔①　　　〕度までの南北の位置関係を示し，緯度0度の緯

い

線
せん

を〔②　　　〕とよぶ。緯度が高い地域ほど夏は昼の時間が長く，
北極圏

けん

や南極圏では日が沈
しず

んだあとも空が明るい〔③　　　〕という
現象がみられる。
　経度は〔④　　　〕度までの東西の位置関係を示しており，経度
〔⑤　　　〕度につき1時間の時差が生じる。国や地域ごとに標準時
が設定されており，ア経度0度の経線である〔⑥　　　〕線上の時刻
が基準となっている。また，日付変更線をまたがない限り，東に行
くほど時刻は【　イ　】。
⑴ 空

くう

欄
らん

①～⑥にあてはまる語句や数字を答えなさい。
⑵ 下線部アの経線が通る国として適当なものをA～Dから一つ選び
なさい。

　Aイギリス　　Bアメリカ合衆国　　Cドイツ　　D日本
⑶ 【　イ　】には「進んでいる」と「遅

おく

れている」のどちらが入るかを
答えなさい。

2　下の図1を見て，次の問いに答えなさい。
⑴ この地図について述べた文として適当なものを，以下のカ～ケ
から一つ選びなさい。

　カ 2地点を結んだ直線はすべて等角航路を示す。
　キ 面積が正しく表現されている。
　ク 2地点を結んだ直線はすべて正しい距

きょ

離
り

で表現される。
　ケ ニューヨークからみて明

あか

石
し

は東にある。

⑵ロサンゼルスとカイロの時差は何時間あるか。経線を参考にして
求めなさい。ただし，サマータイムを考

こう

慮
りょ

する必要はない。
⑶Ａ地点の対

たい

蹠
せき

点の緯度・経度を答えなさい。

3　下の表2は，ある四つの国の領土面積と人口，領海と排
はい

他
た

的経
済水域を合わせた面積，領土面積を1としたときの領海と排他的経
済水域を合わせた面積を示したものであり，サ～セは，アメリカ合
衆国，インドネシア，カナダ，日本のいずれかである。日本に該

がい

当
とう

するものをサ～セから一つ選んで記号で答えなさい。

4　国境や日本の領域について述べた文として適当なものを，以下
のタ～テから二つ選びなさい。

　タ 河川，山脈などの障
しょう

壁
へき

を境界とする国境を自然的国境という。
　チ 壁

かべ

などの人工物を境界とした国境のことを数理的国境という。
　ツ  日本の領土の南

なん

端
たん

は南
みなみ

鳥
とり

島
しま

，東
とう

端
たん

は沖
おき

ノ鳥
とり

島
しま

で，いずれも東
とう

京
きょう

都に属する。
　テ  日本は，択

え

捉
とろふ

島
とう

などからなる北
ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど

の返
へん

還
かん

をロシアに求め
ている。

表2 領海と排他的経済水域に関する資料
A：領土
面積

（万km2）

B：人口
（億人）
［2018年］

C：領海と排他的経済水域
を合わせた面積

（万km2）

D：領土面積を
1としたときの
Cの値

サ 983 3.3 762 0.8
シ 191 2.7 541 2.8
ス 998 0.4 470 0.5
セ 38 1.3 447 11.8

年　　月　　日

50点

解答　p.221

章末確認テスト

●緯度・経度
・地球上の位置は緯

い

度
ど

と経度で示すことができる。
・経度0度の経線である本初子午線は，イギリスのロ
ンドンにある旧グリニッジ天文台を通る。

・緯度0度の緯
い

線
せん

である赤道付近の低緯度では，地表
面が受け取る太陽エネルギーが大きい。

　→高緯度では，受け取る太陽エネルギーは小さい。
・赤道上では一年を通して昼夜の長さがほぼ同じだが，
高緯度ほど夏は昼が長く，冬は夜が長くなる。

　→北極圏
けん

や南極圏では，日
にち

没
ぼつ

後も薄
うす

明るいままの白
びゃく

　　夜
や

や，1日中太陽がのぼらない現象（極
きょく

夜
や

）がみられる。
・ 本初子午線上の時刻（グリニッジ標準時，GMT）は世界の時刻の基準で，地球の反対側にある経度180度にほぼ沿って日付変

へん

更
こう

線が引かれている。
・経度15度につき1時間ずらすことを原則に各国の標準時が定められており，2地点の標準時の差を時差という。

●地球儀と世界地図
・地

ち

球
きゅう

儀
ぎ

は地球と同
じ球形であるのに
対し，地図は平面
であり，面積・距

きょ

離
り

・方位・角度を
すべて同時に正し
く表現はできない。

●日本の位置と領域
・国境……自然の障

しょう

壁
へき

を境界とする自然的国境，人工物を境界とする人
じん

為
い

的国境　
（緯線・経線をもとにする境界は数理的国境）
・日本の東

とう

端
たん

は南
みなみ

鳥
とり

島
しま

，西
せい

端
たん

は与
よ

那
な

国
ぐに

島
じま

，北
ほく

端
たん

は択
え

捉
とろふ

島
とう

，南
なん

端
たん

は沖
おき

ノ鳥
とり

島
しま

である。
・排

はい

他
た

的経済水域では，漁業や資源の探査や採
さい

掘
くつ

などの経済活動を沿岸国が独
どく

占
せん

して行える。
　→沖ノ鳥島がなくなれば，日本は広大な排他的経済水域を失うことになるため，波の侵

しん

食
しょく

を防ぐ護岸工事を行った。

緯
い

度
ど

・経度がわかっている地点の対
たい

蹠
せき

点を求めることができる。
世界のさまざまな都市が東

とう

京
きょう

から見てどの方位にあるかを調べるためにはどのような図法の地図を選ぶとよいかがわかる。
地球儀

ぎ

を用いて，ある1地点から見て真東に位置する地域を確認することができる。
排
はい

他
た

的経済水域（EEZ）で沿岸国が認められていることを一つ以上説明できる。

私たちが暮らす世界
第1章第1編

まとめ

クイズに
取り組もう

図1 経度0度を中央にしたメルカトル図法の世界地図

180°165° 165°150°135°120°105°90° 75° 60° 45° 30° 15°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

45°

75°

60°

1日のゴール 1日のスタート
西　経 東　経

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°105°120°135°150°165°180°165°150°

日
付
変
更
線

日
付
変
更
線

ひ
づ
け
へ
ん
こ
う
せ
ん

明石
あか し

ロンドン

カイロ

ニューヨークロサンゼルス

A

ロサンゼルスとカイロの経度の差

75° 75°

75°

60°
60°

60°

45°
45°

45°

45°

30°

30°

30°

30°

15°

15°

15°

0°

15°

北極圏
（北緯約66.6度の緯線）

北極点

南極点

北回帰線
（北緯約23.4度の
  緯線）

い  せん

南回帰線
（南緯約23.4度の
緯線）

赤道
（0度の緯線）

い ど

緯度

経度

なん い

南緯

ほく い

北緯

西経

東経

北極点

赤道

赤道

北半球

南半球
けん

南極圏
（南緯約66.6度の
緯線）

けん

ほん せんし ごしょ

本初子午線
（0度の経線）

ロンドン
（イギリス）

自転の方向

0°0°

「°」は度を示す。

90°

90°

105°

105°

15°
15°

75°

75°

30°

30° 120°

120°

135°

135°

150°

150°
165°

165°180°

45°

45°

60°

60°

0°

南極点

公海

排他的経済水域 領土

（200海里）

（日本は
　　12海里）

領空
領海

干
潮
時
の海

岸
線

はい た

中心からの距離と方位が正しく
 表現されている正距方位図法

面積が正しく表現されている
モルワイデ図法

角度が正しく表現されている
メルカトル図法

1（1）各3点，（2）・（3）3点，2各5点，35点，4各3点

確認しよう 学習したことが身についたかどうかを確認しよう。
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5

10

15

5

10

海底にも陸上と同じように山（海山）があって，個々の海山に名
めい

称
しょう

もつい
ているんだ。星座にちなんだ「ふたご座海山」なんてものもあるよ。

地形や土地利用の歴史が
ひと目でわかる。

地形図のルール
5

地形図からどのようなことが読み取れるのだろうか。

地形図から読み取ることのできる内容を選びなさい。
［川の水温，海

かい

溝
こう

の深さ，全国の天気，山の地形］
地形図に比べたときの地理院地図の長所を本文から抜き出し
て答えなさい。チェックA チェックB

22万5千分の1地形図「猫
ねこ

實
ざね

」（1919年発行，70％に縮小）12万5千分の1地形図「浦
うら

安
やす

」（2015年発行，70％に縮小）

5「地理院地図」で富
ふ

士
じ

山
さん

周辺を表示した例（2020年1月閲覧，ズームレ
ベル16）　地理院地図では画面左下のスケールバーで縮尺を確認できる。

6「地理院地図Globe」で富
ふ

士
じ

山
さん

周辺を3次元表示した例（2020年1月閲
覧）　高さを1.5倍に強調している。

7地図記号の移
り変わり【国土
地理院資料】　
過去の地形図を
見る際には，地
図記号の変化に
注意する。

8「地理院地図」
で平成30年7月
豪
ごう

雨
う

の浸
しん

水
すい

被
ひ

害
がい

の様子を撮
さつ

影
えい

し
た空中写真を表
示した例（岡

おか

山
やま

県倉
くら

敷
しき

市，2020
年2月閲覧）　空
中写真に推定浸
水範

はん

囲
い

の情報を
重ねることもで
きる。

　地形図には，同じ高さの地点を線で結んだ
等高線が引かれていて，この等高線から土地
の起

き

伏
ふく

がわかる。等高線の間
かん

隔
かく

がせまいとこ
ろは標高の変化が大きく，急傾

けい

斜
しゃ

であること
を意味する。逆に等高線の間隔が広いところ
では，傾斜はゆるやかである。

等高線を読み取ろう5

傾斜が急 傾斜がゆるやか

m
100

0
20
40
60
80

80
7060

50
40
3020

10

9等高線をもとにした断面図　等高線を読み取っ
て断面図を完成させよう。

4縮尺と等高線の種類

等高線の種類 5万分の1 2万5千分の1
計曲線 100mごと 50mごと
主曲線 20mごと 10mごと

3測量の基準点

三角点（ ） 水準点（ ） 電子基準点（　 ）
山頂などの見晴ら
しのよい場所に設
置され，水平位置
の基準となる。

主要道路沿いに約
2kmおきに設置さ
れており，標高の
基準となる。

高さ5mほどの金
属製の基準点であ
る。GNSS（p.29）
を連続して観測し，
位置の変動を監視
している。

平成25年図式（2013年）で廃止されたおもな記号

2000年以降に追加された記号

移り変わり（　　　などは改訂・追加された年）1885年

植生界 工場

自衛隊

森林管理署

桑畑建物密集地

（無記号）→田 畑乾田乾田

水田（湿田）水田 田

沼田沼田

小・中学校

高等学校

小・中学校
高等学校
学校

1965年

図書館

2002年

博物館

2002年

風車

2006年

老人ホーム

2006年

自然災害
伝承碑

2019年

1955年1917年 1965年 1986年1891年

　　　　　　　　　　　　　国土地理院発行の地形図は，地表を測

量した結果などを編集し，さまざまな

事象を決められた図式で記号化し，紙の上に描
えが

いた一
いっ

般
ぱん

図である。

縮尺には1万分の1，2万5千分の1，5万分の1などがあり，現在

は2万5千分の1地形図が更
こう

新
しん

·発行されている。地形図には，海や山，

川などの地形，鉄道や道路，市役所などの人工物，森林や水田 ·畑

などの植
しょく

生
せい

·土地利用，市区町村界などの境界，三角点などの測量

の基準が地図記号で示されている。また，注記として地名や施
し

設
せつ

名

が示されている。地形は等高線と陰
いん

影
えい

で表現され，起
き

伏
ふく

を詳
しょう

細
さい

に読

み取ることができるため，登山でもよく使われる。

　地形図には多様な情報が盛りこまれており，地形と土地利用の関

係や，駅と市街地の関係など，地域のさまざまな事象間の関係を読

地形図の役割

12

3

p.36 4

み取ることができる。日本の地形図は明
めい

治
じ

時代から長期にわたり整

備が続けられてきたので，新旧の地形図を比
ひ

較
かく

することで，地域の

変
へん

遷
せん

を容易に知ることができる。地形図の読み取りにより，多くの

情報が得られるため，地域調査の際に活用できる。

　　　　　　　　　　　　　かつての地形図は手作業で作成されて

いたが，近年ではデジタル化されたデ

ータである電子国土基本図をもとに作成されている。この電子国土

基本図をインターネットから閲
えつ

覧
らん

できるようにしたものが国土地理

院の地理院地図サイトである。

　地理院地図では，電子国土基本図を切れ目なく表示するほか，新

旧の空中写真や標高の段
だん

彩
さい

図，治
ち

水
すい

地形分類図などの主題図も表示

できる。紙の地形図と異なり頻
ひん

繁
ぱん

に更新され，新幹線や高速道路の

開通といった重要な変化は，その日のうちに地図に反映される場合

もある。大規模な自然災害がおこった場合は，撮
さつ

影
えい

された被
ひ

災
さい

地の

空中写真が速
すみ

やかに公開されるなど，災害対応に貢
こう

献
けん

している。

p.29・205

地理院地図

p.218

56

8
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5

10

15

5

10

世界遺産の登録数やワインの輸出量など，さまざまなテーマのカルトグラ
ムを公開している”Worldmapper”という海外のウェブサイトがあるよ。

このテーマ，
どんな地図で表すべきか。

主題図の種類と読み取り
6

統計地図を作成するには，どのような点に注意したらよいだろう
か。

都道府県ごとの人口密度を示すのに適切な表現方法を選
びなさい。［階級区分図，図形表現図，流線図］

日本国内の経済現象の主題図から分布を読み取る際には，ど
ことどこを対比するとよいか，本文を読んで答えなさい。チェックA チェックB

8東
とう

京
きょう

都心からの
距
きょ

離
り

と人口増加率
（2010～2015年）
【国勢調査】

7統計地図の種類

E気候帯の分布（上）と世界の人口密度（下）【Diercke 
Weltatlas 2015ほか】

　

日本の主題図を読み取ろう6

9渓
けい

谷
こく

のよび方

Q商業の年間販売額

0「しもやけ」のよび方

Wおもな発電所の分布

東―西型 日本海―太平洋型

大都市圏
けん

―非大都市圏型 内陸―沿岸型

生活習慣や風
ふう

俗
ぞく

などの伝統
文化に関係することが多
い。

近代化・工業化・都市化の
度合いに関係することが多
い。

気候条件に影
えい

響
きょう

を受けた風
土のちがいに関係すること
が多い。

地形などの自然環
かん

境
きょう

や伝統
産業のちがいに関係するこ
とが多い。

　日本の主題図における事象（物事や現象）の分布を4パターン例示する。ただし，いずれにも該
がい

当
とう

しない場合もある。

1階級区分図の例（都道府県別人口密度，2015
年）

2図形表現図の例（肉牛の飼育頭数，2020年） 3ドットマップの例（水田に利用されている
土地，2018年）

4流線図の例（東
とう

京
きょう

都，大
おお

阪
さか

府，愛
あい

知
ち

県，福
ふく

岡
おか

県への人口移動，2020年）
5等値線図の例（日本の1月の降水量） 6カルトグラムの例（都道府県別人口，2015年）

分類 統計数値の例 適した地図の例

絶対分布図

人口，商店の数，羊の
飼育頭数，降水量など
の絶対値

・ドットマップ
・等値線図
・図形表現図
・カルトグラム

相対分布図
人口密度，人口１万人
あたりの乗用車数など
の相対値

・階級区分図
・等値線図
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N
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▲▲

▲
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▲

ユキヤケなど
シモヤケ,
シモバレなど
その他

▲

100km0 100km0

水力発電所
火力発電所
原子力発電所

［2020年現在］

＊
＊廃炉が決まった
　発電所を含む

400km0

N

100人/k㎡以上
10～100人

1～10人
1人未満

0゜

4000km0

【国勢調査】

【国土数値情報土地利用
3次メッシュデータ】

【『電気事業便覧』
ほか】

【国立国語研究所資料】

【数値地図
25000】

4億円以上
2～4億円
2億円未満

1事業所あたり

［2016年］

400km0

N

2000人/km2以上
1000～2000
500～1000
200～500
200人/km2未満

人口密度

200km0

N

［2015年］

【国勢調査】

50万頭
肉用牛の飼育頭数

10万頭
5万頭

200km0

N

［2020年］

【畜産統計調査】

東京都への移動者
愛知県への移動者
大阪府への移動者
福岡県への移動者
1万人以上
5000人～1万人未満

200km0

N

［2020年］

【住民基本台帳
　人口移動報告年報】

400mm以上
200～400mm
100～200mm
50～100mm
50mm未満
未観測

【気象庁資料】
＊数値は1月平均降水量
　（1981～2010年）

200km0

N

熱帯
乾燥帯

温帯
寒帯・亜寒帯

0゜

4000km0

【商業統計】

　　　　　　　　　　　　　道路や観光など，特定の主題に着目し

て表現した地図を主題図という。主題

図のなかでも統計数値を用いて数量や分布を示したものを統計地図

という。統計地図を作成する場合，データの種類に応じてさまざま

な表現方法を用いる。

　都道府県など地域ごとの人口密度や高
こう

齢
れい

者の割合のような，相対

値のデータを統計地図で示す場合は，内部を色や模様で区分した階

級区分図として示すことが多い。この場合，面的な個々の地域内部

を同一の値とみなすことになる。一方，人口や耕地面積のように，

地域内のデータを集計した絶対値のデータの場合は，面積が広い地

域ほど数値が大きくなる傾
けい

向
こう

があり，階級区分図で示すと解
かい

釈
しゃく

を誤

る可能性がある。そのため，地域内に円の大きさなどで数値を示し

た図形表現図を用いる。

主題図と統計地図

7

11

2

　ほかにも，分布を点で示すドットマップ，人やものの移動方向や

量を示す流線図，同じ値の地点を結んで線で示す等値線図，地図上

の面積を数値に比例させたカルトグラム（変形地図）などがある。

　　　　　　　　　　　　　主題図を読み取って分布を説明する際

には，分布に関連する要素を考えるこ

とが重要である。例えば日本の主題図に関しては，経済現象では大

都市圏
けん

と非大都市圏，気候に関連した現象では日本海側と太平洋側，

文化面では東日本と西日本といったように，それぞれを対比して関

連づけることで説明できることも多い。また，都市に関する主題図

の場合は都心からの距
きょ

離
り

から，世界の国別の主題図では先進国と発

展途
と

上
じょう

国との対比などから考えることもできる。

　さらに考察を深めるには，ほかの主題図との比
ひ

較
かく

も役立つ。世界

の人口密度と気候の分布図を並べると，熱帯と温帯で人口密度が高

く，乾
かん

燥
そう

帯や寒帯・亜
あ

寒帯（冷帯）では低いことがわかる。ここから，

気候が植生や農業に影
えい

響
きょう

し，さらに人口密度に影響する関係が推測

できる。

3

4 5

6

主題図を読み取る

Q 0

9

8

p.218

E

1わかりやすい階級区分図を作成するには，データ
の数値を見ながら，試行錯

さく

誤
ご

して区分の数や区分する
値を決める必要がある。（p.54）
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5

10

15

5

10

海底にも陸上と同じように山（海山）があって，個々の海山に名
めい

称
しょう

もつい
ているんだ。星座にちなんだ「ふたご座海山」なんてものもあるよ。

地形や土地利用の歴史が
ひと目でわかる。

地形図のルール
5

地形図からどのようなことが読み取れるのだろうか。

地形図から読み取ることのできる内容を選びなさい。
［川の水温，海

かい

溝
こう

の深さ，全国の天気，山の地形］
地形図に比べたときの地理院地図の長所を本文から抜き出し
て答えなさい。チェックA チェックB

22万5千分の1地形図「猫
ねこ

實
ざね

」（1919年発行，70％に縮小）12万5千分の1地形図「浦
うら

安
やす

」（2015年発行，70％に縮小）

5「地理院地図」で富
ふ

士
じ

山
さん

周辺を表示した例（2020年1月閲覧，ズームレ
ベル16）　地理院地図では画面左下のスケールバーで縮尺を確認できる。

6「地理院地図Globe」で富
ふ

士
じ

山
さん

周辺を3次元表示した例（2020年1月閲
覧）　高さを1.5倍に強調している。

7地図記号の移
り変わり【国土
地理院資料】　
過去の地形図を
見る際には，地
図記号の変化に
注意する。

8「地理院地図」
で平成30年7月
豪
ごう

雨
う

の浸
しん

水
すい

被
ひ

害
がい

の様子を撮
さつ

影
えい

し
た空中写真を表
示した例（岡

おか

山
やま

県倉
くら

敷
しき

市，2020
年2月閲覧）　空
中写真に推定浸
水範

はん

囲
い

の情報を
重ねることもで
きる。

　地形図には，同じ高さの地点を線で結んだ
等高線が引かれていて，この等高線から土地
の起

き

伏
ふく

がわかる。等高線の間
かん

隔
かく

がせまいとこ
ろは標高の変化が大きく，急傾

けい

斜
しゃ

であること
を意味する。逆に等高線の間隔が広いところ
では，傾斜はゆるやかである。

等高線を読み取ろう5

傾斜が急 傾斜がゆるやか

m
100

0
20
40
60
80

80
7060

50
40
3020

10

9等高線をもとにした断面図　等高線を読み取っ
て断面図を完成させよう。

4縮尺と等高線の種類

等高線の種類 5万分の1 2万5千分の1
計曲線 100mごと 50mごと
主曲線 20mごと 10mごと

3測量の基準点

三角点（ ） 水準点（ ） 電子基準点（　 ）
山頂などの見晴ら
しのよい場所に設
置され，水平位置
の基準となる。

主要道路沿いに約
2kmおきに設置さ
れており，標高の
基準となる。

高さ5mほどの金
属製の基準点であ
る。GNSS（p.29）
を連続して観測し，
位置の変動を監視
している。

平成25年図式（2013年）で廃止されたおもな記号

2000年以降に追加された記号

移り変わり（　　　などは改訂・追加された年）1885年

植生界 工場

自衛隊

森林管理署

桑畑建物密集地

（無記号）→田 畑乾田乾田

水田（湿田）水田 田

沼田沼田

小・中学校

高等学校

小・中学校
高等学校
学校

1965年

図書館

2002年

博物館

2002年

風車

2006年

老人ホーム

2006年

自然災害
伝承碑

2019年

1955年1917年 1965年 1986年1891年

　　　　　　　　　　　　　国土地理院発行の地形図は，地表を測

量した結果などを編集し，さまざまな

事象を決められた図式で記号化し，紙の上に描
えが

いた一
いっ

般
ぱん

図である。

縮尺には1万分の1，2万5千分の1，5万分の1などがあり，現在

は2万5千分の1地形図が更
こう

新
しん

·発行されている。地形図には，海や山，

川などの地形，鉄道や道路，市役所などの人工物，森林や水田 ·畑

などの植
しょく

生
せい

·土地利用，市区町村界などの境界，三角点などの測量

の基準が地図記号で示されている。また，注記として地名や施
し

設
せつ

名

が示されている。地形は等高線と陰
いん

影
えい

で表現され，起
き

伏
ふく

を詳
しょう

細
さい

に読

み取ることができるため，登山でもよく使われる。

　地形図には多様な情報が盛りこまれており，地形と土地利用の関

係や，駅と市街地の関係など，地域のさまざまな事象間の関係を読

地形図の役割

12

3

p.36 4

み取ることができる。日本の地形図は明
めい

治
じ

時代から長期にわたり整

備が続けられてきたので，新旧の地形図を比
ひ

較
かく

することで，地域の

変
へん

遷
せん

を容易に知ることができる。地形図の読み取りにより，多くの

情報が得られるため，地域調査の際に活用できる。

　　　　　　　　　　　　　かつての地形図は手作業で作成されて

いたが，近年ではデジタル化されたデ

ータである電子国土基本図をもとに作成されている。この電子国土

基本図をインターネットから閲
えつ

覧
らん

できるようにしたものが国土地理

院の地理院地図サイトである。

　地理院地図では，電子国土基本図を切れ目なく表示するほか，新

旧の空中写真や標高の段
だん

彩
さい

図，治
ち

水
すい

地形分類図などの主題図も表示

できる。紙の地形図と異なり頻
ひん

繁
ぱん

に更新され，新幹線や高速道路の

開通といった重要な変化は，その日のうちに地図に反映される場合

もある。大規模な自然災害がおこった場合は，撮
さつ

影
えい

された被
ひ

災
さい

地の

空中写真が速
すみ

やかに公開されるなど，災害対応に貢
こう

献
けん

している。

p.29・205

地理院地図

p.218

56

8
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5

10

15

5

10

世界遺産の登録数やワインの輸出量など，さまざまなテーマのカルトグラ
ムを公開している”Worldmapper”という海外のウェブサイトがあるよ。

このテーマ，
どんな地図で表すべきか。

主題図の種類と読み取り
6

統計地図を作成するには，どのような点に注意したらよいだろう
か。

都道府県ごとの人口密度を示すのに適切な表現方法を選
びなさい。［階級区分図，図形表現図，流線図］

日本国内の経済現象の主題図から分布を読み取る際には，ど
ことどこを対比するとよいか，本文を読んで答えなさい。チェックA チェックB

8東
とう

京
きょう

都心からの
距
きょ

離
り

と人口増加率
（2010～2015年）
【国勢調査】

7統計地図の種類

E気候帯の分布（上）と世界の人口密度（下）【Diercke 
Weltatlas 2015ほか】

　

日本の主題図を読み取ろう6

9渓
けい

谷
こく

のよび方

Q商業の年間販売額

0「しもやけ」のよび方

Wおもな発電所の分布

東―西型 日本海―太平洋型

大都市圏
けん

―非大都市圏型 内陸―沿岸型

生活習慣や風
ふう

俗
ぞく

などの伝統
文化に関係することが多
い。

近代化・工業化・都市化の
度合いに関係することが多
い。

気候条件に影
えい

響
きょう

を受けた風
土のちがいに関係すること
が多い。

地形などの自然環
かん

境
きょう

や伝統
産業のちがいに関係するこ
とが多い。

　日本の主題図における事象（物事や現象）の分布を4パターン例示する。ただし，いずれにも該
がい

当
とう

しない場合もある。

1階級区分図の例（都道府県別人口密度，2015
年）

2図形表現図の例（肉牛の飼育頭数，2020年） 3ドットマップの例（水田に利用されている
土地，2018年）

4流線図の例（東
とう

京
きょう

都，大
おお

阪
さか

府，愛
あい

知
ち

県，福
ふく

岡
おか

県への人口移動，2020年）
5等値線図の例（日本の1月の降水量） 6カルトグラムの例（都道府県別人口，2015年）

分類 統計数値の例 適した地図の例

絶対分布図

人口，商店の数，羊の
飼育頭数，降水量など
の絶対値

・ドットマップ
・等値線図
・図形表現図
・カルトグラム

相対分布図
人口密度，人口１万人
あたりの乗用車数など
の相対値

・階級区分図
・等値線図

200km0

N

1個あたり150ha

30km
50km

増加
0～5％
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5％以上
減少

100km0
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谷
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【商業統計】

　　　　　　　　　　　　　道路や観光など，特定の主題に着目し

て表現した地図を主題図という。主題

図のなかでも統計数値を用いて数量や分布を示したものを統計地図

という。統計地図を作成する場合，データの種類に応じてさまざま

な表現方法を用いる。

　都道府県など地域ごとの人口密度や高
こう

齢
れい

者の割合のような，相対

値のデータを統計地図で示す場合は，内部を色や模様で区分した階

級区分図として示すことが多い。この場合，面的な個々の地域内部

を同一の値とみなすことになる。一方，人口や耕地面積のように，

地域内のデータを集計した絶対値のデータの場合は，面積が広い地

域ほど数値が大きくなる傾
けい

向
こう

があり，階級区分図で示すと解
かい

釈
しゃく

を誤

る可能性がある。そのため，地域内に円の大きさなどで数値を示し

た図形表現図を用いる。

主題図と統計地図

7
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2

　ほかにも，分布を点で示すドットマップ，人やものの移動方向や

量を示す流線図，同じ値の地点を結んで線で示す等値線図，地図上

の面積を数値に比例させたカルトグラム（変形地図）などがある。

　　　　　　　　　　　　　主題図を読み取って分布を説明する際

には，分布に関連する要素を考えるこ

とが重要である。例えば日本の主題図に関しては，経済現象では大

都市圏
けん

と非大都市圏，気候に関連した現象では日本海側と太平洋側，

文化面では東日本と西日本といったように，それぞれを対比して関

連づけることで説明できることも多い。また，都市に関する主題図

の場合は都心からの距
きょ

離
り

から，世界の国別の主題図では先進国と発

展途
と

上
じょう

国との対比などから考えることもできる。

　さらに考察を深めるには，ほかの主題図との比
ひ

較
かく

も役立つ。世界

の人口密度と気候の分布図を並べると，熱帯と温帯で人口密度が高

く，乾
かん

燥
そう

帯や寒帯・亜
あ

寒帯（冷帯）では低いことがわかる。ここから，

気候が植生や農業に影
えい

響
きょう

し，さらに人口密度に影響する関係が推測

できる。

3
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6

主題図を読み取る

Q 0

9

8

p.218

E

1わかりやすい階級区分図を作成するには，データ
の数値を見ながら，試行錯

さく

誤
ご

して区分の数や区分する
値を決める必要がある。（p.54）
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産油国として知られるアラブ首長国連邦（UAE）には，出稼ぎ労働者が
多くて，年齢別・性別の人口構成では20〜40代の男性が多いんだよ。

仕事に，旅行に。
人々は外国をめざす。

国境をこえる人々の移動
10

人々が外国へ移動する理由にはどのようなものがあるのだろう
か。

外国から観光客が訪れてくる旅行のことを何とよぶか，
答えなさい。

出稼ぎ労働者はどのような国に就業機会を求めるか，本文や
図3を参考にして答えなさい。チェックA チェックB

1農場で働くメキシコ系の出稼
かせ

ぎ労働者（アメリカ・カリフォルニ
ア州，2017年）

３１3OECD加盟国へのおもな人々の移
動  と  各  国  ・  地  域  の  一  人  あ  た  り  国  民  総  所  得 
（2017年）【OECD資料ほか】

観光をめぐる問題

　観光開発は世界各地で進めら
れ，その経済効果に期待が寄せら
れてきたが，観光開発による環

かん

境
きょう

破
は

壊
かい

や経済的搾
さく

取
しゅ

，地域社会との
摩
ま

擦
さつ

などの問題も生じている。こ
れらの問題を克

こく

服
ふく

するために従来
の観光にかわる新たな観光形態
（オルタナティブ・ツーリズム）が
模索されるようになり，その一つ
にエコツーリズム（p.218）があげら
れる。

30000ドル以上
5000～30000ドル
5000ドル未満
資料なし

一人あたり国民総所得（GNI)

おもな人々の移動［2017年］
10万人以上
5～10万人

0゜

6日本人海外旅行者数，訪日外国人旅行者数の移り変
わり【日本政府観光局（JNTO）資料】

1000km0

8多くの外国人観光客が訪
おとず

れる平和記念公園（広
ひろ

島
しま

県
広島市，2017年）

2日本における外
国人労働者数の移
り変わりと出身地
域・国の内訳
【厚生労働省資料】

4世界の観光客数の移り変わりと観光客の出身地域の
割合の変化【UNWTO資料】　アジア・太平洋地域か
らの観光客の増加が読み取れる。

100 120 140 160 180
万人

0 20 40 60 80

2000年

1995年

2005年

2006年

2008年

2010年

2020年

2015年

東アジア

中国 フィリピン ベトナム
ブラジル

その他

その他

韓国 ペルー

ラテンアメリカ

東南アジア

2007年の前後で統計が異なるため
数値は連続しない。（               　　　　  ）
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観光客などの移動
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5プラスチック製品の持ちこみを禁止す
る看

かん

板
ばん

（ネパール，2019年）

7各国・地域のGNIに占
し

める観光収入の割合と人々
の移動（2017年）【UNWTO資料ほか】　ヨーロッパ内
では温暖なスペインやイタリアへの移動がめだつ。
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万人

2感
かん

染
せん

症
しょう

が発生すると，グローバルな人の移動が制
限されることがある。2020年に新型コロナウイルス
感染症が世界的に流行したときには，感染拡大を防ぐ
ために特定の国・地域の人々に対し渡

と

航
こう

・入国制限や，
行動制限措

そ

置
ち

がとられた。日本では観光客数が激減し，
観光産業をはじめ諸産業に甚

じん

大
だい

な影
えい

響
きょう

がおよんだ。

　　　　　　　　　　　　　交通網
もう

や情報通信網の発達にともな

い，国境をこえて移動する人口が増加

してきた。観光客はもとより，企
き

業
ぎょう

の多
た

国
こく

籍
せき

化にともなう駐
ちゅう

在
ざい

員と

その家族，より高い賃金を求めて先進国や新
しん

興
こう

国
こく

，産油国に就
しゅう

労
ろう

機

会を求める出稼
かせ

ぎ労働者が増加し，政情不安や環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

によって居

住地を離
はな

れなければならなくなった難民も増加している。こうした

国際的な人々の移動を通じて，地域 ·国家間のつながりはますます

緊
きん

密
みつ

になってきている。

　労働力不足が問題化している多くの先進国では，外国人労働者が

重要な働き手となっている。人の移動が拡大するにつれて，多様な

文化的背景をもつ人々との多文化共生社会の実現が求められている。

　　　　　　　　　　　　　観光産業は世界全体の国内総生産

（GDP）の約10％を占
し

めるほどに成長

拡大する人の移動 p.40 p.42

p.218 p.2181

p.150・2203

2

観光産業の拡大発展
Gross Domestic Product

し（2017年），各地で観光産業の経済効果への期待が高まっている。

　国境をこえる観光客数は，2001年のアメリカ同時多発テロや2008

年ごろの世界金
きん

融
ゆう

危機などの国際情勢の影
えい

響
きょう

で一時的に減少したが，

長期的には増加傾
けい

向
こう

にある。1960年代半
なか

ばには世界の観光客数は約

1億人で，その多くが欧
おう

米
べい

諸国の人々で占められていた。その後，

中
ちゅう

国
ごく

などの新興国で生活水準が向上すると，国境をこえる観光客数

は急増し，2010年代には10億人を上回った。こうした観光客増加

の要因の一つに，格
かく

安
やす

航空会社（LCC）の台頭があげられる。

　日本では，1970年ごろに日本人海外旅行者が訪日外国人旅行者

数を上回り，1980年代半ばから90年代末にかけて円高を背景に急

増した。2008年に関連産業への波
は

及
きゅう

効果の大きい観光産業の発展

をめざして観光庁が設置され，インバウンド·ツーリズムが推進さ

れてきた。このような動きを背景に訪日観光ビザ（査
さ

証
しょう

）の要件が緩
かん

和
わ

され，訪日外国人旅行者数は，2015年に日本人海外旅行者数を

上回り，2018年には3000万人をこえた。

4

1 2

Low Cost Carrier

p.2186

83

3外国から観光客が訪
おとず

れてくる旅行。他方，海外に
出かける旅行はアウトバウンド・ツーリズムとよぶ。

12007年にアメリカ合衆国で低所得者向け住宅ロー
ン（サブプライムローン）の回収が不能となった問題が
引き金となり，2008年にアメリカ合衆国の大手投資
銀行が経営破

は

綻
たん

すると，混乱は世界中に広がり，世界
金
きん

融
ゆう

危機（リーマンショック）が発生した。
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多くて，年齢別・性別の人口構成では20〜40代の男性が多いんだよ。
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人々が外国へ移動する理由にはどのようなものがあるのだろう
か。

外国から観光客が訪れてくる旅行のことを何とよぶか，
答えなさい。

出稼ぎ労働者はどのような国に就業機会を求めるか，本文や
図3を参考にして答えなさい。チェックA チェックB

1農場で働くメキシコ系の出稼
かせ

ぎ労働者（アメリカ・カリフォルニ
ア州，2017年）

３１3OECD加盟国へのおもな人々の移
動  と  各  国  ・  地  域  の  一  人  あ  た  り  国  民  総  所  得 
（2017年）【OECD資料ほか】
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れ，その経済効果に期待が寄せら
れてきたが，観光開発による環
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，地域社会との
摩
ま
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などの問題も生じている。こ
れらの問題を克

こく

服
ふく

するために従来
の観光にかわる新たな観光形態
（オルタナティブ・ツーリズム）が
模索されるようになり，その一つ
にエコツーリズム（p.218）があげら
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らの観光客の増加が読み取れる。
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密
みつ

になってきている。

　労働力不足が問題化している多くの先進国では，外国人労働者が

重要な働き手となっている。人の移動が拡大するにつれて，多様な

文化的背景をもつ人々との多文化共生社会の実現が求められている。

　　　　　　　　　　　　　観光産業は世界全体の国内総生産

（GDP）の約10％を占
し

めるほどに成長

拡大する人の移動 p.40 p.42

p.218 p.2181

p.150・2203

2

観光産業の拡大発展
Gross Domestic Product

し（2017年），各地で観光産業の経済効果への期待が高まっている。

　国境をこえる観光客数は，2001年のアメリカ同時多発テロや2008

年ごろの世界金
きん

融
ゆう

危機などの国際情勢の影
えい

響
きょう

で一時的に減少したが，

長期的には増加傾
けい

向
こう

にある。1960年代半
なか

ばには世界の観光客数は約

1億人で，その多くが欧
おう

米
べい

諸国の人々で占められていた。その後，

中
ちゅう

国
ごく

などの新興国で生活水準が向上すると，国境をこえる観光客数

は急増し，2010年代には10億人を上回った。こうした観光客増加

の要因の一つに，格
かく

安
やす

航空会社（LCC）の台頭があげられる。

　日本では，1970年ごろに日本人海外旅行者が訪日外国人旅行者

数を上回り，1980年代半ばから90年代末にかけて円高を背景に急

増した。2008年に関連産業への波
は

及
きゅう

効果の大きい観光産業の発展

をめざして観光庁が設置され，インバウンド·ツーリズムが推進さ

れてきた。このような動きを背景に訪日観光ビザ（査
さ

証
しょう

）の要件が緩
かん

和
わ

され，訪日外国人旅行者数は，2015年に日本人海外旅行者数を

上回り，2018年には3000万人をこえた。

4

1 2

Low Cost Carrier

p.2186

83

3外国から観光客が訪
おとず

れてくる旅行。他方，海外に
出かける旅行はアウトバウンド・ツーリズムとよぶ。

12007年にアメリカ合衆国で低所得者向け住宅ロー
ン（サブプライムローン）の回収が不能となった問題が
引き金となり，2008年にアメリカ合衆国の大手投資
銀行が経営破

は

綻
たん

すると，混乱は世界中に広がり，世界
金
きん

融
ゆう

危機（リーマンショック）が発生した。
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4444 第３章　資料から読み取る現代世界

5

10

5

10

15

西インド諸島で砂糖の生産量がのびた結果，18世紀の間にイギリスの
一人あたりの砂糖消費量は約5倍になったといわれるよ。

国どうしの貿易は，
どう変化しているのか。

拡大する貿易
11

世界の貿易額は長期的に増加を続けている。どのように増加して
きたのだろうか。

世界規模で自由貿易を進めている機関の名
め い

称
しょう

を答えなさ
い。

₁₉₆₀年と₁₉₈₀年代半ばで，日本の輸出品目の中心はどのよう
に変化したのか，本文を参照して答えなさい。チェックA チェックB

2世界の輸出額の移り変わり【国連資料】　ここでは発
展途上国の数値に中

ちゅう

国
ご く

などの新
し ん

興
こ う

国（p.₂₁₈）をふくむ。

1各地域の輸出額とおもな輸出先【国連資料】
5各国の資源や産業を反映する輸出品目【世界国
勢図会】　読み取ろう  サウジアラビア，チリ，エ
チオピアで輸出額の多くを占

し

めているものを読み
取ろう。

4日本の輸出入額の品目・地域の割合の移り変わり【通商白書ほか】　読み取ろう  石油など
をふくむ「鉱物性燃料」の輸入の割合が増加した1980年に，輸入相手の地域のなかで割合が
大きく増加したのはどこだろうか。

6船の建造量の国・地域別割合の移り変わり
【世界国勢図会】

8半導体の生産額の国・地域別割合の移り変わり【世
界国勢図会】

3N
ナ フ タ

AFTAにかわる貿易協定である「米国・メキシコ・
カナダ協定（USMCA）」の署名（2018年）　各国での批

ひ

准
じゅん

を経て，2020年7月に発効した。

　海外の航空会社を利用したフライト
や，海外のホテルでの宿泊，外国人の
歌手による日本でのコンサートなどが
サービス貿易にあたる。日本のサービ
ス貿易では，知的財産権の使用料が黒
字を牽

けん

引
いん

している。なかでも，アニメ
やゲームなどのコンテンツ産業は成長
が期待され，訪日外国人旅行者の増加
につながる効果も見こまれている。

拡大するサービス貿易

輸出 輸入

品
目

地
域

7ゲームの見本市で日本のゲームのキャラク
ターと写真をとる人 （々アメリカ，2018年）

20 40 60 80 1000 ％ 20 40 60 80 1000 ％

繊維品 30.2% その他 26.513.8 12.2% 17.6 15.0 16.5 9.7 その他 23.125.3
機械機器

化学品 4.2 金属品 食料品 繊維原料 鉱物性燃料自動車 2.6

機械機器

1960年
計1.5兆円
1970年
計7.0兆円
1980年
計29.4兆円
2000年
計51.7兆円
2020年
計68.4兆円

1960年
計1.6兆円
1970年
計6.8兆円
1980年
計32.0兆円
2000年
計40.9兆円
2020年
計67.8兆円

0.1
9.8 11.516.6 33.8 23.6

4.6

1.1
12.5 62.1 16.714.07.6

金属原料 化学品金属原料 化学品

1960年
計1.5兆円
1970年
計7.0兆円
1980年
計29.4兆円
2000年
計51.7兆円
2020年
計68.4兆円

1960年
計1.6兆円
1970年
計6.8兆円
1980年
計32.0兆円
2000年
計40.9兆円
2020年
計67.8兆円

20 40 60 80 1000 ％ 20 40 60 80 1000 ％

アジア 32.4% 21.1% 9.4 8.811.7 北米 29.7 北米 39.17.5 8.7 4.9
西欧 アフリカ中東 3.5

CIS・中欧・東欧 1.6 CIS・中欧・東欧 2.1

西欧アジア 中東

3.1 2.2 3.3 2.5
57.3 10.8 19.6

中南米 大洋州
6.9 9.0

アフリカ 3.6

中南米

2.7 1.4
51.1 8.3 13.1 12.7 6.4

1.2 4.3

2.5

大洋州

韓国 4.0 中国 0.2
かんこく ちゅうごく

中国 4.7

その他

7.82019年
6633万トン

2000年
3170万トン

1980年
1310万トン

0 20 40 60 80 100%

日本
46.5%

その他
49.3

日本
37.9%

韓国
38.5

その他
18.9

日本
24.4%

韓国
32.8

中国
35.0

0

60

50

40

30

20

10

19年90 95 05 10 1520001985

%
70

アジア・太平洋地域
（日本を除く）

ヨーロッパ

南北アメリカ

日本

輸
出
額

（兆ドル）

20年100520009590858075 151970
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

先進国

発展途上国
と  じょう

67.2％

36.3％

50.1
  ％

19.1％

6.1兆ドル
ヨーロッパ

0.4兆ドル
アフリカ

0.9兆ドル
西アジア

0.4兆ドル
南アジア

1.3兆ドル
東南アジア

0.3兆ドル
オセアニア

2.4兆ドル

アングロアメリカ
およびメキシコ0.6兆ドル

CIS諸国 4.4兆ドル
東アジア

11.7％

17.4％

0.6兆ドル

ラテンアメリカ
（メキシコを除く）

22.2％

9.0％

23.7％

6.8％

総輸出額と域内の割合 輸出額
2兆ドル

5000億ドル以上

［2017年］

1500～5000億ドル
1兆ドル

0.1兆ドル

0゜

　　　　　　　　　　　　　世界の貿易額は，ヨーロッパや北アメ

リカ，日本などの先進国がその大半を

占
し

めていたが，特に2000年代以降，発展途
と

上
じょう

国の貿易額が急増し

ている。ヨーロッパや北アメリカの貿易額が大きい背景に，ヨーロ

ッパ連合（EU）や北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），そしてNAFTAにか

わる貿易協定である米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）などの

域内における自由貿易の推進がある。多くの国々が加盟する世界貿

易機関（WTO）における交
こ う

渉
しょう

は，加盟国の利害調整が容易ではない。

他方で，自由貿易協定（FTA）や経済連
れ ん

携
け い

協定（EPA）による地域経済

圏
け ん

での新たな自由貿易の体制づくりが進められている。

　　　　　　　　　　　　　先進国間では，工業製品を相
そ う

互
ご

に輸出

入し合う水平貿易が行われてきた。先

進国と発展途上国との間では，先進国が工業製品を，発展途上国が

農林水産物や鉱産物などの一次産品を輸出し合う垂直（南北）貿易が

行われてきたが，近年，このような国際分業に変化が生じている。

かつて先進国におもに一次産品を輸出していた中
ちゅう

国
ご く

は，安価で豊富

な労働力を強みに輸出指向型の工業化が進められて「世界の工場」と

世界の貿易と
地域経済圏

p.2182 1

p.219 European Union North American Free Trade Agreement

p.49 United States Mexico Canada Agreement

3

p.218

World Trade Organization

p.218 Free Trade Agreement p.218 Economic Partnership Agreement

国際分業と
産業構造の変化

1

なり，現在では工業製品が主要な輸出品目となっている。2007年

には，日本の最大貿易相手国はアメリカ合衆国から中国にかわった。

　日本の輸出品目は，1960年代に軽工業の繊
せ ん

維
い

品が中心であったが，

1970年代には重工業の鉄
て っ

鋼
こ う

や船
せ ん

舶
ぱ く

が中心となり，また石油危機（オ

イルショック）を契
け い

機
き

に加工組み立て型工業の自動車や精密機械な

どが中心となった。1980年代半
な か

ば以降，高度な技術や知識を必要

とする半導体などの電子製品が増加した。しかし，韓
か ん

国
こ く

や台
た い

湾
わ ん

がこ

の分野で台
た い

頭
と う

したため，日本は産業 ·貿易構造の転
て ん

換
か ん

を迫
せ ま

られている。

近年，モノの貿易だけでなく，交通産業や情報通信産業の発達を基
き

盤
ば ん

に，観光や金
き ん

融
ゆ う

などのサービス貿易の拡大に期待が寄せられている。

5

4

6

p.220

8

71それぞれの国家の強みを生かして生産したものを
輸出し合って，国家間で分業を行うこと。

中国
2兆4942億ドル

［2018年］

ちゅうごく

せん い

ドイツ
1兆5624億ドル

［2018年］

サウジアラビア
2076億ドル
［2016年］

チリ
755億ドル
［2018年］

エチオピア
15億ドル

［2018年］

20 40 60 80 1000 ％

機械類
28.2%

自動車
16.5

機械類
43.8%

その他
41.3

その他
44.7

コーヒー豆
24.3%

野菜・果実
19.0

銅鉱
24.8%

ごま
18.2

銅
23.8

石油
65.6%

その他
31.9

その他
33.6

その他
16.211.4

9.5 8.3

衣類 6.3 繊維品 4.8

金属製品 3.8
医薬品 6.3 精密機械 4.3

野菜・果実 魚介類

肉類 6.6

石油製品
プラスチック 6.8
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6666 第１章　人々の生活文化と多様な地理的環境

5

10

15

5

10

節

環
か ん

境
きょう

保全などのために登山客に入山料を課す山があって，その国の収入
源にもなっているよ。エベレストの入山料はどれくらいだろうか。

生
活
文
化
と
自
然
環
境
①
地
形

2

山に住むには，どんな
工夫が必要なのか。

山地にはどのようなめぐみがあり，人々はどのような工
く

夫
ふう

をして暮らしているのだろうか。

山地の暮らし
15

山地にある資源にはどのようなものがあるか，例を三つ
以上あげなさい。

人々が山地で暮らすための工夫について，本文を参照し，「家
畜」と「稲作」という用語を使って説明しなさい。チェックA チェックB

4ランタン谷の
移牧の例
【池田菜穂・小野
有五（2004）】
読み取ろう  ゾモ
の飼育が行われ
る場所の標高は
季節によってど
う変化している
だろうか。

6世界最高峰
ほ う

エベレストのあるヒマラヤ山脈を訪
おとず

れ
る登山客（ネパール，2019年）　エベレストはチベッ
ト語でチョモランマ，ネパール語でサガルマータと
よばれる。

Q観光地化されたスイスのアルプス（2013年）

8世界の山地の分布【UNEP資料】　山地の分布のような世界的な規模の地形を大地形
とよぶ（p.₇₄）。

0古くから信
し ん

仰
こ う

や芸術の対象であった富
ふ

士
じ

山
さ ん

【葛
か つ

飾
し か

北
ほ く

斎
さ い

「富
ふ

嶽
が く

三
さ ん

十
じゅう

六
ろ っ

景
け い

 神
か

奈
な

川
が わ

沖
お き

浪
な み

裏
う ら

」東京国立博物館蔵】

9木材の用
よ う

途
と

別伐
ば っ

採
さ い

量の割合（2015年）【FAOSTAT】
薪炭材は薪

ま き

や木炭，用材は製材やパルプなどをさす。

　長
なが

野
の

県飯
いい

田
だ

市上
かみ

村
むら

の標高800～
1000mの東向きの斜

しゃ

面
めん

に立地する下
しも

栗
ぐり

地区にはせまい緩
かん

傾
けい

斜
しゃ

地
ち

を切り開
いて耕地がつくられ，家屋が並んで
いる。下栗の里とよばれるこの地区
では，人々が畑を耕しながら生活し
ており，最近では多くの観光客も訪

おとず

れる。このような山間地の集落は，
かつて日本各地にみられたが，現在は多くの地域で過

か

疎
そ

化が進んでいる。

山間地の暮らし

7下
し も

栗
ぐ り

の里（長
な が

野
の

県飯
い い

田
だ

市，2017年）

0゜

4000km0

標高2500ｍ以上山地 標高1000ｍ～2500ｍ 標高300ｍ～1000ｍ

60°
南緯

8000

オースト
ラリア

ニュージー
ランド

ニューギニア
キリマンジャロ メキシコ

アンデス
山脈

アンデス
山脈

アトラス
山脈

ヒマラヤ山脈

アルプス山脈
ロッキー
山脈

標高
（m）

2000

0

4000

6000

0°
赤道

40° 40° 60°20° 20° 80°
北緯

フ
エ
ゴ
島

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
山
脈

氷雪帯
高山帯
山地帯
山麓帯
さんろく

5緯
い

度
ど

別にみる世界のおもな山の分布と
高さ【Koerner（2003）】

3ランタン谷の位置

10km0

ランタン村

カトマンズ

川
ランタ

ン

シャプルベシ

ランタンリルン山

ナヤ・カンガ山

7225　

5846　

中　国中　国中　国

ネパールネパールネパール

中　国

拡大図
の範囲ネパール

インド

 ラ
ン タ ン 谷

6000m以上
5000～6000ｍ
4000～5000ｍ
3000～4000ｍ
2000～3000ｍ
2000ｍ未満

標　高

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

4500
m

標高

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

チーズ工場に搾乳した生乳を
販売する期間

さくにゅう

作業小屋

ゾモを連れた移牧

住居周辺の農地での畑作

住居

小麦の栽培 雑穀の栽培小麦の栽培 雑穀の栽培
さいばい

い ぼく 20 40 60 80 1000 ％

エチオピア
計1.1億m3

インドネシア
計1.1億m3

中国
計3.4億m3

ロシア
計2.1億m3

カナダ
計1.6億m3

43.2 56.8

50.9 49.1

7.3 92.7

3.2 96.8

用材 2.7％
よ う ざ い

薪炭材 97.3％
し ん た ん ざ い

　　　　　　　　　　　　　一
い っ

般
ぱ ん

に，山地はその起
き

伏
ふ く

と標高のため

に，生活を営むにはさまざまな工
く

夫
ふ う

を

必要とする。例えば，限られた牧草地を効率よく利用するために，

標高によって牧草の生育状態が異なることを利用して家
か

畜
ち く

を移動さ

せる移牧による酪
ら く

農
の う

が発達した。また，棚
た な

田
だ

は山地の斜
し ゃ

面
め ん

で稲
い な

作
さ く

を

行うために考えられた独特な土地利用の一つである。山地ではさま

ざまな民族が比
ひ

較
か く

的せまい範
は ん

囲
い

に独自の文化を発達させてきたた

め，現代でも豊かな民族 ·文化の多様性が残されている。

　　　　　　　　　　　　　国連環
か ん

境
きょう

計画（U
ユ ネ ッ プ

NEP）は，半径7kmの

範囲で標高が300m以上変化する場所

を山地とよんでいる。これにしたがえば，山地の面積は約3580万

km2となり，陸地表面の約24%に相当する。ヒマラヤ山脈のように

雪と氷におおわれた標高8000mをこす山々に囲まれた暮らしもあ

工夫して山地に暮らす p.219

14 2

p.64

p.62

山地の定義

3

United Nations Environment Programme

8

6

れば，森林におおわれた標高1000mに満たない山地の暮らしもあ

る。世界の山地には世界人口の約12%が住んでいる。

　　　　　　　　　　　　　人々が山地を利用するおもな理由は二

つあげられる。一つには，山地がさま

ざまな資源にめぐまれていることである。とうもろこし，じゃがい

も，大麦，もろこし（ソルガム），りんご，トマトなどの栽
さ い

培
ば い

植物（作

物）は，もともとは山地に起源をもつ野生種であった。やぎや羊，

アルパカなどの家
か

畜
ち く

も山地にすむ野生動物が家畜化されたものであ

る。銅鉱や石炭などの鉱産資源，さまざまな樹種からなる森林資源

も山地に多く存在し，人々は古くからこれらの資源を利用してきた。

そして，山地は雨や雪が降りやすく，特に乾
か ん

燥
そ う

地では水資源が得ら

れる場所としても優先的に利用されてきた。

　もう一つの理由は山の文化的な価値である。山地を邪
じ ゃ

悪
あ く

な場所と

考えた文化もあれば，神聖な場所と位置づけた文化もある。現代社

会では，景観に優
す ぐ

れた山地は観光資源として重要性を増し，多くの

人がレクリエーションのために山地を訪
おとず

れている。

7

山地のめぐみ

巻末4

p.114, 巻末5 p.127

p.114 巻末8

巻末9

9

0

Q

　ネパールのランタン谷では，高い山々に囲まれたせまい谷に
人々が暮らしている。限られた土地を有効利用するため，ゾモと
よばれる家

か

畜
ちく

（ヤクと牛の交雑種）を飼育し，標高3000mから
5000mの範

はん

囲
い

の山の斜
しゃ

面
めん

を利用した牧
ぼく

畜
ちく

が行われている。2015
年 4月におこった大地震によって発生した雪

な だ れ

崩によってランタ
ン谷の村々は壊

かい

滅
めつ

的な被
ひ

害
がい

を受けたが，復興にともない，ゾモの
移牧も復活し，名物のチーズの生産も再開されつつある。

ヒマラヤ山脈の暮らし

1季節に応じて放牧地を低所から高所へ移動
させる牧

ぼく

畜
ちく

の様式。おもに水平移動する遊牧
とは区別されることが多い。
2牛などを飼育して生

せい

乳
にゅう

や乳製品を生産する
農業のこと。
3環

かん

境
きょう

保全に関する活動の調整や国際協力を
推進する国連の機関。

1移牧が行われているヒマラヤのランタン谷（ネパール, 2018年）

2ランタン谷で生産されたチーズ（ネパール, 2018年）
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　地球の表面に大陸や海洋などの凹
お う

凸
と つ

が存在するのは，地球内部の力が働いた結果である。世界地図や地球
儀

ぎ

でしか確認できない大規模な地形を大地形という。ここではプレートテクトニクス理論を用いて地球の大
地形を説明する。

世界の大地形

1地球表面の起
伏 【『地形学』ほ
か】　陸上では
平野，海底では
大
た い

洋
よ う

底
て い

が最も広
い。大洋底とは，
大洋の平たい海
底のことである。

2プレートテクトニクスの模式図【著者原図】　プレートの運動によって地球上の大地形の成り立ち
を説明しようとする考えがプレートテクトニクスである。地球表層を地

ち

殻
か く

と上部マントルにわける
物質的な区分に対して，流動性による区分もある。固体で流動しない地殻と上部マントルの最上部
をあわせてリソスフェア（岩石圏

け ん

）とよび，これがプレートを形づくる。その下にある，固体ではある
が高温のためにゆっくりと流動する上部マントルをアセノスフェア（岩流圏）とよぶ。

３6安定地域と
変動帯の地形区分
【Diercke 
Weltatlas 2015ほ
か】　世界の大陸
の大部分は安定地
域で大洋底もこれ
に相当する。

３5洞
と う

爺
や

湖
こ

（北海
道，2013年 ）　火
山の激しい爆

ば く

発
は つ

や
噴
ふ ん

火
か

後の陥
か ん

没
ぼ つ

・侵
し ん

食
しょく

によってつくら
れる大きな凹

お う

地
ち

を
カルデラという。
洞爺湖もカルデラ
に水がたまって形
成された。

　この教科書では，プレートテクトニクス理論の考え方
に従い，世界の大地形を安定地域と変動帯に分類してと
らえている。変動帯のうち，せばまる境界を造山帯とよ
ぶ考え方があるが，造山帯は長い時間をかけて大陸地

ち

殻
かく

が厚くなった地域を説明する用語なので，この教科書で
は，現在の山脈等の地形の説明には変動帯を用いる。

変動帯と造山帯

北アメリカ
プレート

ココス
プレート

カリブプレート

南アメリカ
プレート

太平洋プレート

南極プレート

ユーラシアプレート

アフリカプレート

アラビア
プレート

インド・オーストラリアプレート

フィリピン海
プレート

ナスカプレート

プレートの動き

広がる境界
プレートの境界

10cm以上
5～10cm
5cm未満

（年間）

せばまる境界 ずれる境界 不確かな境界

P32-1　プレートの境界

4プレートの境界
【Diercke  Weltatlas 
2015ほか】 矢印
はアフリカを不動
としたときのプレ
ートの動く向き。

3プレートの
境界の模式図

広がる境界 せばまる境界（沈
し ず

みこみ型境界） せばまる境界（衝
しょう

突
と つ

型境界） ずれる境界（すれ違う境界）

海嶺
かいれい

海洋プレート上部マントル 海洋プレート

山脈

大陸プレート大陸
プレート

プレート
プレート
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m
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地球表面の割合

陸地の最高高度 8848m（エベレスト）

陸地の平均高度 840m

海と陸の平均 －2240m
海の平均深度 －3795m

海の最深深度 －10920m

陸地（29.2％） 海洋（70.8％）

北アメリカプレート ユーラシアプレート 太平洋プレート 南アメリカ
プレート

ナスカプレート

アメリカ
大陸

日本列島

海洋地殻沈みこみ
〔地震多発〕

大西洋中央海嶺 東太平洋海嶺
海溝海溝

ち かくしず

かいれい

かいこう

マグマ

大　西　洋 日本海 太　　平　　洋
ユーラシア
大陸
ユーラシア
大陸

リソスフェア（岩石圏）
＝プレート

上部マントル
アセノスフェア（岩流圏）

けん地殻 アメリカ
大陸リソスフェア（岩石圏）

＝プレート

けん

上部マントル
アセノスフェア（岩流圏）

地殻

アパラチア山脈

＊平野には, 台地・丘陵・高原も含めている。
きゅうりょう

オーストラリア
卓状地

カナダ楯状地

ヒマラヤ山脈

南極横断山脈

アフリカ卓状地

スカンディナビア山脈
バルト
楯状地

シベリア
卓状地
たくじょうち

ロシア卓状地

大

　 西

　
洋

　

中
　
央

　
海

　
嶺

中央

イ
ン
ド
洋
海

　
嶺

　

東

　太

　平

　洋

　
海

　嶺

ア

ンデ
ス
山
脈

大

　 西

　

洋
　
中

　
央

　

海

　
嶺

　

大
地
溝
帯

だ
い
ち
こ
う
た
い

アフリカ卓状地

ウ
ラ
ル山脈

ロッキ
ー山

脈

リ
ア

海溝 かいこう

か
い

れ
い

ナ

マ

たてじょう ち

安定地域の平野
安定地域の山地
変動帯の山地と平野
プレートの境界

おもな地震の震源
おもな火山

じ しん　　しんげん

1地
ち

殻
かく

の下にあるかんらん岩
がん

からなる部分をマントルとよぶ。固
体のマントルがとけて上

じょう

昇
しょう

したものがマグマである。
2海洋プレートが大陸プレートの下に沈

しず

みこむせばまる境界に形
成される，弧

こ

状
じょう

に連なる山岳地形をもつ列島のこと。

　地球表面は約3割が陸地，約7割が海である（図1）。
陸の最高点は標高8848mのエベレスト山頂であり，海の
最も深い地点はマリアナ海

か い

溝
こ う

の最深部（-10920m）である。
陸地の平均標高は840mであり，海の平均深度は -3795m
である。陸と海の標高分布はこの二つの高度帯に集中し
ており，陸上では平野が，海底では大

た い

洋
よ う

底
て い

が最も広い。
このような地球表面の大地形の特

と く

徴
ちょう

は，地球表層のプレ
ートの特徴によって説明できる。重い海洋プレートは地

ち

殻
か く

の厚さが約7kmと薄
う す

く，
軽い大陸プレートではその
厚さが20～70kmとなる。こ
れらの10数枚のプレートが，
流動性のあるマントルに浮
いている状態が地球表面の
大地形を決める基本である。

地球の地形

1

　プレートが相
そ う

互
ご

に力をおよぼすことによって大地形が
つくられる（図3）。ヒマラヤ山脈などの巨大な山脈や日
本列島などの起

き

伏
ふ く

の大きな島
と う

弧
こ

は，プレートのせばまる
境界（収

しゅう

束
そ く

境界）に形成される。一方，プレートの広がる
境界（発

は っ

散
さ ん

境界）では，地下のマントルから地球表面にマ
グマが上昇し，海

か い

嶺
れ い

を形成する。プレートどうしが水平
方向にたがいに異なる方向に動く場所がずれる境界で，
ここでは横ずれ断層（トランスフォーム断層）が形成され
る。このように，プレートの動きによって常に地球表面
の起伏が変動している地域を変

へ ん

動
ど う

帯
た い

とよぶ。
　一方，プレートの境界から離

は な

れたプレート内部では，
長い時間をかけて地表面の侵

し ん

食
しょく

が進み，地形は平
へ い

坦
た ん

に近
づいていく。このような地域を安定地域とよび，安定陸

り く

塊
か い

と古い山脈をふくむ。南極横断山脈などのように，か
つてのプレート境界につくられた山脈が，プレートの境
界でなくなった長い時代を経

へ

たあとも高い標高を保って
いる例もあることから，安定地域が必ずしも平坦である
とは限らない。海底では，海嶺と海溝が変動帯に相当し，
広い大洋底の大部分は安定地域に相当する（図4・6）。

変動帯と安定地域

2

　変動帯では山脈や火山などの起伏の大きい地形が特徴
であり，河

か

川
せ ん

や氷河が山を侵食して多彩な地形を形成す
る。侵食された土砂は，河川や氷河によって下流に運

う ん

搬
ぱ ん

され，山のふもとに堆
た い

積
せ き

して平野を形成する。
　日本列島のように海洋プレートが大陸プレートの下に
沈みこむところでは，境界と平行に火山が発達する。火
山をつくるマグマの作用によって，銅，銀，すず，亜

あ

鉛
え ん

などの有用な金属鉱
こ う

床
しょう

が形成されるのも変動帯である。

　安定地域には古い時代の岩石からなる楯
た て

状
じょう

地
ち

（盾
た て

状
じょう

地
ち

）
や，楯状地がより新しい時代の岩石におおわれた卓

た く

状
じょう

地
ち

が発達する。変動帯では河川の堆積作用がつくった平野
（堆

た い

積
せ き

平野）が広く分布するのに対し，安定地域では河川
などの侵食によって形成された平野（侵

し ん

食
しょく

平野）が広くみ
られる。また，安定地域の楯状地には鉄鉱石の鉱床が広
く分布する。

変動帯の地形と資源

p.176

安定地域の地形と資源
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西インド諸島で砂糖の生産量がのびた結果，18世紀の間にイギリスの
一人あたりの砂糖消費量は約5倍になったといわれるよ。

国どうしの貿易は，
どう変化しているのか。

拡大する貿易
11

世界の貿易額は長期的に増加を続けている。どのように増加して
きたのだろうか。

世界規模で自由貿易を進めている機関の名
め い

称
しょう

を答えなさ
い。

₁₉₆₀年と₁₉₈₀年代半ばで，日本の輸出品目の中心はどのよう
に変化したのか，本文を参照して答えなさい。チェックA チェックB

2世界の輸出額の移り変わり【国連資料】　ここでは発
展途上国の数値に中

ちゅう

国
ご く

などの新
し ん

興
こ う

国（p.₂₁₈）をふくむ。

1各地域の輸出額とおもな輸出先【国連資料】
5各国の資源や産業を反映する輸出品目【世界国
勢図会】　読み取ろう  サウジアラビア，チリ，エ
チオピアで輸出額の多くを占

し

めているものを読み
取ろう。

4日本の輸出入額の品目・地域の割合の移り変わり【通商白書ほか】　読み取ろう  石油など
をふくむ「鉱物性燃料」の輸入の割合が増加した1980年に，輸入相手の地域のなかで割合が
大きく増加したのはどこだろうか。

6船の建造量の国・地域別割合の移り変わり
【世界国勢図会】

8半導体の生産額の国・地域別割合の移り変わり【世
界国勢図会】

3N
ナ フ タ

AFTAにかわる貿易協定である「米国・メキシコ・
カナダ協定（USMCA）」の署名（2018年）　各国での批

ひ

准
じゅん

を経て，2020年7月に発効した。

　海外の航空会社を利用したフライト
や，海外のホテルでの宿泊，外国人の
歌手による日本でのコンサートなどが
サービス貿易にあたる。日本のサービ
ス貿易では，知的財産権の使用料が黒
字を牽

けん

引
いん

している。なかでも，アニメ
やゲームなどのコンテンツ産業は成長
が期待され，訪日外国人旅行者の増加
につながる効果も見こまれている。

拡大するサービス貿易

輸出 輸入

品
目

地
域

7ゲームの見本市で日本のゲームのキャラク
ターと写真をとる人 （々アメリカ，2018年）

20 40 60 80 1000 ％ 20 40 60 80 1000 ％

繊維品 30.2% その他 26.513.8 12.2% 17.6 15.0 16.5 9.7 その他 23.125.3
機械機器

化学品 4.2 金属品 食料品 繊維原料 鉱物性燃料自動車 2.6

機械機器

1960年
計1.5兆円
1970年
計7.0兆円
1980年
計29.4兆円
2000年
計51.7兆円
2020年
計68.4兆円

1960年
計1.6兆円
1970年
計6.8兆円
1980年
計32.0兆円
2000年
計40.9兆円
2020年
計67.8兆円

0.1
9.8 11.516.6 33.8 23.6

4.6

1.1
12.5 62.1 16.714.07.6

金属原料 化学品金属原料 化学品

1960年
計1.5兆円
1970年
計7.0兆円
1980年
計29.4兆円
2000年
計51.7兆円
2020年
計68.4兆円

1960年
計1.6兆円
1970年
計6.8兆円
1980年
計32.0兆円
2000年
計40.9兆円
2020年
計67.8兆円

20 40 60 80 1000 ％ 20 40 60 80 1000 ％

アジア 32.4% 21.1% 9.4 8.811.7 北米 29.7 北米 39.17.5 8.7 4.9
西欧 アフリカ中東 3.5

CIS・中欧・東欧 1.6 CIS・中欧・東欧 2.1

西欧アジア 中東

3.1 2.2 3.3 2.5
57.3 10.8 19.6

中南米 大洋州
7.5 4.9

アフリカ 8.7

中南米

2.7 1.4
51.1 8.3 13.1 12.7 6.4

1.2 4.3

2.5

大洋州

韓国 4.0 中国 0.2
かんこく ちゅうごく

中国 4.7

その他

7.82019年
6633万トン
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アジア・太平洋地域
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ヨーロッパ

南北アメリカ

日本

輸
出
額

（兆ドル）

20年100520009590858075 151970
0
2
4
6
8
10
12
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先進国

発展途上国
と  じょう

67.2％

36.3％

50.1
  ％

19.1％

6.1兆ドル
ヨーロッパ

0.4兆ドル
アフリカ

0.9兆ドル
西アジア

0.4兆ドル
南アジア

1.3兆ドル
東南アジア

0.3兆ドル
オセアニア

2.4兆ドル

アングロアメリカ
およびメキシコ0.6兆ドル

CIS諸国 4.4兆ドル
東アジア

11.7％

17.4％

0.6兆ドル

ラテンアメリカ
（メキシコを除く）

22.2％

9.0％

23.7％

6.8％

総輸出額と域内の割合 輸出額
2兆ドル

5000億ドル以上

［2017年］

1500～5000億ドル
1兆ドル

0.1兆ドル

0゜

　　　　　　　　　　　　　世界の貿易額は，ヨーロッパや北アメ

リカ，日本などの先進国がその大半を

占
し

めていたが，特に2000年代以降，発展途
と

上
じょう

国の貿易額が急増し

ている。ヨーロッパや北アメリカの貿易額が大きい背景に，ヨーロ

ッパ連合（EU）や北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），そしてNAFTAにか

わる貿易協定である米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）などの

域内における自由貿易の推進がある。多くの国々が加盟する世界貿

易機関（WTO）における交
こ う

渉
しょう

は，加盟国の利害調整が容易ではない。

他方で，自由貿易協定（FTA）や経済連
れ ん

携
け い

協定（EPA）による地域経済

圏
け ん

での新たな自由貿易の体制づくりが進められている。

　　　　　　　　　　　　　先進国間では，工業製品を相
そ う

互
ご

に輸出

入し合う水平貿易が行われてきた。先

進国と発展途上国との間では，先進国が工業製品を，発展途上国が

農林水産物や鉱産物などの一次産品を輸出し合う垂直（南北）貿易が

行われてきたが，近年，このような国際分業に変化が生じている。

かつて先進国におもに一次産品を輸出していた中
ちゅう

国
ご く

は，安価で豊富

な労働力を強みに輸出指向型の工業化が進められて「世界の工場」と

世界の貿易と
地域経済圏

p.2182 1

p.219 European Union North American Free Trade Agreement

p.49 United States Mexico Canada Agreement

3

p.218

World Trade Organization

p.218 Free Trade Agreement p.218 Economic Partnership Agreement

国際分業と
産業構造の変化

1

なり，現在では工業製品が主要な輸出品目となっている。2007年

には，日本の最大貿易相手国はアメリカ合衆国から中国にかわった。

　日本の輸出品目は，1960年代に軽工業の繊
せ ん

維
い

品が中心であったが，

1970年代には重工業の鉄
て っ

鋼
こ う

や船
せ ん

舶
ぱ く

が中心となり，また石油危機（オ

イルショック）を契
け い

機
き

に加工組み立て型工業の自動車や精密機械な

どが中心となった。1980年代半
な か

ば以降，高度な技術や知識を必要

とする半導体などの電子製品が増加した。しかし，韓
か ん

国
こ く

や台
た い

湾
わ ん

がこ

の分野で台
た い

頭
と う

したため，日本は産業 ·貿易構造の転
て ん

換
か ん

を迫
せ ま

られている。

近年，モノの貿易だけでなく，交通産業や情報通信産業の発達を基
き

盤
ば ん

に，観光や金
き ん

融
ゆ う

などのサービス貿易の拡大に期待が寄せられている。

5

4

6

p.220

8

71それぞれの国家の強みを生かして生産したものを
輸出し合って，国家間で分業を行うこと。

中国
2兆4942億ドル

［2018年］

ちゅうごく

せん い

ドイツ
1兆5624億ドル

［2018年］

サウジアラビア
2076億ドル
［2016年］

チリ
755億ドル
［2018年］

エチオピア
15億ドル

［2018年］

20 40 60 80 1000 ％

機械類
28.2%

自動車
16.5

機械類
43.8%

その他
41.3

その他
44.7

コーヒー豆
24.3%

野菜・果実
19.0

銅鉱
24.8%

ごま
18.2

銅
23.8

石油
65.6%

その他
31.9

その他
33.6

その他
16.211.4

9.5 8.3

衣類 6.3 繊維品 4.8

金属製品 3.8
医薬品 6.3 精密機械 4.3

野菜・果実 魚介類

肉類 6.6

石油製品
プラスチック 6.8

 

復
習

 
復
習

地理総合_1編_040-049.indd   46-47 2021/09/27   10:39

6968 第１章　人々の生活文化と多様な地理的環境

5
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15

5

10

節

環
かん

境
きょう

保全などのために登山客に入山料を課す山があって，その国の収入
源にもなっているよ。エベレストの入山料はどれくらいだろうか。

生
活
文
化
と
自
然
環
境
①
地
形

2

山に住むには，どんな
工夫が必要なのか。

山地にはどのようなめぐみがあり，人々はどのような工
く

夫
ふう

をして暮らしているのだろうか。

山地の暮らし
15

山地にある資源にはどのようなものがあるか，例を三つ
以上あげなさい。

人々が山地で暮らすための工夫について，本文を参照し，「家
畜」と「稲作」という用語を使って説明しなさい。チェックA チェックB

4ランタン谷の
移牧の例
【池田菜穂・小野
有五（2004）】
読み取ろう  ゾモ
の飼育が行われ
る場所の標高は
季節によってど
う変化している
だろうか。

6世界最高峰
ほう

エベレストのあるヒマラヤ山脈を訪
おとず

れ
る登山客（ネパール，2019年）　エベレストはチベッ
ト語でチョモランマ，ネパール語でサガルマータと
よばれる。

Q観光地化されたスイスのアルプス（2013年）

8世界の山地の分布【UNEP資料】　山地の分布のような世界的な規模の地形を大地形
とよぶ（p.74）。

0古くから信
しん

仰
こう

や芸術の対象であった富
ふ

士
じ

山
さん

【葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

「富
ふ

嶽
がく

三
さん

十
じゅう

六
ろっ

景
けい

 神
か

奈
な

川
がわ

沖
おき

浪
なみ

裏
うら

」東京国立博物館蔵】

9木材の用
よう

途
と

別伐
ばっ

採
さい

量の割合（2015年）【FAOSTAT】
薪炭材は薪

まき

や木炭，用材は製材やパルプなどをさす。

　長
なが

野
の

県飯
いい

田
だ

市上
かみ

村
むら

の標高800～
1000mの東向きの斜

しゃ

面
めん

に立地する下
しも

栗
ぐり

地区にはせまい緩
かん

傾
けい

斜
しゃ

地
ち

を切り開
いて耕地がつくられ，家屋が並んで
いる。下栗の里とよばれるこの地区
では，人々が畑を耕しながら生活し
ており，最近では多くの観光客も訪

おとず

れる。このような山間地の集落は，
かつて日本各地にみられたが，現在は多くの地域で過

か

疎
そ

化が進んでいる。

山間地の暮らし

7下
しも

栗
ぐり

の里（長
なが

野
の

県飯
いい

田
だ

市，2017年）

0゜

4000km0

標高2500ｍ以上山地 標高1000ｍ～2500ｍ 標高300ｍ～1000ｍ

60°
南緯

8000

オースト
ラリア

ニュージー
ランド

ニューギニア
キリマンジャロ メキシコ

アンデス
山脈

アンデス
山脈

アトラス
山脈

ヒマラヤ山脈

アルプス山脈
ロッキー
山脈

標高
（m）

2000

0

4000

6000

0°
赤道

40° 40° 60°20° 20° 80°
北緯

フ
エ
ゴ
島

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
山
脈

氷雪帯
高山帯
山地帯
山麓帯
さんろく

5緯
い

度
ど

別にみる世界のおもな山の分布と
高さ【Koerner（2003）】

3ランタン谷の位置

10km0

ランタン村

カトマンズ

川
ランタ

ン

シャプルベシ

ランタンリルン山

ナヤ・カンガ山

7225　

5846　

中　国中　国中　国

ネパールネパールネパール

中　国

拡大図
の範囲ネパール

インド

 ラ
ン タ ン 谷

6000m以上
5000～6000ｍ
4000～5000ｍ
3000～4000ｍ
2000～3000ｍ
2000ｍ未満

標　高

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

4500
m

標高

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

チーズ工場に搾乳した生乳を
販売する期間

さくにゅう

作業小屋

ゾモを連れた移牧

住居周辺の農地での畑作

住居

小麦の栽培 雑穀の栽培小麦の栽培 雑穀の栽培
さいばい

い ぼく 20 40 60 80 1000 ％

エチオピア
計1.1億m3

インドネシア
計1.1億m3

中国
計3.4億m3
ロシア

計2.1億m3
カナダ

計1.6億m3

43.2 56.8

50.9 49.1

7.3 92.7

3.2 96.8

用材 2.7％
ようざい

薪炭材 97.3％
しんたんざい

　　　　　　　　　　　　　一
いっ

般
ぱん

に，山地はその起
き

伏
ふく

と標高のため

に，生活を営むにはさまざまな工
く

夫
ふう

を

必要とする。例えば，限られた牧草地を効率よく利用するために，

標高によって牧草の生育状態が異なることを利用して家
か

畜
ちく

を移動さ

せる移牧による酪
らく

農
のう

が発達した。また，棚
たな

田
だ

は山地の斜
しゃ

面
めん

で稲
いな

作
さく

を

行うために考えられた独特な土地利用の一つである。山地ではさま

ざまな民族が比
ひ

較
かく

的せまい範
はん

囲
い

に独自の文化を発達させてきたた

め，現代でも豊かな民族 ·文化の多様性が残されている。

　　　　　　　　　　　　　国連環
かん

境
きょう

計画（U
ユ ネ ッ プ

NEP）は，半径7kmの

範囲で標高が300m以上変化する場所

を山地とよんでいる。これにしたがえば，山地の面積は約3580万

km2となり，陸地表面の約24%に相当する。ヒマラヤ山脈のように

雪と氷におおわれた標高8000mをこす山々に囲まれた暮らしもあ

工夫して山地に暮らす p.219

14 2

p.64

p.62

山地の定義

3

United Nations Environment Programme

8

6

れば，森林におおわれた標高1000mに満たない山地の暮らしもあ

る。世界の山地には世界人口の約12%が住んでいる。

　　　　　　　　　　　　　人々が山地を利用するおもな理由は二

つあげられる。一つには，山地がさま

ざまな資源にめぐまれていることである。とうもろこし，じゃがい

も，大麦，もろこし（ソルガム），りんご，トマトなどの栽
さい

培
ばい

植物（作

物）は，もともとは山地に起源をもつ野生種であった。やぎや羊，

アルパカなどの家
か

畜
ちく

も山地にすむ野生動物が家畜化されたものであ

る。銅鉱や石炭などの鉱産資源，さまざまな樹種からなる森林資源

も山地に多く存在し，人々は古くからこれらの資源を利用してきた。

そして，山地は雨や雪が降りやすく，特に乾
かん

燥
そう

地では水資源が得ら

れる場所としても優先的に利用されてきた。

　もう一つの理由は山の文化的な価値である。山地を邪
じゃ

悪
あく

な場所と

考えた文化もあれば，神聖な場所と位置づけた文化もある。現代社

会では，景観に優
すぐ

れた山地は観光資源として重要性を増し，多くの

人がレクリエーションのために山地を訪
おとず

れている。

7

山地のめぐみ

巻末4

p.114, 巻末5 p.127

p.114 巻末8

巻末9

9

0

Q

　ネパールのランタン谷では，高い山々に囲まれたせまい谷に
人々が暮らしている。限られた土地を有効利用するため，ゾモと
よばれる家

か

畜
ちく

（ヤクと牛の交雑種）を飼育し，標高3000mから
5000mの範

はん

囲
い

の山の斜
しゃ

面
めん

を利用した牧
ぼく

畜
ちく

が行われている。2015
年 4月におこった大地震によって発生した雪

な だ れ

崩によってランタ
ン谷の村々は壊

かい

滅
めつ

的な被
ひ

害
がい

を受けたが，復興にともない，ゾモの
移牧も復活し，名物のチーズの生産も再開されつつある。

ヒマラヤ山脈の暮らし

1季節に応じて放牧地を低所から高所へ移動
させる牧

ぼく

畜
ちく

の様式。おもに水平移動する遊牧
とは区別されることが多い。
2牛などを飼育して生

せい

乳
にゅう

や乳製品を生産する
農業のこと。
3環

かん

境
きょう

保全に関する活動の調整や国際協力を
推進する国連の機関。

1移牧が行われているヒマラヤのランタン谷（ネパール, 2018年）

2ランタン谷で生産されたチーズ（ネパール, 2018年）
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　地球の表面に大陸や海洋などの凹
おう

凸
とつ

が存在するのは，地球内部の力が働いた結果である。世界地図や地球
儀
ぎ

でしか確認できない大規模な地形を大地形という。ここではプレートテクトニクス理論を用いて地球の大
地形を説明する。

世界の大地形

1地球表面の起
伏 【『地形学』ほ
か】　陸上では
平野，海底では
大
たい

洋
よう

底
てい

が最も広
い。大洋底とは，
大洋の平たい海
底のことである。

2プレートテクトニクスの模式図【著者原図】　プレートの運動によって地球上の大地形の成り立ち
を説明しようとする考えがプレートテクトニクスである。地球表層を地

ち

殻
かく

と上部マントルにわける
物質的な区分に対して，流動性による区分もある。固体で流動しない地殻と上部マントルの最上部
をあわせてリソスフェア（岩石圏

けん

）とよび，これがプレートを形づくる。その下にある，固体ではある
が高温のためにゆっくりと流動する上部マントルをアセノスフェア（岩流圏）とよぶ。

３6安定陸塊と
変動帯の地形区分
【Diercke 
Weltatlas 2015ほ
か】　世界の大陸
の大部分は安定陸
塊で大洋底もこれ
に相当する。

３5洞
とう

爺
や

湖
こ

（北海
道，2013年 ）　火
山の激しい爆

ばく

発
はつ

や
噴
ふん

火
か

後の陥
かん

没
ぼつ

・侵
しん

食
しょく

によってつくら
れる大きな凹

おう

地
ち

を
カルデラという。
洞爺湖もカルデラ
に水がたまって形
成された。

　この教科書では，プレートテクトニクス理論の考え方
に従い，世界の大地形を安定陸

りく

塊
かい

と変動帯に分類してと
らえている。変動帯のうち，せばまる境界を造山帯とよ
ぶ考え方があるが，造山帯は長い時間をかけて大陸地

ち

殻
かく

が厚くなった地域を説明する用語なので，この教科書で
は，現在の山脈等の地形の説明には変動帯を用いる。

変動帯と造山帯

北アメリカ
プレート

ココス
プレート

カリブプレート

南アメリカ
プレート

太平洋プレート

南極プレート

ユーラシアプレート

アフリカプレート

アラビア
プレート

インド・オーストラリアプレート

フィリピン海
プレート

ナスカプレート

プレートの動き

広がる境界
プレートの境界

10cm以上
5～10cm
5cm未満

（年間）

せばまる境界 ずれる境界 不確かな境界

P32-1　プレートの境界

4プレートの境界
【Diercke  Weltatlas 
2015ほか】 矢印
はアフリカを不動
としたときのプレ
ートの動く向き。

3プレートの
境界の模式図

広がる境界 せばまる境界（沈
しず

みこみ型境界） せばまる境界（衝
しょう

突
とつ

型境界） ずれる境界（すれ違う境界）

海嶺
かいれい

海洋プレート上部マントル 海洋プレート

山脈

大陸プレート大陸
プレート

プレート
プレート
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地球表面の割合

陸地の最高高度 8848m（エベレスト）

陸地の平均高度 840m

海と陸の平均 －2240m
海の平均深度 －3795m

海の最深深度 －10920m

陸地（29.2％） 海洋（70.8％）
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日本列島

海洋地殻沈みこみ
〔地震多発〕
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マグマ
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けん地殻 アメリカ
大陸リソスフェア（岩石圏）
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けん

上部マントル
アセノスフェア（岩流圏）

地殻

アパラチア山脈

＊平野には, 台地・丘陵・高原も含めている。
きゅうりょう
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安定陸塊の平野
安定陸塊の山地
変動帯の山地と平野
プレートの境界

おもな地震の震源
おもな火山

りくかい

じ しん　　しんげん

1地
ち

殻
かく

の下にあるかんらん岩
がん

からなる部分をマントルとよぶ。固
体のマントルがとけて上

じょう

昇
しょう

したものがマグマである。
2海洋プレートが大陸プレートの下に沈

しず

みこむせばまる境界に形
成される，弧

こ

状
じょう

に連なる山岳地形をもつ列島のこと。

　地球表面は約3割が陸地，約7割が海である（図1）。
陸の最高点は標高8848mのエベレスト山頂であり，海の
最も深い地点はマリアナ海

かい

溝
こう

の最深部（-10920m）である。
陸地の平均標高は840mであり，海の平均深度は -3795m
である。陸と海の標高分布はこの二つの高度帯に集中し
ており，陸上では平野が，海底では大

たい

洋
よう

底
てい

が最も広い。
このような地球表面の大地形の特

とく

徴
ちょう

は，地球表層のプレ
ートの特徴によって説明できる。重い海洋プレートは地

ち

殻
かく

の厚さが約7kmと薄
うす

く，
軽い大陸プレートではその
厚さが20～70kmとなる。こ
れらの10数枚のプレートが，
流動性のあるマントルに浮
いている状態が地球表面の
大地形を決める基本である。

地球の地形

1

　プレートが相
そう

互
ご

に力をおよぼすことによって大地形が
つくられる（図3）。ヒマラヤ山脈などの巨大な山脈や日
本列島などの起

き

伏
ふく

の大きな島
とう

弧
こ

は，プレートのせばまる
境界（収

しゅう

束
そく

境界）に形成される。一方，プレートの広がる
境界（発

はっ

散
さん

境界）では，地下のマントルから地球表面にマ
グマが上昇し，海

かい

嶺
れい

を形成する。プレートどうしが水平
方向にたがいに異なる方向に動く場所がずれる境界で，
ここでは横ずれ断層（トランスフォーム断層）が形成され
る。このように，プレートの動きによって常に地球表面
の起伏が変動している地域を変

へん

動
どう

帯
たい

とよぶ。
　一方，プレートの境界から離

はな

れたプレート内部では，
長い時間をかけて地表面の侵

しん

食
しょく

が進み，地形は平
へい

坦
たん

に近
づいていく。このような地域を安

あん

定
てい

陸
りく

塊
かい

（安定大陸，安
定地

ち

塊
かい

）とよぶ。南極横断山脈などのように，かつての
プレート境界につくられた山脈が，プレートの境界でな
くなった長い時代を経

へ

たあとも高い標高を保っている例
もあることから，安定陸塊が必ずしも平坦であるとは限
らない。海底では，海嶺と海溝が変動帯に相当し，広い
大洋底の大部分は安定陸塊に相当する（図4・6）。

変動帯と安定陸塊

2

　変動帯では山脈や火山などの起伏の大きい地形が特徴
であり，河

か

川
せん

や氷河が山を侵食して多彩な地形を形成す
る。侵食された土砂は，河川や氷河によって下流に運

うん

搬
ぱん

され，山のふもとに堆
たい

積
せき

して平野を形成する。
　日本列島のように海洋プレートが大陸プレートの下に
沈みこむところでは，境界と平行に火山が発達する。火
山をつくるマグマの作用によって，銅，銀，すず，亜

あ

鉛
えん

などの有用な金属鉱
こう

床
しょう

が形成されるのも変動帯である。

　安定陸塊には古い時代の岩石からなる楯
たて

状
じょう

地
ち

（盾
たて

状
じょう

地
ち

）
や，楯状地がより新しい時代の岩石におおわれた卓

たく

状
じょう

地
ち

が発達する。変動帯では河川の堆積作用がつくった平野
（堆

たい

積
せき

平野）が広く分布するのに対し，安定陸塊では河川
などの侵食によって形成された平野（侵

しん

食
しょく

平野）が広くみ
られる。また，安定陸塊の楯状地には鉄鉱石の鉱床が広
く分布する。

変動帯の地形と資源
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　地球の表面に大陸や海洋などの凹
おう

凸
とつ

が存在するのは，地球内部の力が働いた結果である。世界地図や地球
儀
ぎ

でしか確認できない大規模な地形を大地形という。ここではプレートテクトニクス理論を用いて地球の大
地形を説明する。

世界の大地形

1地球表面の起
伏 【『地形学』ほ
か】　陸上では
平野，海底では
大
たい

洋
よう

底
てい

が最も広
い。大洋底とは，
大洋の平たい海
底のことである。

2プレートテクトニクスの模式図【著者原図】　プレートの運動によって地球上の大地形の成り立ち
を説明しようとする考えがプレートテクトニクスである。地球表層を地

ち

殻
かく

と上部マントルにわける
物質的な区分に対して，流動性による区分もある。固体で流動しない地殻と上部マントルの最上部
をあわせてリソスフェア（岩石圏

けん

）とよび，これがプレートを形づくる。その下にある，固体ではある
が高温のためにゆっくりと流動する上部マントルをアセノスフェア（岩流圏）とよぶ。

３6安定陸塊と
変動帯の地形区分
【Diercke 
Weltatlas 2015ほ
か】　世界の大陸
の大部分は安定陸
塊で大洋底もこれ
に相当する。

３5洞
とう

爺
や

湖
こ

（北海
道，2013年 ）　火
山の激しい爆

ばく

発
はつ

や
噴
ふん

火
か

後の陥
かん

没
ぼつ

・侵
しん

食
しょく

によってつくら
れる大きな凹

おう

地
ち

を
カルデラという。
洞爺湖もカルデラ
に水がたまって形
成された。

　この教科書では，プレートテクトニクス理論の考え方
に従い，世界の大地形を安定陸

りく

塊
かい

と変動帯に分類してと
らえている。変動帯のうち，せばまる境界を造山帯とよ
ぶ考え方があるが，造山帯は長い時間をかけて大陸地

ち

殻
かく

が厚くなった地域を説明する用語なので，この教科書で
は，現在の山脈等の地形の説明には変動帯を用いる。

変動帯と造山帯
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じ しん　　しんげん

1地
ち

殻
かく

の下にあるかんらん岩
がん

からなる部分をマントルとよぶ。固
体のマントルがとけて上

じょう

昇
しょう

したものがマグマである。
2海洋プレートが大陸プレートの下に沈

しず

みこむせばまる境界に形
成される，弧

こ

状
じょう

に連なる山岳地形をもつ列島のこと。

　地球表面は約3割が陸地，約7割が海である（図1）。
陸の最高点は標高8848mのエベレスト山頂であり，海の
最も深い地点はマリアナ海

かい

溝
こう

の最深部（-10920m）である。
陸地の平均標高は840mであり，海の平均深度は -3795m
である。陸と海の標高分布はこの二つの高度帯に集中し
ており，陸上では平野が，海底では大

たい

洋
よう

底
てい

が最も広い。
このような地球表面の大地形の特

とく

徴
ちょう

は，地球表層のプレ
ートの特徴によって説明できる。重い海洋プレートは地

ち

殻
かく

の厚さが約7kmと薄
うす

く，
軽い大陸プレートではその
厚さが20～70kmとなる。こ
れらの10数枚のプレートが，
流動性のあるマントルに浮
いている状態が地球表面の
大地形を決める基本である。

地球の地形

1

　プレートが相
そう

互
ご

に力をおよぼすことによって大地形が
つくられる（図3）。ヒマラヤ山脈などの巨大な山脈や日
本列島などの起

き

伏
ふく

の大きな島
とう

弧
こ

は，プレートのせばまる
境界（収

しゅう

束
そく

境界）に形成される。一方，プレートの広がる
境界（発

はっ

散
さん

境界）では，地下のマントルから地球表面にマ
グマが上昇し，海

かい

嶺
れい

を形成する。プレートどうしが水平
方向にたがいに異なる方向に動く場所がずれる境界で，
ここでは横ずれ断層（トランスフォーム断層）が形成され
る。このように，プレートの動きによって常に地球表面
の起伏が変動している地域を変

へん

動
どう

帯
たい

とよぶ。
　一方，プレートの境界から離

はな

れたプレート内部では，
長い時間をかけて地表面の侵

しん

食
しょく

が進み，地形は平
へい

坦
たん

に近
づいていく。このような地域を安

あん

定
てい

陸
りく

塊
かい

（安定大陸，安
定地

ち

塊
かい

）とよぶ。南極横断山脈などのように，かつての
プレート境界につくられた山脈が，プレートの境界でな
くなった長い時代を経

へ

たあとも高い標高を保っている例
もあることから，安定陸塊が必ずしも平坦であるとは限
らない。海底では，海嶺と海溝が変動帯に相当し，広い
大洋底の大部分は安定陸塊に相当する（図4・6）。

変動帯と安定陸塊

2

　変動帯では山脈や火山などの起伏の大きい地形が特徴
であり，河

か

川
せん

や氷河が山を侵食して多彩な地形を形成す
る。侵食された土砂は，河川や氷河によって下流に運

うん

搬
ぱん

され，山のふもとに堆
たい

積
せき

して平野を形成する。
　日本列島のように海洋プレートが大陸プレートの下に
沈みこむところでは，境界と平行に火山が発達する。火
山をつくるマグマの作用によって，銅，銀，すず，亜

あ

鉛
えん

などの有用な金属鉱
こう

床
しょう

が形成されるのも変動帯である。

　安定陸塊には古い時代の岩石からなる楯
たて

状
じょう

地
ち

（盾
たて

状
じょう

地
ち

）
や，楯状地がより新しい時代の岩石におおわれた卓

たく

状
じょう

地
ち

が発達する。変動帯では河川の堆積作用がつくった平野
（堆

たい

積
せき

平野）が広く分布するのに対し，安定陸塊では河川
などの侵食によって形成された平野（侵

しん

食
しょく

平野）が広くみ
られる。また，安定陸塊の楯状地には鉄鉱石の鉱床が広
く分布する。

変動帯の地形と資源
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　地球の表面に大陸や海洋などの凹
お う

凸
と つ

が存在するのは，地球内部の力が働いた結果である。世界地図や地球
儀

ぎ

でしか確認できない大規模な地形を大地形という。ここではプレートテクトニクス理論を用いて地球の大
地形を説明する。

世界の大地形

1地球表面の起
伏 【『地形学』ほ
か】　陸上では
平野，海底では
大
た い

洋
よ う

底
て い

が最も広
い。大洋底とは，
大洋の平たい海
底のことである。

2プレートテクトニクスの模式図【著者原図】　プレートの運動によって地球上の大地形の成り立ち
を説明しようとする考えがプレートテクトニクスである。地球表層を地

ち

殻
か く

と上部マントルにわける
物質的な区分に対して，流動性による区分もある。固体で流動しない地殻と上部マントルの最上部
をあわせてリソスフェア（岩石圏

け ん

）とよび，これがプレートを形づくる。その下にある，固体ではある
が高温のためにゆっくりと流動する上部マントルをアセノスフェア（岩流圏）とよぶ。

３6安定地域と
変動帯の地形区分
【Diercke 
Weltatlas 2015ほ
か】　世界の大陸
の大部分は安定地
域で大洋底もこれ
に相当する。
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を
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洞爺湖もカルデラ
に水がたまって形
成された。

　この教科書では，プレートテクトニクス理論の考え方
に従い，世界の大地形を安定地域と変動帯に分類してと
らえている。変動帯のうち，せばまる境界を造山帯とよ
ぶ考え方があるが，造山帯は長い時間をかけて大陸地

ち

殻
かく

が厚くなった地域を説明する用語なので，この教科書で
は，現在の山脈等の地形の説明には変動帯を用いる。
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地球表面の割合

陸地の最高高度 8848m（エベレスト）

陸地の平均高度 840m

海と陸の平均 －2240m
海の平均深度 －3795m

海の最深深度 －10920m

陸地（29.2％） 海洋（70.8％）

北アメリカプレート ユーラシアプレート 太平洋プレート 南アメリカ
プレート

ナスカプレート

アメリカ
大陸

日本列島

海洋地殻沈みこみ
〔地震多発〕

大西洋中央海嶺 東太平洋海嶺
海溝海溝

ち かくしず

かいれい

かいこう

マグマ

大　西　洋 日本海 太　　平　　洋
ユーラシア
大陸
ユーラシア
大陸

リソスフェア（岩石圏）
＝プレート

上部マントル
アセノスフェア（岩流圏）

けん地殻 アメリカ
大陸リソスフェア（岩石圏）

＝プレート

けん

上部マントル
アセノスフェア（岩流圏）

地殻

アパラチア山脈

＊平野には, 台地・丘陵・高原も含めている。
きゅうりょう

オーストラリア
卓状地

カナダ楯状地

ヒマラヤ山脈

南極横断山脈

アフリカ卓状地

スカンディナビア山脈
バルト
楯状地

シベリア
卓状地
たくじょうち

ロシア卓状地

大

　 西

　
洋

　
中

　
央

　
海

　
嶺

中央

イ
ン
ド
洋
海

　
嶺

　

東

　太

　平

　洋

　
海

　嶺

ア

ンデ
ス
山
脈

大

　 西

　

洋
　
中

　
央

　

海

　
嶺

　

大
地
溝
帯

だ
い
ち
こ
う
た
い

アフリカ卓状地

ウ
ラ
ル山脈

ロッキ
ー山

脈

リ
ア

海溝 かいこう

か
い

れ
い

ナ

マ

たてじょう ち

安定地域の平野
安定地域の山地
変動帯の山地と平野
プレートの境界

おもな地震の震源
おもな火山

じ しん　　しんげん

1地
ち

殻
かく

の下にあるかんらん岩
がん

からなる部分をマントルとよぶ。固
体のマントルがとけて上

じょう

昇
しょう

したものがマグマである。
2海洋プレートが大陸プレートの下に沈

しず

みこむせばまる境界に形
成される，弧

こ

状
じょう

に連なる山岳地形をもつ列島のこと。

　地球表面は約3割が陸地，約7割が海である（図1）。
陸の最高点は標高8848mのエベレスト山頂であり，海の
最も深い地点はマリアナ海

か い

溝
こ う

の最深部（-10920m）である。
陸地の平均標高は840mであり，海の平均深度は -3795m
である。陸と海の標高分布はこの二つの高度帯に集中し
ており，陸上では平野が，海底では大

た い

洋
よ う

底
て い

が最も広い。
このような地球表面の大地形の特

と く

徴
ちょう

は，地球表層のプレ
ートの特徴によって説明できる。重い海洋プレートは地

ち

殻
か く

の厚さが約7kmと薄
う す

く，
軽い大陸プレートではその
厚さが20～70kmとなる。こ
れらの10数枚のプレートが，
流動性のあるマントルに浮
いている状態が地球表面の
大地形を決める基本である。

地球の地形

1

　プレートが相
そ う

互
ご

に力をおよぼすことによって大地形が
つくられる（図3）。ヒマラヤ山脈などの巨大な山脈や日
本列島などの起

き

伏
ふ く

の大きな島
と う

弧
こ

は，プレートのせばまる
境界（収

しゅう

束
そ く

境界）に形成される。一方，プレートの広がる
境界（発

は っ

散
さ ん

境界）では，地下のマントルから地球表面にマ
グマが上昇し，海

か い

嶺
れ い

を形成する。プレートどうしが水平
方向にたがいに異なる方向に動く場所がずれる境界で，
ここでは横ずれ断層（トランスフォーム断層）が形成され
る。このように，プレートの動きによって常に地球表面
の起伏が変動している地域を変

へ ん

動
ど う

帯
た い

とよぶ。
　一方，プレートの境界から離

は な

れたプレート内部では，
長い時間をかけて地表面の侵

し ん

食
しょく

が進み，地形は平
へ い

坦
た ん

に近
づいていく。このような地域を安定地域とよび，安定陸

り く

塊
か い

と古い山脈をふくむ。南極横断山脈などのように，か
つてのプレート境界につくられた山脈が，プレートの境
界でなくなった長い時代を経

へ

たあとも高い標高を保って
いる例もあることから，安定地域が必ずしも平坦である
とは限らない。海底では，海嶺と海溝が変動帯に相当し，
広い大洋底の大部分は安定地域に相当する（図4・6）。

変動帯と安定地域

2

　変動帯では山脈や火山などの起伏の大きい地形が特徴
であり，河

か

川
せ ん

や氷河が山を侵食して多彩な地形を形成す
る。侵食された土砂は，河川や氷河によって下流に運

う ん

搬
ぱ ん

され，山のふもとに堆
た い

積
せ き

して平野を形成する。
　日本列島のように海洋プレートが大陸プレートの下に
沈みこむところでは，境界と平行に火山が発達する。火
山をつくるマグマの作用によって，銅，銀，すず，亜

あ

鉛
え ん

などの有用な金属鉱
こ う

床
しょう

が形成されるのも変動帯である。

　安定地域には古い時代の岩石からなる楯
た て

状
じょう

地
ち

（盾
た て

状
じょう

地
ち

）
や，楯状地がより新しい時代の岩石におおわれた卓

た く

状
じょう

地
ち

が発達する。変動帯では河川の堆積作用がつくった平野
（堆

た い

積
せ き

平野）が広く分布するのに対し，安定地域では河川
などの侵食によって形成された平野（侵

し ん

食
しょく

平野）が広くみ
られる。また，安定地域の楯状地には鉄鉱石の鉱床が広
く分布する。

変動帯の地形と資源

p.176

安定地域の地形と資源
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5

10

15

5

10

15

生
活
文
化
と
自
然
環
境
②
気
候

3
節

次のうち，最も低い気温が記録されたのはどの国かな。
①カナダ，②ロシア，③ノルウェー

なぜこれほど違う？
暑さ，寒さ，雨の量。

気温や降水量が地域によって異なるのはなぜだろうか。

多様な気候とその分布
18

図3に示された都市のなかで，大陸性気候の特徴を最も
強く示す都市はどこか，答えなさい。

降水量分布にみられる特徴について，「山地の風上側」という
用語を使って説明しなさい。チェックA チェックB

1湿
し つ

潤
じゅん

なバリ島（インドネシア，2015年）と乾
か ん

燥
そ う

したグレートビクトリア砂
さ

漠
ば く

（オーストラリア，2019年）

3赤道に近いシンガポールと北
ほ く

緯
い

50度付近
のさまざまな都市の月別平均気温【『理科年
表2020』】　読み取ろう  図5を見て，内陸部
と沿岸部の都市の気温を比

ひ

較
か く

しよう。

4年中気温の低い南極（左）と年中気温の高い赤道付近のガラパゴス諸島（右：エクアドル，2012年）
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537

2702

1668

534

59

2年降水量と一
人あたり水資源
量【AQUASTAT
ほか】　水資源
量とは，降水量
から蒸発量を除
くなどして算出
された，理論上
利用可能な水の
量をさす。
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ベ
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ゲ
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季
節

風
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5世界の気温と降水量【Diercke Weltatlas 2015】

6降水量の季節変化【Diercke Weltatlas 2015】
読み取ろう  降水量が1月と7月で大きく変わる地域，
どちらも湿

し つ

潤
じゅん

の地域，どちらも乾
か ん

燥
そ う

の地域を探そう。

　降水量の多い地域に住む人が，多くの水を利
用できるとは一

いち

概
がい

にはいえない。利用できる水
の量は，人口や面積とも関連するためである。
インドネシアの降水量はオーストラリアの約5
倍あるが，一人あたりの水資源量は半分に満た
ない。水質もまた利用可能な水の量を制限する。

偏
へん ざい
在する水資源

　　　　　　　　　　　　　気候はある場所での天気や天候の長年

にわたる状態を示す言葉であり，植生

や土
ど

壌
じょう

などの自然環
か ん

境
きょう

と深く関連している。気候の特
と く

徴
ちょう

を示す気温

や降水量のちがいは，地域ごとにみられる衣服や住居といった人々

の生活様式にも影
え い

響
きょう

をあたえ，農業やさまざまな産業の地域性も気

候の特徴とともにあらわれることが多い。

　　　　　　　　　　　　　地上の気温は，その場所の地表面の温

度や流れこむ風の影響を受けて変化

し，標高があがると低くなる。地表面が太陽から受け取る熱量は赤

道に近い地域で多く，緯
い

度
ど

が高くなるにつれて少なくなる。また，

一年のなかでも受け取る熱量は変化し，変化の幅
は ば

は高緯度で大きく，

低緯度で小さい。このため，気温は赤道から両極に向かうにつれて

低くなり，一年のなかでの気温変化の幅（気温の年
ね ん

較
か く

差
さ

）も高緯度ほ

ど大きくなる。さらに，温まりやすく冷えやすい性質をもつ大陸で

は気温の年較差が大きい気候（大陸性気候）となり，これとは逆の性

気候と環境 p.219

p.90

寒い地域と暑い地域

p.218 p.8・巻末3

1

3

質をもつ海洋では年較差が小さい気候（海洋性気候）となる。風によ

って大陸や海洋の大気が運ばれてくる地域でも，これらの気候の特

徴を示すようになる。

　　　　　　　　　　　　　年降水量の分布には，空気中の水蒸気

が多い海洋の近くや上
じょう

昇
しょう

気流がおこ

りやすい場所で降水量が多いという特徴がみられる。地球規模でみ

ると，赤道付近は上昇気流がおこりやすく，降水量の多い緯度帯と

なっている。一方，回帰線の通る緯度20～30度付近は，亜
あ

熱帯高

圧帯（中緯度高圧帯）におおわれ，下降気流がおこりやすく，降水量

の少ない地域が広がる。中高緯度では南北の気温差が大きいことが

原因となり，低気圧や前線が発達して降水が生じ，特に中緯度は降

水量の多い地域となっている。また，風が山地・山脈にぶつかって

上昇気流となる風上側には，降水量の多い地域がみられる。季節的

に降水量の分布をみると，赤道付近や中緯度にみられる降水量の多

い場所は，一年のなかで南北に移動しており，それぞれの地域に降

水の季節変化をもたらしていることがわかる。

3

雨の多い地域と
少ない地域

5

p.88

p.219

6

1気温の年
ねん

較
かく

差
さ

は，最暖月と最寒月の平均
気温差をさす。また，一日のなかの最高気
温と最低気温の差を気温の日

にち

較
かく

差
さ

という。
日較差は年較差と同様に大陸内部で大きく
なる。
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5

10

15

5

10

熱帯林が地球に占
し

める面積は約10％だけど，生物種の半数以上が熱帯
林に生息しているといわれているよ。生命の宝庫なんだね。

強い日差しと激しい雨。
人の暮らしと農業は？

熱帯の人々の暮らし
19

熱帯で生活や農業を行ううえで，人々はどのような工夫をしてい
るのだろうか。

熱帯でおもに昼過ぎから夕方に降る激しい雨の名称を答
えなさい。

湿
し つ

潤
じゅん

な熱帯の住居では，どのような工夫がみられるのか，本
文から抜き出して答えなさい。チェックA チェックB

　月ごとの気温を折れ線グラフで，降水量を
棒
ぼう

グラフであらわしたものを雨
う

温
おん

図
ず

とよぶ。
降水量が少ない季節が気温の高い夏にあたる
のか，気温の低い冬にあたるのかなど，気温
と降水量の変化の対応関係が読み取りやすい。

雨温図を読み取ろう12

5雨温図の示す内容【気象庁資料】

1甘くないバナナを揚
あ

げた料理（コロンビア）

4熱帯の気温と降水量【『理科年表2020』】
7サリーを着た女性（インド） 8高

た か

床
ゆ か

式の住居（パプアニューギニア，2015年）

9スコールのなかを進む人力車（インド，2016年）

0蚊
か

帳
や

付きのベッ
ドで横になる子ど
も（コートジボワ
ール，2017年）
蚊

か

を媒
ば い

介
か い

して感
か ん

染
せ ん

するマラリアやデ
ング熱の予防に蚊
帳が役立てられて
いる。

２Q移
い

動
ど う

耕
こ う

作
さ く

（焼
や き

畑
はた

農業）を行う耕地
（エチオピア）

４W移動耕作（焼
畑農業）のサイクル　
除草の手間がかか
らないという利点
がある。

6アマゾン川流域の熱帯雨林・セルバ（左：ペルー），東南アジアの熱帯雨林・ジャングル（中：マレーシア・ボルネオ島），アフリカのサバナ（右：
ケニア，2016年）　乾

か ん

季
き

のあるサバナは熱帯雨林と異なり，樹高の低い木がまばらに生え，草原が広がっている。

2ココナッツミルクに入ったタ
ピオカ　ココやしも熱帯で広く
栽培されている。

東京

1 7 12月
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気温 降水量月平均気温
（折れ線グラフ）
…毎日の平均気温を
　1か月分平均した数値

1か月ごとの降水量
（棒グラフ）
…1か月に降った雨や雪の量

年降水量
…毎月の降水量の合計

1年間の平均気温
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7

年降水量
2199mm

1950.4mm

24.8℃

1841.7mm

27.1℃

1841.7mm年降水量
2199mm

年平均気温
27.6℃
年平均気温
27.6℃

3熱帯の分布【ケッペン原図ほか】

小さい雑草が
生える

裸地

収
穫

休閑期の
自然のサイクル

きゅうかん

耕作期 （植生遷移）
せん い

大きい雑草に
入れ替わる

木が生えて
雑草が排除
される

はいじょ
火入れなど

熱帯雨林気候区 熱帯モンスーン気候区 サバナ気候区

0゜

北回帰線

南回帰線

シンガポール

マハジャンガ
ケアンズ

コルカタ

（p.₈₉）

　　　　　　　　　　　　　熱帯は一年を通じて気温が高く，その

年
ね ん

較
か く

差
さ

が小さいという共通した特
と く

徴
ちょう

をもつが，降水量とその季節変化にちがいがあるため，自然環
か ん

境
きょう

に

も地域性が生じている。一年を通じて降水量の多い熱帯雨林気候区

（Af）には，地球で最も生物多様性に富む常緑の広葉樹林からなる

熱帯雨林が分布する。樹高が30m以上にも達する高木の下には複数

の樹木が重なり合い，つる植物などをふくむ非常に多くの種が密生

する。短い乾
か ん

季
き

をもつ熱帯モンスーン気候区（Am）は，乾季に落葉

する樹木もみられる森林が広がる地域である。一方，サバナ気候区

（Aw）は明
め い

瞭
りょう

な乾季をもつため，樹木がまばらに生え，その間が草

原となっている。

　高温多
た

湿
し つ

な熱帯には，ラトソルとよばれる赤色土が広く分布して

いる。土中の養分が流れ出やすく，有機物の分解も速い環境にある

熱帯の気候と環境

6

ため，土
ど

壌
じょう

は薄
う す

くやせている。熱帯では，おもに昼過ぎから夕方に

スコールとよばれる激しい雨が降るため，雨をさえぎる樹木がない

農地などでは，土壌の侵
し ん

食
しょく

や流出の影
え い

響
きょう

を受けやすい。

　　　　　　　　　　　　　一年を通じて気温が高い熱帯では，風

通しのよい半そでの衣服が好まれる

が，強い日差しを防ぐため長そでの衣服を着ることも多い。住居は

風通しをよくし，湿
し っ

気
け

や雨の浸
し ん

入
にゅう

を防ぐ工
く

夫
ふ う

がされており，湿気や

洪
こ う

水
ず い

の影響を防ぐ高
た か

床
ゆ か

式の住居が多くの地域にみられる。

　熱帯では数年のサイクルで小規模な耕地を移していく移
い

動
どう

耕
こう

作
さく

（焼
やき

畑
はた

農業）が広く行われてきた。作物の生長を妨
さまた

げる雑草が数年で

生
お

い茂
しげ

り，スコールによる土壌侵食の影響を受けやすい熱帯に適し

た農法であり，おもに自給用に穀物やいも類などの作物が栽
さい

培
ばい

され

てきた。雨季・乾季のある地域では，灌
かん

漑
がい

施
し

設
せつ

の有無により，季節

ごとに栽培作物にちがいがみられる。一方，熱帯にはフルーツや油

などの食品や，天然ゴムなどの熱帯固有の産物が多く，それらを商

品作物とする大規模なプランテーションの開発が進められてきた地

域も多い。

9

人々の暮らしと農業
7

8

Q

p.65

p.219

巻末6

p.219

p.126・159

　バナナやキャッサバ（巻末5）は熱
帯の代表的な自給作物である。日
本では果物として甘いバナナを食
べることがほとんどだが，現地で
は甘くないバナナを揚

あ

げたり，ス
ープに入れたりする料理も多い。
キャッサバは毒

どく

抜きをして煮
に

た
り，ふかしたりして食べるが，日本
では甘味や飲み物に入れるタピオ
カとして食べられることが多い。

バナナと
キャッサバ

 
復
習
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15

生
活
文
化
と
自
然
環
境
②
気
候

3
節

次のうち，最も低い気温が記録されたのはどの国かな。
①カナダ，②ロシア，③ノルウェー

なぜこれほど違う？
暑さ，寒さ，雨の量。

気温や降水量が地域によって異なるのはなぜだろうか。

多様な気候とその分布
18

図3に示された都市のなかで，大陸性気候の特徴を最も
強く示す都市はどこか，答えなさい。

降水量分布にみられる特徴について，「山地の風上側」という
用語を使って説明しなさい。チェックA チェックB

1湿
し つ

潤
じゅん

なバリ島（インドネシア，2015年）と乾
か ん

燥
そ う

したグレートビクトリア砂
さ

漠
ば く

（オーストラリア，2019年）

3赤道に近いシンガポールと北
ほ く

緯
い

50度付近
のさまざまな都市の月別平均気温【『理科年
表2020』】　読み取ろう  図5を見て，内陸部
と沿岸部の都市の気温を比

ひ

較
か く

しよう。

4年中気温の低い南極（左）と年中気温の高い赤道付近のガラパゴス諸島（右：エクアドル，2012年）
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2年降水量と一
人あたり水資源
量【AQUASTAT
ほか】　水資源
量とは，降水量
から蒸発量を除
くなどして算出
された，理論上
利用可能な水の
量をさす。
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5世界の気温と降水量【Diercke Weltatlas 2015】

6降水量の季節変化【Diercke Weltatlas 2015】
読み取ろう  降水量が1月と7月で大きく変わる地域，
どちらも湿

し つ

潤
じゅん

の地域，どちらも乾
か ん

燥
そ う

の地域を探そう。

　降水量の多い地域に住む人が，多くの水を利
用できるとは一

いち

概
がい

にはいえない。利用できる水
の量は，人口や面積とも関連するためである。
インドネシアの降水量はオーストラリアの約5
倍あるが，一人あたりの水資源量は半分に満た
ない。水質もまた利用可能な水の量を制限する。

偏
へん ざい
在する水資源

　　　　　　　　　　　　　気候はある場所での天気や天候の長年

にわたる状態を示す言葉であり，植生

や土
ど

壌
じょう

などの自然環
か ん

境
きょう

と深く関連している。気候の特
と く

徴
ちょう

を示す気温

や降水量のちがいは，地域ごとにみられる衣服や住居といった人々

の生活様式にも影
え い

響
きょう

をあたえ，農業やさまざまな産業の地域性も気

候の特徴とともにあらわれることが多い。

　　　　　　　　　　　　　地上の気温は，その場所の地表面の温

度や流れこむ風の影響を受けて変化

し，標高があがると低くなる。地表面が太陽から受け取る熱量は赤

道に近い地域で多く，緯
い

度
ど

が高くなるにつれて少なくなる。また，

一年のなかでも受け取る熱量は変化し，変化の幅
は ば

は高緯度で大きく，

低緯度で小さい。このため，気温は赤道から両極に向かうにつれて

低くなり，一年のなかでの気温変化の幅（気温の年
ね ん

較
か く

差
さ

）も高緯度ほ

ど大きくなる。さらに，温まりやすく冷えやすい性質をもつ大陸で

は気温の年較差が大きい気候（大陸性気候）となり，これとは逆の性

気候と環境 p.219

p.90

寒い地域と暑い地域

p.218 p.8・巻末3

1

3

質をもつ海洋では年較差が小さい気候（海洋性気候）となる。風によ

って大陸や海洋の大気が運ばれてくる地域でも，これらの気候の特

徴を示すようになる。

　　　　　　　　　　　　　年降水量の分布には，空気中の水蒸気

が多い海洋の近くや上
じょう

昇
しょう

気流がおこ

りやすい場所で降水量が多いという特徴がみられる。地球規模でみ

ると，赤道付近は上昇気流がおこりやすく，降水量の多い緯度帯と

なっている。一方，回帰線の通る緯度20～30度付近は，亜
あ

熱帯高

圧帯（中緯度高圧帯）におおわれ，下降気流がおこりやすく，降水量

の少ない地域が広がる。中高緯度では南北の気温差が大きいことが

原因となり，低気圧や前線が発達して降水が生じ，特に中緯度は降

水量の多い地域となっている。また，風が山地・山脈にぶつかって

上昇気流となる風上側には，降水量の多い地域がみられる。季節的

に降水量の分布をみると，赤道付近や中緯度にみられる降水量の多

い場所は，一年のなかで南北に移動しており，それぞれの地域に降

水の季節変化をもたらしていることがわかる。

3

雨の多い地域と
少ない地域

5

p.88

p.219

6

1気温の年
ねん

較
かく

差
さ

は，最暖月と最寒月の平均
気温差をさす。また，一日のなかの最高気
温と最低気温の差を気温の日

にち

較
かく

差
さ

という。
日較差は年較差と同様に大陸内部で大きく
なる。
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10

熱帯林が地球に占
し

める面積は約10％だけど，生物種の半数以上が熱帯
林に生息しているといわれているよ。生命の宝庫なんだね。

強い日差しと激しい雨。
人の暮らしと農業は？

熱帯の人々の暮らし
19

熱帯で生活や農業を行ううえで，人々はどのような工夫をしてい
るのだろうか。

熱帯でおもに昼過ぎから夕方に降る激しい雨の名称を答
えなさい。

湿
し つ

潤
じゅん

な熱帯の住居では，どのような工夫がみられるのか，本
文から抜き出して答えなさい。チェックA チェックB

　月ごとの気温を折れ線グラフで，降水量を
棒
ぼう

グラフであらわしたものを雨
う

温
おん

図
ず

とよぶ。
降水量が少ない季節が気温の高い夏にあたる
のか，気温の低い冬にあたるのかなど，気温
と降水量の変化の対応関係が読み取りやすい。

雨温図を読み取ろう12

5雨温図の示す内容【気象庁資料】

1甘くないバナナを揚
あ

げた料理（コロンビア）

4熱帯の気温と降水量【『理科年表2020』】
7サリーを着た女性（インド） 8高

た か

床
ゆ か

式の住居（パプアニューギニア，2015年）

9スコールのなかを進む人力車（インド，2016年）

0蚊
か

帳
や

付きのベッ
ドで横になる子ど
も（コートジボワ
ール，2017年）
蚊

か

を媒
ば い

介
か い

して感
か ん

染
せ ん

するマラリアやデ
ング熱の予防に蚊
帳が役立てられて
いる。

２Q移
い

動
ど う

耕
こ う

作
さ く

（焼
や き

畑
はた

農業）を行う耕地
（エチオピア）

４W移動耕作（焼
畑農業）のサイクル　
除草の手間がかか
らないという利点
がある。

6アマゾン川流域の熱帯雨林・セルバ（左：ペルー），東南アジアの熱帯雨林・ジャングル（中：マレーシア・ボルネオ島），アフリカのサバナ（右：
ケニア，2016年）　乾

か ん

季
き

のあるサバナは熱帯雨林と異なり，樹高の低い木がまばらに生え，草原が広がっている。

2ココナッツミルクに入ったタ
ピオカ　ココやしも熱帯で広く
栽培されている。
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3熱帯の分布【ケッペン原図ほか】

小さい雑草が
生える

裸地

収
穫

休閑期の
自然のサイクル

きゅうかん

耕作期 （植生遷移）
せん い

大きい雑草に
入れ替わる

木が生えて
雑草が排除
される

はいじょ
火入れなど
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　　　　　　　　　　　　　熱帯は一年を通じて気温が高く，その

年
ね ん

較
か く

差
さ

が小さいという共通した特
と く

徴
ちょう

をもつが，降水量とその季節変化にちがいがあるため，自然環
か ん

境
きょう

に

も地域性が生じている。一年を通じて降水量の多い熱帯雨林気候区

（Af）には，地球で最も生物多様性に富む常緑の広葉樹林からなる

熱帯雨林が分布する。樹高が30m以上にも達する高木の下には複数

の樹木が重なり合い，つる植物などをふくむ非常に多くの種が密生

する。短い乾
か ん

季
き

をもつ熱帯モンスーン気候区（Am）は，乾季に落葉

する樹木もみられる森林が広がる地域である。一方，サバナ気候区

（Aw）は明
め い

瞭
りょう

な乾季をもつため，樹木がまばらに生え，その間が草

原となっている。

　高温多
た

湿
し つ

な熱帯には，ラトソルとよばれる赤色土が広く分布して

いる。土中の養分が流れ出やすく，有機物の分解も速い環境にある

熱帯の気候と環境
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ため，土
ど

壌
じょう

は薄
う す

くやせている。熱帯では，おもに昼過ぎから夕方に

スコールとよばれる激しい雨が降るため，雨をさえぎる樹木がない

農地などでは，土壌の侵
し ん

食
しょく

や流出の影
え い

響
きょう

を受けやすい。

　　　　　　　　　　　　　一年を通じて気温が高い熱帯では，風

通しのよい半そでの衣服が好まれる

が，強い日差しを防ぐため長そでの衣服を着ることも多い。住居は

風通しをよくし，湿
し っ

気
け

や雨の浸
し ん

入
にゅう

を防ぐ工
く

夫
ふ う

がされており，湿気や

洪
こ う

水
ず い

の影響を防ぐ高
た か

床
ゆ か

式の住居が多くの地域にみられる。

　熱帯では数年のサイクルで小規模な耕地を移していく移
い

動
どう

耕
こう

作
さく

（焼
やき

畑
はた

農業）が広く行われてきた。作物の生長を妨
さまた

げる雑草が数年で

生
お

い茂
しげ

り，スコールによる土壌侵食の影響を受けやすい熱帯に適し

た農法であり，おもに自給用に穀物やいも類などの作物が栽
さい

培
ばい

され

てきた。雨季・乾季のある地域では，灌
かん

漑
がい

施
し

設
せつ

の有無により，季節

ごとに栽培作物にちがいがみられる。一方，熱帯にはフルーツや油

などの食品や，天然ゴムなどの熱帯固有の産物が多く，それらを商

品作物とする大規模なプランテーションの開発が進められてきた地

域も多い。
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人々の暮らしと農業
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p.219
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　バナナやキャッサバ（巻末5）は熱
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　地球規模の風の流れは，降水量の分布に地域性と季節変化をつくり出し，気候を特
とく

徴
ちょう

づけている。

風の流れと降水の季節変化

　風は気圧の高い地域から低い地域に向かって流れ，熱
や水蒸気を運んでいる。地上での気圧を緯

い

度
ど

帯ごとに平
均すると，赤道から極に向かって低気圧と高気圧が交

こう

互
ご

に並んでおり，これらの間での風の流れを知ることで，
各緯度帯の降水量分布の特徴や季節変化を理解すること
ができる（図2）。
　赤道付近の熱帯収束帯（赤道低圧帯）は，太陽の熱を多
く受けるために常に上

じょう

昇
しょう

気流がおこりやすく南北方向か
ら風が集まる場所である。上昇気流によって雲ができや
すく，降水量の多い地域をつくる。ここで上昇した気流
は，上空で南北方向に分流し，高緯度へと向かう風とな
る。この風は徐

じょ

々
じょ

に冷えていくため，やがて下降し，緯
度20～30度付近を中心とする亜

あ

熱帯高圧帯（中緯度高圧
帯）を地上付近に形成する。ここでは上空からの下降気
流によって上昇気流がおさえられるため，雲が発生しに
くく，降水量の少ない場所となる。亜熱帯高圧帯からは，
熱帯収束帯へと向かう東寄りの風（貿易風）と高緯度方向

緯度帯ごとの気圧分布と特徴的な風の流れ

p.219

へ向かう西寄りの風（偏
へん

西
せい

風）が吹
ふ

く。
　一方，太陽エネルギーが少ない極地域では，地上の空
気が極

きょく

端
たん

に冷
れい

却
きゃく

されて重くなるため，極高圧帯が形成さ
れる。ここから低緯度側に向かう東寄りの風（極

きょく

偏
へん

東
とう

風）
は寒冷な空気を中緯度に運ぶことになる。中緯度付近は，
高緯度から運ばれる寒冷な空気（寒帯気団）と亜熱帯高圧
帯から運ばれる温暖な空気（熱帯気団）が接して南北の気
温差が大きい場所となる。このため上空では時速100km
にもおよぶ強い偏西風（ジェット気流）がふき，前線や低
気圧が発生しやすい亜寒帯低圧帯（高緯度低圧帯）が形成
され，降水量の多い地域となる。

　太陽から受け取る熱の量は緯度ごとに季節的な変化を
するため，気圧分布にも季節変化がおこる。北半球の夏
季を例にすると，地表面の温度が高い場所に形成される
熱帯収束帯は最も北側に移動し，この北側にある亜熱帯
高圧帯も最も北上することになる。一方，極付近は白

びゃく

夜
や

となり，大気の温度も上がるため，極高圧帯の規模は縮
小し，寒帯気団と熱帯気団の境界にできる亜寒帯低圧帯
も北側に移動する。逆に北半球の冬季には極高圧帯の規

p.219

季節的な気圧分布と降水域の変化

模が拡大し，熱帯収束帯は南下する。これとともに亜寒
帯低圧帯や亜熱帯高圧帯も低緯度側に移動する。
　このような気圧帯の季節的な南北移動にともない，一
年のなかで特定の季節にだけ雨の降る地域ができる。一
方，高圧帯や低圧帯は南北に幅

はば

をもつため，一年を通じ
て同じ気圧帯の影

えい

響
きょう

を受ける地域もできる。亜熱帯高圧
帯の影響を受ける砂

さ

漠
ばく

気候区（BW），亜寒帯低圧帯の影
響を受ける西岸海洋性気候区（Cfb）などがこれにあたる。

　海と陸の境界付近では，数十km程度のせまい範囲で
昼と夜で風向きが反転する海陸風が吹く（図6）。これと
類似した仕組みによって，夏と冬には海洋と大陸の間で
1万kmにもおよぶ大規模な風の流れの変化がおこって
いる（図7）。大陸は，海洋に比

ひ

較
かく

して暖まりやすいため，
夏季には大陸に上昇気流が発生しやすい低気圧が形成さ
れる。このため，海洋から大陸に向かう風が形成される。
一方，冬季には大陸での冷却が大きいために高気圧が形
成され，大陸から海洋に向かう風が形成される。したが
って，大陸と海洋の境界付近は，季節によって風向きが
大きく異なる季節風（モンスーン）地域となる。北半球で
は低気圧の周りに反時計回り，高気圧の周りに時計回り
の風ができることから，インドや東南アジアなど，ユー
ラシア大陸の南では，夏に南西風，冬に北東風が吹くこ
とになる。

海洋と大陸の分布がもたらす風の流れ
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9999 第１章　人々の生活文化と多様な地理的環境
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節

広大な農地をもつアメリカ合衆国では，ドローンや衛星画像によるデー
タ分

ぶ ん

析
せ き

，トラクターの自動運転など農業にICTが活用されているよ。

生
活
文
化
と
産
業

4

人の食生活は，気候だけ
で決まるのだろうか。

イスラーム圏
けん

で豚
ぶた

肉
にく

がほとんど生産されていないのはな
ぜだろうか。

食生活と農業の分布
23

企業的農業が最も発達していると考えられる国を選びな
さい。［イギリス，ブラジル，サウジアラビア］

図8を見て，M社はどのような地域に進出しているといえる
か，本文を参考にして答えなさい。チェックA チェックB

3大人数での茶摘み（インド・アッサム地方）

4トマトの水耕栽
さ い

培
ば い

（イタリア，2019年）
土を使わずに必要な養分をあたえて栽培する
水耕栽培は安定した収

しゅう

穫
か く

が期待できる。

ドイツ
13.9％

その他
34.1

オランダ
11.4

ニュージー
ランド 13.5

ベルギー 5.0

アメリカ 6.7
イタリア 5.6

フランス 9.8

2020年
輸出総額
762億ドル

　インドは広い国土に多くの人口を抱
かか

えるため，食文化も
多様である。例えば，小麦栽

さい

培
ばい

がさかんな北部では小麦の
消費量が多いのに対し，稲

いな

作
さく

がさかんな南部では米の消費
量が多い。そのため，インド北部のカレーはナンなど小麦
からつくられるパンと組み合わされることが多いが，イン
ド南部では日本のように米を使ったカレーが主流となる。

インドの中の食文化の多様性

１1インド北部のカレー（ラージャスターン州）
５2インド南部のカレー（ケララ州）

7大規模な小麦栽
さ い

培
ば い

（アメリカ，2015年）

5乳製品のおもな輸出国【国連資料】 6オレンジの収穫（スペイン）

9国ごとの土地生産性と労働生産性【FAOSTAT】　集
約的稲

い な

作
さ く

が成立するアジア，混合農業が発達するヨー
ロッパ，そして企

き

業
ぎょう

的農業が卓
た く

越
え つ

する「新大陸」で，そ
れぞれ土地生産性と労働生産性（p.₂₁₉）が異なることが
わかる。

牛の頭数
15.1億頭
2019年

インド
12.8

ブラジル
14.2%

ア
メ
リ
カ
6.3

エチオピア 4.2中国 4.2

その他
58.3

牛肉生産量
6831万t
2019年

中国
8.7

ブラジル
14.9

アメリカ
18.1%

アルゼンチン 4.6 オーストラリア 3.4

その他
50.3

0牛の飼育頭数と牛肉生産量の国別割合【世界国勢図
会】　飼育頭数に対してアメリカの牛肉生産量が多い
ことがわかる。アメリカはフィードロット（p.₉₅）とよ
ばれる肥

ひ

育
い く

場が特
と く

徴
ちょう

的で生産性が高い。

Q各国の豚
ぶ た

・鶏
にわとり

の百人あたり飼育数（2019年）
【FAOSTAT】　北アフリカや北東アフリカでは鶏に比
べると豚の飼育数が少ない。

［2018年］ オーストラリア アメリカ フランス 日本

農民一人
あたり
耕地面積

農民一人
あたり
穀物
生産量

耕地1ha
あたり
穀物
生産量

耕地1ha
あたり
肥料
消費量

94.0
ha

2035kg

85.9kg

74.0

102.7t 206.1

8196

128.8 172.7 253.7

6829 6134

92.8
5.1

27.2
1.8

～1969年
1970～1989年

1990～2009年
2010年～

進出年

0゜

＊現在は店舗がない国･地域も
　一部にふくむ。

てん ぽ

5頭以上
0.1～5頭
0.1頭未満
資料なし

200羽以上
100～200羽
100羽未満
資料なし

豚 鶏

8アメリカに本社があるハンバーガーチェー
ンM社の各国・地域への進出時期【M社資料】

　　　　　　　　　　　　　世界の食生活は，各地域における主要

作物の分布から影
え い

響
きょう

を受けてきた。米

をおもに食べる地域は，東南アジアから東アジアを中心に分布する。

その一方，小麦をおもに食べる地域は，地
ち

中
ちゅう

海
か い

沿岸地域を中心に，

南アジアや東アジア北部に広がる。また，とうもろこしや雑穀をお

もに食べるのは，中央アメリカやサハラ以南アフリカといった地域

である。さらに，いも類をおもに食べる地域は，サハラ以南アフリ

カやオセアニアの島々におよぶ。これら主要作物の分布は，耕作限

界をふくめ，各
お の

々
お の

の作物の栽
さ い

培
ば い

条件に大きく影響される。このよう

に世界の食生活は，農業を取り巻く自然環
か ん

境
きょう

に影響されていること

がわかる。

　　　　　　　　　　　　　農業は自然環境のみならず，経済など

の社会環境にも影響され，大きく三つ

の経営形態に分化してきた。最も伝統的な農業形態として，熱帯で

の焼
や き

畑
は た

，乾
か ん

燥
そ う

帯でのオアシス農業，アジアでの集約的稲
い な

作
さ く

や集約的

畑作など，自家消費を主目的とする自給的農業が成立した。その後，

産業革命の影響で工業化が進むと，ヨーロッパを中心に混合農業や

食生活の地域的分布
巻末4

p.676

農業の地域的分布

p.81 p.83 p.64・853

酪
ら く

農
の う

，園芸農業や地
ち

中
ちゅう

海
か い

式農業といった商品作物の生産を目的とす

る商業的農業が拡大する。さらに20世紀以降は，農業機械や化学

肥料を使った効率的な農業経営が普
ふ

及
きゅう

するようになる。その代表的

な例として，南北アメリカやオーストラリアなどの「新大陸」で大規

模に穀物栽培や牧
ぼ く

畜
ち く

を行う企
き

業
ぎょう

的農業をあげることができる。

　　　　　　　　　　　　　このような食生活や農業の分布は，自

然環境や社会環境だけでなく，食物禁
き ん

忌
き

などの文化環境の影響を少なからず受けている。それは食肉で典

型的にみられ，例えばヒンドゥー教徒は牛肉を，ムスリム（イスラ

ム教徒）は豚
ぶ た

肉
に く

を，宗教上の禁忌（タブー）から食さない。また，肥

満が社会問題化したアメリカ合衆国では，健康志向やダイエット志

向が高まり，牛肉よりも鶏
と り

肉
に く

の消費量が増えている。これによって，

アメリカ合衆国では綿花栽培がさかんだった南部諸州がブロイラー

（肉用若
わ か

鶏
ど り

）の産地に変
へ ん

貌
ぼ う

するなど，食文化が農業に影響をあたえる

ことも少なくない。さらに近年，先進国だけでなく新
し ん

興
こ う

国もふくむ

地域にファストフードが進出したことで，地域性をもっていた食生

活が均質化する傾
け い

向
こ う

もみられる。このような現象は，現代の食生活

や食文化がグローバル化の影響を大きく受けていることをよく示し

ている。

5 4 6

7

食文化の多様性と変容

p.61

0Q

p.218 p.218

8

p.218
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広大な土地と，自動運転の試験に必要な厳しい環
か ん

境
きょう

を売りに，自動運転
の試験場が全国最多となっている都道府県はどこだろう。

工場は，どんな理由で
どんな場所に建つのか。

工業立地の変化
24

図3のようにカラーテレビの生産拠
きょ

点
てん

が変化してきたのはなぜだ
ろうか。

図6を見て，一人あたり工業付加価値額が₅₀₀₀ドル以上
の国を₅か国あげなさい。

近年における先進国の工業の変化の特徴を本文の表現を使っ
て答えなさい。チェックA チェックB

１1ヤンゴンの郊
こ う

外
が い

にあるティラワ
経済特区の工業団地（ミャンマー，
2020年）

３2工業団地の造成前（ミャンマー，
2013年）

　ミャンマーの旧首都ヤンゴンでは，2010年ごろ
から急速に工業化が進んだ。工業化により，都市部
で新たな雇

こ

用
よう

が生み出されたため，所得水準の低い
農村などから，多くの人が都市へと集まってきてい
る。このように，工業化が進展すると，都市への人
口移動が顕

けん

著
ちょ

になり，従来の都市景観を一変させる。

工業化と都市の変化

4産業革命期のイギリスの綿織物工場

5日本企
き

業
ぎょう

の地域別海外進出件数と海外生産比率【海
外事業活動基本調査】　読み取ろう  海外進出件数が最
ものびている地域はどこだろうか。

6世界各国・地域の一人あたり工業付加価値額とおもな国の工業構成【World Development Indicatorsほか】

8ロボットがひしめき合う無人工場（山
や ま

梨
な し

県忍
お し

野
の

村
む ら

）
コンピュータの制

せ い

御
ぎ ょ

装置を組み立てている。

7バングラデシュの縫
ほ う

製
せ い

工場（2016年）

海
外
生
産
比
率

海
外
進
出
件
数

%

16年度86 92 98 2004 101980
0 0

1

0.5

2.5

2

1.5

3

10

20

30
万件海外進出件数

海外生産比率

その他
アジア
ヨーロッパ
北アメリカ

5000ドル以上
2500～5000ドル
500～2500ドル
500ドル未満
資料なし

一人あたりの工業付加
価値額　　  ［2015年］

アメリカ

トルコ

［2015年］
計1866
億ドル

［2016年］
計6308
億ドル

［2016年］
計2兆4090

億ドル

［2011年］
計211
億ドル［2011年］

計458
億ドル

食料品
16.1％

食料品
      21.9％

食料品
13.5％

食料品
10.3％

7.6
％

繊維 1.2
せん い

繊維
49.5

7.8

6.9

9.86.3

化学
19.0

化学
10.5

化学
20.8

金属
11.2

金属
12.7

金属
16.2

金属
15.3

金属
12.6

自動車
18.5

自動車

航空機

8.9

7.5

4.5

4.9
その他
30.6

その他
21.9

その他
14.6

その他
13.0

その他
41.3

［2015年］
計4408
億ドル

食料品
繊維 3.06.7

％ 化学
10.3

金属
11.0

自動車
11.9

その他
20.2

機械類
36.9

機械類
12.5

機械類
27.8

［2016年］
計755
億ドル

食料品
      24.4％ 繊維

2.1

化学
12.0

金属
21.3

その他
23.7

機械類
12.9

機械類
18.7

中国

［2007年］
計1兆2952

億ドル

食料品
11.8％ 繊維

8.5
化学
10.8

金属
18.8

自動車 5.2

その他
22.4

機械類
22.5

［2015年］
計2007
億ドル

食料品
      23.3％

化学
14.0金属

10.6

6.2

4.5

その他
30.2

機械類
11.2

日本

［2014年］
計8688
億ドル

食料品
12.4％

化学
11.0
金属
11.6

自動車
16.6

その他
20.0

機械類
26.8

繊維 1.6

［2015年］
計836
億ドル

食料品
12.5％

6.2
金属
15.0

8.3

その他
29.1

機械類
12.7

繊維
16.2

食料品
繊維 1.0

繊維 1.2

繊維

化学 化学

自動車

自動車 0.6

自動車 3.6

機械類自動車

機械類 3.6

繊維

自動車

化学自動車

＊機械類の割合に自動車はふくまない。

南アフリカ共和国

バングラデシュ

ドイツ インド食料品
繊維 1.0

繊維 1.2

繊維

化学 化学

自動車

自動車 0.6

韓国

ちゅうごく

かんこく

オーストラリア

自動車 3.6

機械類自動車

機械類 3.6

繊維

自動車

ブラジル

化学自動車

＊機械類の割合に自動車はふくまない。

5000km0

①1960年代
日本から完成品
を輸出

②1970年代
貿易摩擦解消の
ためにアメリカ
で現地生産

③1980年代
ASEANで生産
して世界に輸出

⑤1990年代後半
インド・ベトナム
で生産開始

④1990年代前半
中国で生産開始

ま さつ

アセアン
ちゅうごく

２3日本企
き

業
ぎょう

のカラーテレビの生産拠
き ょ

点
て ん

の移り変わり【ジェトロ資料】

　　　　　　　　　　　　　工業は，原材料となる農林水産物や，

鉱産物などを加工して，原材料にはな

かった新たな価値（付加価値）を生み出し，人々の生活に有用な製品

をつくる産業である。18世紀後半からの産業革命による近代工業

の成立を契
け い

機
き

として，イギリスなどの西ヨーロッパやアメリカ合衆

国を中心に，工業製品の生産が急速に拡大した。日本においても，

19世紀後半以降，工業化が進められた。

　工業化が進んだことで，機械による製品の大量生産が可能となっ

たほか，さまざまな薬品や電子機器などが開発されたことで，人々

の生活はより豊かで便利になった。また，工業の発展により，蒸気

船や鉄道，自動車や航空機といった新たな交通手段が普
ふ

及
きゅう

し，製品

の流通範
は ん

囲
い

だけでなく，人々の行動範囲も拡大した。

　　　　　　　　　　　　　工業は，生産にかかる費用や，生産 ·

販
は ん

売
ば い

·技術にかかわる情報や人材の得

やすさなどに応じて，それぞれ立地する地域がかわってくる。例え

ば，原料の重量が製品の重量より大きい工業は原料産地に立地し，

製品が重かったり，かさばったりする工業は輸送費を安くおさえよ

人々の生活と
工業の発展

1

p.40

工業立地の特
と く

徴
ちょう

p.98

うと市場の近くに立地する。労働集約的な工業は，労働力が豊富で

賃金が安い場所に立地し，多くの部品や原材料を必要とする工業で

あれば，相
そ う

互
ご

に関連する工場が集まって工業地域が形成される（集
しゅう

積
せ き

）。

　　　　　　　　　　　　　1970年代以降，東 ·東南アジアや中南

米の一部では，経済発展を目的とした

工業化を進めた。これら新
し ん

興
こ う

工業国（新興国）では，比
ひ

較
か く

的安価で豊

富な労働力を生かし，先進国の資本や技術を取り入れながら，衣服

の縫
ほ う

製
せ い

や家電の組み立てなど，労働集約的な工業を担
に な

ってきた。韓
か ん

国
こ く

や台
た い

湾
わ ん

などは，工業化が進展するにつれて資本や技術を蓄
ち く

積
せ き

し，

電機・電子製品における国際競争力を高めた。1990年代から急速

に工業化を進めた中
ちゅう

国
ご く

は「世界の工場」とよばれ，労働集約的な工業

が中心であった。しかしながら近年では賃
ち ん

金
ぎ ん

水準も上
じょう

昇
しょう

し，先
せ ん

端
た ん

的

な工業分野への進出を進めている。このため，労働集約的な工業の

担い手は，より賃金の安い地域へと移りつつある。

　成長する新興工業国に対し，長らく工業の中心であった先進国で

は，ロボットなどの新たな生産設備を導入した自動化が進められて

おり，工場で働く人の数は減少している。また，付加価値の高い製

品の生産を行うために，先端技術を生み出す研究や，新製品開発の

重要性が高まり，工業の知識集約化が進んでいる。

拡大する工業立地と
国際分業

p.218

p.218

p.47

7

8

2

1イギリスでおきた技術革新にともなう産業構造の
変化をさす。蒸気機関や石炭の利用がはじまり，手工
業から機械工業への転

てん

換
かん

が進められた。

2人間による科学技術の知識や経験，創造性が製品
やサービスに付加されること。
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節

広大な農地をもつアメリカ合衆国では，ドローンや衛星画像によるデー
タ分

ぶ ん

析
せ き

，トラクターの自動運転など農業にICTが活用されているよ。

生
活
文
化
と
産
業

4

人の食生活は，気候だけ
で決まるのだろうか。

イスラーム圏
けん

で豚
ぶた

肉
にく

がほとんど生産されていないのはな
ぜだろうか。

食生活と農業の分布
23

企業的農業が最も発達していると考えられる国を選びな
さい。［イギリス，ブラジル，サウジアラビア］

図8を見て，M社はどのような地域に進出しているといえる
か，本文を参考にして答えなさい。チェックA チェックB

3大人数での茶摘み（インド・アッサム地方）

4トマトの水耕栽
さ い

培
ば い

（イタリア，2019年）
土を使わずに必要な養分をあたえて栽培する
水耕栽培は安定した収

しゅう

穫
か く

が期待できる。

ドイツ
13.9％

その他
34.1

オランダ
11.4

ニュージー
ランド 13.5

ベルギー 5.0

アメリカ 6.7
イタリア 5.6

フランス 9.8

2020年
輸出総額
762億ドル

　インドは広い国土に多くの人口を抱
かか

えるため，食文化も
多様である。例えば，小麦栽

さい

培
ばい

がさかんな北部では小麦の
消費量が多いのに対し，稲

いな

作
さく

がさかんな南部では米の消費
量が多い。そのため，インド北部のカレーはナンなど小麦
からつくられるパンと組み合わされることが多いが，イン
ド南部では日本のように米を使ったカレーが主流となる。

インドの中の食文化の多様性

１1インド北部のカレー（ラージャスターン州）
５2インド南部のカレー（ケララ州）

7大規模な小麦栽
さ い

培
ば い

（アメリカ，2015年）

5乳製品のおもな輸出国【国連資料】 6オレンジの収穫（スペイン）

9国ごとの土地生産性と労働生産性【FAOSTAT】　集
約的稲

い な

作
さ く

が成立するアジア，混合農業が発達するヨー
ロッパ，そして企

き

業
ぎょう

的農業が卓
た く

越
え つ

する「新大陸」で，そ
れぞれ土地生産性と労働生産性（p.₂₁₉）が異なることが
わかる。

牛の頭数
15.1億頭
2019年

インド
12.8

ブラジル
14.2%

ア
メ
リ
カ
6.3

エチオピア 4.2中国 4.2

その他
58.3

牛肉生産量
6831万t
2019年

中国
8.7

ブラジル
14.9

アメリカ
18.1%

アルゼンチン 4.6 オーストラリア 3.4

その他
50.3

0牛の飼育頭数と牛肉生産量の国別割合【世界国勢図
会】　飼育頭数に対してアメリカの牛肉生産量が多い
ことがわかる。アメリカはフィードロット（p.₉₅）とよ
ばれる肥

ひ

育
い く

場が特
と く

徴
ちょう

的で生産性が高い。

Q各国の豚
ぶ た

・鶏
にわとり

の百人あたり飼育数（2019年）
【FAOSTAT】　北アフリカや北東アフリカでは鶏に比
べると豚の飼育数が少ない。

［2018年］ オーストラリア アメリカ フランス 日本

農民一人
あたり
耕地面積

農民一人
あたり
穀物
生産量

耕地1ha
あたり
穀物
生産量

耕地1ha
あたり
肥料
消費量

94.0
ha

2035kg

85.9kg

74.0

102.7t 206.1

8196

128.8 172.7 253.7

6829 6134

92.8
5.1

27.2
1.8

～1969年
1970～1989年

1990～2009年
2010年～

進出年

0゜

＊現在は店舗がない国･地域も
　一部にふくむ。

てん ぽ

5頭以上
0.1～5頭
0.1頭未満
資料なし

200羽以上
100～200羽
100羽未満
資料なし

豚 鶏

8アメリカに本社があるハンバーガーチェー
ンM社の各国・地域への進出時期【M社資料】

　　　　　　　　　　　　　世界の食生活は，各地域における主要

作物の分布から影
え い

響
きょう

を受けてきた。米

をおもに食べる地域は，東南アジアから東アジアを中心に分布する。

その一方，小麦をおもに食べる地域は，地
ち

中
ちゅう

海
か い

沿岸地域を中心に，

南アジアや東アジア北部に広がる。また，とうもろこしや雑穀をお

もに食べるのは，中央アメリカやサハラ以南アフリカといった地域

である。さらに，いも類をおもに食べる地域は，サハラ以南アフリ

カやオセアニアの島々におよぶ。これら主要作物の分布は，耕作限

界をふくめ，各
お の

々
お の

の作物の栽
さ い

培
ば い

条件に大きく影響される。このよう

に世界の食生活は，農業を取り巻く自然環
か ん

境
きょう

に影響されていること

がわかる。

　　　　　　　　　　　　　農業は自然環境のみならず，経済など

の社会環境にも影響され，大きく三つ

の経営形態に分化してきた。最も伝統的な農業形態として，熱帯で

の焼
や き

畑
は た

，乾
か ん

燥
そ う

帯でのオアシス農業，アジアでの集約的稲
い な

作
さ く

や集約的

畑作など，自家消費を主目的とする自給的農業が成立した。その後，

産業革命の影響で工業化が進むと，ヨーロッパを中心に混合農業や

食生活の地域的分布
巻末4

p.676

農業の地域的分布

p.81 p.83 p.64・853

酪
ら く

農
の う

，園芸農業や地
ち

中
ちゅう

海
か い

式農業といった商品作物の生産を目的とす

る商業的農業が拡大する。さらに20世紀以降は，農業機械や化学

肥料を使った効率的な農業経営が普
ふ

及
きゅう

するようになる。その代表的

な例として，南北アメリカやオーストラリアなどの「新大陸」で大規

模に穀物栽培や牧
ぼ く

畜
ち く

を行う企
き

業
ぎょう

的農業をあげることができる。

　　　　　　　　　　　　　このような食生活や農業の分布は，自

然環境や社会環境だけでなく，食物禁
き ん

忌
き

などの文化環境の影響を少なからず受けている。それは食肉で典

型的にみられ，例えばヒンドゥー教徒は牛肉を，ムスリム（イスラ

ム教徒）は豚
ぶ た

肉
に く

を，宗教上の禁忌（タブー）から食さない。また，肥

満が社会問題化したアメリカ合衆国では，健康志向やダイエット志

向が高まり，牛肉よりも鶏
と り

肉
に く

の消費量が増えている。これによって，

アメリカ合衆国では綿花栽培がさかんだった南部諸州がブロイラー

（肉用若
わ か

鶏
ど り

）の産地に変
へ ん

貌
ぼ う

するなど，食文化が農業に影響をあたえる

ことも少なくない。さらに近年，先進国だけでなく新
し ん

興
こ う

国もふくむ

地域にファストフードが進出したことで，地域性をもっていた食生

活が均質化する傾
け い

向
こ う

もみられる。このような現象は，現代の食生活

や食文化がグローバル化の影響を大きく受けていることをよく示し

ている。

5 4 6

7

食文化の多様性と変容

p.61

0Q

p.218 p.218

8

p.218
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10

15

20

5

10

15

広大な土地と，自動運転の試験に必要な厳しい環
か ん

境
きょう

を売りに，自動運転
の試験場が全国最多となっている都道府県はどこだろう。

工場は，どんな理由で
どんな場所に建つのか。

工業立地の変化
24

図3のようにカラーテレビの生産拠
きょ

点
てん

が変化してきたのはなぜだ
ろうか。

図6を見て，一人あたり工業付加価値額が₅₀₀₀ドル以上
の国を₅か国あげなさい。

近年における先進国の工業の変化の特徴を本文の表現を使っ
て答えなさい。チェックA チェックB

１1ヤンゴンの郊
こ う

外
が い

にあるティラワ
経済特区の工業団地（ミャンマー，
2020年）

３2工業団地の造成前（ミャンマー，
2013年）

　ミャンマーの旧首都ヤンゴンでは，2010年ごろ
から急速に工業化が進んだ。工業化により，都市部
で新たな雇

こ

用
よう

が生み出されたため，所得水準の低い
農村などから，多くの人が都市へと集まってきてい
る。このように，工業化が進展すると，都市への人
口移動が顕

けん

著
ちょ

になり，従来の都市景観を一変させる。

工業化と都市の変化

4産業革命期のイギリスの綿織物工場

5日本企
き

業
ぎょう

の地域別海外進出件数と海外生産比率【海
外事業活動基本調査】　読み取ろう  海外進出件数が最
ものびている地域はどこだろうか。

6世界各国・地域の一人あたり工業付加価値額とおもな国の工業構成【World Development Indicatorsほか】

8ロボットがひしめき合う無人工場（山
や ま

梨
な し

県忍
お し

野
の

村
む ら

）
コンピュータの制

せ い

御
ぎ ょ

装置を組み立てている。

7バングラデシュの縫
ほ う

製
せ い

工場（2016年）

海
外
生
産
比
率

海
外
進
出
件
数

%

16年度86 92 98 2004 101980
0 0

1

0.5

2.5

2

1.5

3

10

20

30
万件海外進出件数

海外生産比率

その他
アジア
ヨーロッパ
北アメリカ

5000ドル以上
2500～5000ドル
500～2500ドル
500ドル未満
資料なし

一人あたりの工業付加
価値額　　  ［2015年］

アメリカ

トルコ

［2015年］
計1866
億ドル

［2016年］
計6308
億ドル

［2016年］
計2兆4090

億ドル

［2011年］
計211
億ドル［2011年］

計458
億ドル

食料品
16.1％

食料品
      21.9％

食料品
13.5％

食料品
10.3％

7.6
％

繊維 1.2
せん い

繊維
49.5

7.8

6.9

9.86.3

化学
19.0

化学
10.5

化学
20.8

金属
11.2

金属
12.7

金属
16.2

金属
15.3

金属
12.6

自動車
18.5

自動車

航空機

8.9

7.5

4.5

4.9
その他
30.6

その他
21.9

その他
14.6

その他
13.0

その他
41.3

［2015年］
計4408
億ドル

食料品
繊維 3.06.7

％ 化学
10.3

金属
11.0

自動車
11.9

その他
20.2

機械類
36.9

機械類
12.5

機械類
27.8

［2016年］
計755
億ドル

食料品
      24.4％ 繊維

2.1

化学
12.0

金属
21.3

その他
23.7

機械類
12.9

機械類
18.7

中国

［2007年］
計1兆2952

億ドル

食料品
11.8％ 繊維

8.5
化学
10.8

金属
18.8

自動車 5.2

その他
22.4

機械類
22.5

［2015年］
計2007
億ドル

食料品
      23.3％

化学
14.0金属

10.6

6.2

4.5

その他
30.2

機械類
11.2

日本

［2014年］
計8688
億ドル

食料品
12.4％

化学
11.0
金属
11.6

自動車
16.6

その他
20.0

機械類
26.8

繊維 1.6

［2015年］
計836
億ドル

食料品
12.5％

6.2
金属
15.0

8.3

その他
29.1

機械類
12.7

繊維
16.2

食料品
繊維 1.0

繊維 1.2

繊維

化学 化学

自動車

自動車 0.6

自動車 3.6

機械類自動車

機械類 3.6

繊維

自動車

化学自動車

＊機械類の割合に自動車はふくまない。

南アフリカ共和国

バングラデシュ

ドイツ インド食料品
繊維 1.0

繊維 1.2

繊維

化学 化学

自動車

自動車 0.6

韓国

ちゅうごく

かんこく

オーストラリア

自動車 3.6

機械類自動車

機械類 3.6

繊維

自動車

ブラジル

化学自動車

＊機械類の割合に自動車はふくまない。

5000km0

①1960年代
日本から完成品
を輸出

②1970年代
貿易摩擦解消の
ためにアメリカ
で現地生産

③1980年代
ASEANで生産
して世界に輸出

⑤1990年代後半
インド・ベトナム
で生産開始

④1990年代前半
中国で生産開始

ま さつ

アセアン
ちゅうごく

２3日本企
き

業
ぎょう

のカラーテレビの生産拠
き ょ

点
て ん

の移り変わり【ジェトロ資料】

　　　　　　　　　　　　　工業は，原材料となる農林水産物や，

鉱産物などを加工して，原材料にはな

かった新たな価値（付加価値）を生み出し，人々の生活に有用な製品

をつくる産業である。18世紀後半からの産業革命による近代工業

の成立を契
け い

機
き

として，イギリスなどの西ヨーロッパやアメリカ合衆

国を中心に，工業製品の生産が急速に拡大した。日本においても，

19世紀後半以降，工業化が進められた。

　工業化が進んだことで，機械による製品の大量生産が可能となっ

たほか，さまざまな薬品や電子機器などが開発されたことで，人々

の生活はより豊かで便利になった。また，工業の発展により，蒸気

船や鉄道，自動車や航空機といった新たな交通手段が普
ふ

及
きゅう

し，製品

の流通範
は ん

囲
い

だけでなく，人々の行動範囲も拡大した。

　　　　　　　　　　　　　工業は，生産にかかる費用や，生産 ·

販
は ん

売
ば い

·技術にかかわる情報や人材の得

やすさなどに応じて，それぞれ立地する地域がかわってくる。例え

ば，原料の重量が製品の重量より大きい工業は原料産地に立地し，

製品が重かったり，かさばったりする工業は輸送費を安くおさえよ

人々の生活と
工業の発展

1

p.40

工業立地の特
と く

徴
ちょう

p.98

うと市場の近くに立地する。労働集約的な工業は，労働力が豊富で

賃金が安い場所に立地し，多くの部品や原材料を必要とする工業で

あれば，相
そ う

互
ご

に関連する工場が集まって工業地域が形成される（集
しゅう

積
せ き

）。

　　　　　　　　　　　　　1970年代以降，東 ·東南アジアや中南

米の一部では，経済発展を目的とした

工業化を進めた。これら新
し ん

興
こ う

工業国（新興国）では，比
ひ

較
か く

的安価で豊

富な労働力を生かし，先進国の資本や技術を取り入れながら，衣服

の縫
ほ う

製
せ い

や家電の組み立てなど，労働集約的な工業を担
に な

ってきた。韓
か ん

国
こ く

や台
た い

湾
わ ん

などは，工業化が進展するにつれて資本や技術を蓄
ち く

積
せ き

し，

電機・電子製品における国際競争力を高めた。1990年代から急速

に工業化を進めた中
ちゅう

国
ご く

は「世界の工場」とよばれ，労働集約的な工業

が中心であった。しかしながら近年では賃
ち ん

金
ぎ ん

水準も上
じょう

昇
しょう

し，先
せ ん

端
た ん

的

な工業分野への進出を進めている。このため，労働集約的な工業の

担い手は，より賃金の安い地域へと移りつつある。

　成長する新興工業国に対し，長らく工業の中心であった先進国で

は，ロボットなどの新たな生産設備を導入した自動化が進められて

おり，工場で働く人の数は減少している。また，付加価値の高い製

品の生産を行うために，先端技術を生み出す研究や，新製品開発の

重要性が高まり，工業の知識集約化が進んでいる。

拡大する工業立地と
国際分業

p.218

p.218

p.47

7

8

2

1イギリスでおきた技術革新にともなう産業構造の
変化をさす。蒸気機関や石炭の利用がはじまり，手工
業から機械工業への転

てん

換
かん

が進められた。

2人間による科学技術の知識や経験，創造性が製品
やサービスに付加されること。
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はスキーができない時期にスキーをしても
らえるから。
・オーストラリアの人には，農村で緑豊かな
日本の山の風景が珍しいと考えたから。

・スキー
・特産品のフルーツ

1
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3

0：10

0：20

1：00

シーン
No. 画面のイメージ 内容 セリフ／音 時間

《音楽》スキー場の写真
や農園の写真を
使ったオープニ
ング

《ナレーション》
「◯◯町 は◯◯
の北部……」

《ナレーション》
「積雪量が◯◯
㎝という記録も
あるほど……」

地図を使って町
の位置を説明

自然環境の特色
の説明

観光客を集めるPR動画をつくろう

1おもな国・地域の訪日外国人旅行者数の移り変わり【日本政府観光局（JNTO）資料】　左は2019年の旅行者数が100万人をこえる国・地域，
右はその他のおもな国々を示している。2020年には新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し，観光客数が激減したことが読み取れる（p.45）。

4絵コンテの例3PRの対象とする国・地域などをまとめる表

2所得グループ別に示し
た東京中心の正

せい

距
きょ

方
ほう

位
い

図
（2017年）【世界銀行資料】

あなたは外国人観光客を集めるために地元の観光資源をPRする動画の製作を依
い

頼
らい

された。外国の
生活文化や地理的環

かん

境
きょう

を踏
ふ

まえて，地元の魅
み

力
りょく

を広める動画の内容を検
けん

討
とう

しよう。

①図1・2を見たり，p.31を参考に
　R

リ ー サ ス

ESASを活用したりして，どの
　国・地域からの観光客にPRする

動画をつくるのかを決めよう。
②上の①で決めた国・地域からの観光客にとっ
て魅力的だと考えられる地元の観光資源（場
所や食べ物，文化など）や，体験活動を二つ
以上考えよう。

考えよう

③左の①・②で考えた内容
　をグループで共有して話
　し合い，

・PRの対象とする国・地域
・その国・地域を選んだ理由
・PRする地元の観光資源や体験活動
・それらが魅力になると考えた理由
を表3のようにまとめよう。

話し合おう

④地元の観光資
　源や体験活動
　をより魅力的

に発信するために，どのよ
うな流れで動画を作ると
よいかを考え，図4を参考
にして絵コンテにまとめ
よう。

発表しよう
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本に近いから。

・日本と季節が逆なので，オーストラリアで
はスキーができない時期にスキーをしても
らえるから。
・オーストラリアの人には，農村で緑豊かな
日本の山の風景が珍しいと考えたから。
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地図を使って町
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自然環境の特色
の説明

観光客を集めるPR動画をつくろう

1おもな国・地域の訪日外国人旅行者数の移り変わり【日本政府観光局（JNTO）資料】　左は2019年の旅行者数が100万人をこえる国・地域，
右はその他のおもな国々を示している。2020年には新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し，観光客数が激減したことが読み取れる（p.45）。

4絵コンテの例3PRの対象とする国・地域などをまとめる表

2所得グループ別に示し
た東京中心の正

せい
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図
（2017年）【世界銀行資料】

あなたは外国人観光客を集めるために地元の観光資源をPRする動画の製作を依
い

頼
ら い

された。外国の
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まえて，地元の魅
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を広める動画の内容を検
け ん

討
と う

しよう。

①図1・2を見たり，p.31を参考に 
　R

リ ー サ ス

ESASを活用したりして，どの
　国・地域からの観光客にPRする

動画をつくるのかを決めよう。
②上の①で決めた国・地域からの観光客にとっ
て魅力的だと考えられる地元の観光資源（場
所や食べ物，文化など）や，体験活動を二つ
以上考えよう。

考えよう

③左の①・②で考えた内容 
　をグループで共有して話 
　し合い，

・PRの対象とする国・地域
・その国・地域を選んだ理由
・PRする地元の観光資源や体験活動
・それらが魅力になると考えた理由
を表3のようにまとめよう。

話し合おう

④地元の観光資 
　源や体験活動 
　をより魅力的

に発信するために，どのよ
うな流れで動画を作ると
よいかを考え，図4を参考
にして絵コンテにまとめ
よう。
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節

日本は原油の約88％を中東地域から輸入しているよ。オイルタンカー
がよく通るホルムズ海峡やマラッカ海峡の位置を地図帳で確認しよう。

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

2

誰もが，欲しがる。
だから，取り合いに。

資源をめぐる問題が，しばしば国家間の対立を生むのは
なぜだろうか。

資源 · エネルギーの偏在29

図3を参考に，次の₃国から原油の生産が最もさかんな
国を選びなさい。［イラン，インド，オーストラリア］

資源・エネルギーが地球規模で大量に輸送されている理由を
本文から抜き出して「～ため」という文で答えなさい。チェックA チェックB

６1アメリカ合衆国の企
き

業
ぎょう

が開発し
た油田（イラク，2019年）
１2輸出用のレアアースをふくむ土
の採

さ い

掘
く つ

（中
ちゅう

国
ごく

，2019年）

5世界の一次エネルギー消費量の地域別移
り変わり（石油換算）【BP統計】

4鉄鉱石の露
ろ

天
て ん

掘
ぼ

り
（オーストラリア）　坑

こ う

道
ど う

を掘
ほ

らずに地表か
ら順に採

さ い

掘
く つ

する方法
を露天掘りとよぶ。鉱

こ う

床
しょう

が地表の近くに大
量に分布する場合に
効率よく採掘できる。

3鉱産資源のおもな産地
【Diercke Weltatlas 2015】
読み取ろう  石油の産地が集中してい
るのはどのあたりか読み取って地図
帳で地名を確認しよう。

6国・地域別の一人あたりエネル
ギー消費量（上）とおもな国のエネ
ルギー消費量（石油換算）【IEA資
料】　読み取ろう  エネルギー消費
量の多い国・地域にはどういった
特
と く

徴
ちょう

があるか，緯
い

度
ど

や鉱産資源の
分布に着目して読み取ろう。

8原油価格の移り変わり
【U.S. Energy Information Administrationほか】
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　北アメリカ大陸には，原油や天然ガスをふ
くんだ頁

けつ

岩
がん

（シェール）が広く分布している。
採
さい

掘
くつ

技術の進歩により，頁岩から原油（シェ
ールオイル）や天然ガス（シェールガス）を取
り出して利用することが可能となった。これ
をシェール革命とよ
ぶ。シェール革命の
結果，アメリカ合衆
国のエネルギー自給
率は大きく上

じょう

昇
しょう

し，
原油や天然ガスの国
際価格は下落した。

シェール革命

２9シェールガスの採
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掘
く つ

シェールガス
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7南シナ海の島 【々アメリカ国防総省資料】　
南沙諸島は防衛上重要な海域にあり，付近は
豊かな漁場であることに加え，海底に石油や
天然ガスが埋

まい ぞう

蔵していることがわかり，その
領有をめぐる緊

き ん

張
ちょう

が高まっている。
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　　　　　　　　　　　　　鉄鉱石やレアメタル（希少金属），原油

や石炭などの鉱産物は，埋
ま い

蔵
ぞ う

量に限り

があるだけでなく，地球上に偏
かたよ

って分布している。このうち，実際

に資源として商業利用されるのは，その時代の技術で経済的に見合

うコストで採
さ い

掘
く つ

できるものに限られる。経済・社会の発展にともな

って，人類はより多くの資源・エネルギーを必要とするようになる。

そのため，商業利用が可能な資源・エネルギーにめぐまれているか

どうかは，その国の経済力や国際的な政治力に強く影
え い

響
きょう

する。

　　　　　　　　　　　　　資源 ·エネルギーは，消費についても

大きな地域差がある。一次エネルギー

の一人あたり消費量をみると，工業化が進み生活水準の高い先進国

で多く，発展途
と

上
じょう

国では少ない傾
け い

向
こ う

にある。しかし，西アジアの産

油国では，一人あたりの消費量が多い。また，中
ちゅう

国
ご く

やインドなど，

人口規模の大きな新興国では，一人あたりの消費量は少ないが，国

全体の消費量は多い。主要な生産国と消費国が地理的に離
は な

れている

ため，資源 ·エネルギーは重要な国際商品として取り引きされ，地

球規模で大量に輸送されている。

資源·エネルギーの
生産

巻末9 p.220

資源·エネルギーの
消費 5 1

6

p.218

p.2186

　　　　　　　　　　　　　産業革命以降の工業化 ·近代化の過程

で，先進国は化石燃料への依
い

存
ぞ ん

度を高

めていった。第二次世界大戦後，植民地であった資源保有国が独立

すると，自国の資源の生産 ·開発に対する主権を確立しようとする

資源ナショナリズムが次第に高まった。1970年代には石油輸出国

機構（O
オ ペ ッ ク

PEC）が産油量を制限したことなどによって2度の石油危機

（オイルショック）がおこり，原油価格が高
こ う

騰
と う

した。先進国は，省エ

ネルギーの徹
て っ

底
て い

，天然ガスや原子力などの代
だ い

替
た い

エネルギーの利用，

OPEC加盟国以外での油田開発などでこれに対処した。日本では，

石油の安定的な確保のため1980年代に国による石油の備
び

蓄
ち く

がはじ

まった。しかし，それまで発展途上国の安価な化石燃料を大量に消

費することによって急速な経済成長をとげてきた先進国は，経済成

長率の低下に直面することになった。

　2000年代には，新
し ん

興
こ う

国の需
じ ゅ

要
よ う

増大や資源価格の高騰を背景に，

資源獲
か く

得
と く

競争が世界的に激化した。資源ナショナリズムの対象は石

油以外にも広がり，天然ガスの輸出を周辺諸国とのかけ引きに用い

るロシアや，先
せ ん

端
た ん

技術産業に欠かせないレアアースの輸出を制限し

ようとする中
ちゅう

国
ご く

などの動向が注目される。新たな資源を確保するた

め，海底資源の開発が注目されているが，その権
け ん

益
え き

をめぐって国家

間の政治的対立も生まれている。

資源をめぐる国家間の
対立

p.49 Organization of the Petroleum Exporting Countries p.2208

2

2

p.135

1自然界に存在する変
へん

換
かん

・加工されていな
いエネルギーで，石炭，石油，水力，風力，
ウランなどがある。

2レアメタルの一種で，希
き

土
ど

類
るい

に分類される金属の
総
そう

称
しょう

。
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　日本はほかの国々と比べて急速に少子高
こ う

齢
れ い

化が進展しており，₂₀₀₀年代後半以降，人口が減少している。
ただし，高齢化率（総人口に占

し

める₆₅歳
さ い

以上人口の割合）や人口の変化には地域差がみられる。都道府県別の
高齢化率と人口の変化を確認してみよう。

日本の人口問題

1買い物支
し

援
え ん

を行う移動販
は ん

売
ば い

車（大
お お

分
い た

県中
な か

津
つ

市，2018年）

2都道府県別の65歳以上人口の割合（2015年）【国勢調査】

31960年代，1970年代，1980年代，1990年代，2000年代の都道府県別人口増加率【国勢調査】

4三大都市圏と地方圏における人口移動の移り変わり【住民基本台帳人口移動報告】　
マイナスの数値はほかの地域への転出がほかの地域からの転入を上回ることを示す。
読み取ろう  人口の流入と流出がそれぞれ顕

け ん

著
ち ょ

な地域はどこだろうか。

6一部で建てかえが進んだ多
た

摩
ま

ニュータウン（東
と う

京
きょう

都多摩市，2018年）　高
こ う

齢
れ い

者向け施
し

設
せ つ

の整備や
住宅の建てかえなどが課題になっている。
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N

Uターン
地方

地方

大都市大都市

中小の都市

Jターン

0

40
万人

20

－20

－40

－60

－80
20001955 60 70 80 9065 75 85 95 10 20年1505

東京圏（東京, 神奈川, 埼玉, 千葉）

地方圏（三大都市圏以外の地域）

転
出
超
過

転
入
超
過

とうきょうけん か な がわ さいたま ち ば

大阪圏
（大阪, 兵庫, 京都, 奈良）

おおさか

ひょう ご きょう と な ら

名古屋圏
（愛知， 岐阜， 三重）

な ご や

あい ち ぎ ふ み え

30％以上
28～30％
26～28％
26％未満

65歳以上人口の割合

200km0

N

1地方から大都市に移住した人が，生まれ故郷にもどる現象を，
地図上での人の移動がアルファベットのUの字に似ているため，
Uターンという。また，移り住んだ大都市と生まれ故郷の間に位
置する中小の都市にもどる現象をＪターンという。さらに，都市
部の出身者が，地方に移り住む Iターンと称

しょう

する移動もみられる。
2平野の周辺部から山間地にかけての，傾

けい

斜
しゃ

地の多い地域。
3構成する人口の50%以上が65歳

さい

以上であり，農作業や冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

などを共同体として担
にな

うことが困難な状
じょう

況
きょう

にある集落のこと。限
界集落のなかには，集落消

しょう

滅
めつ

の危機に瀕
ひん

しているところもある。

　図2を見ると，東
と う

京
きょう

·大
お お

阪
さ か

·名
な

古
ご

屋
や

の三大都市圏
け ん

や各
地方の中

ちゅう

核
か く

となる都市がある都道府県の高齢化率は比
ひ

較
か く

的低く，特に東京大都市圏は低いことがわかる。その一
方で，東

と う

北
ほ く

北部・山
さ ん

陰
い ん

・四
し

国
こ く

・九
きゅう

州
しゅう

南部の高齢化率は高
い。この高齢化率の地域的な特

と く

徴
ちょう

と，各都道府県の人口
の変化には関係がある。1960年代 ·1970年代 ·1980年代
後半以降の三つの時期の，人口の変化をみてみよう。

　高度経済成長期にあたる1960年代は，太平洋ベルト
とよばれる地域において人口が増加しているのに対し，
地方圏では人口が減少している（図3・4）。この背景に
は，当時製造業が発達していた太平洋ベルトにおいて，
多くの労働力が必要とされていたことがある。つまり，
地方圏の若者が製造業の労働力として，太平洋ベルトに
多く転入したのである。その結果，山間部など地方圏の
一部地域では人口が著

いちじる

しく減少し，住民が一定の生活水
準を維

い

持
じ

することが困難になる過
か

疎
そ

が問題となる一方
で，大都市では人口が著しく増加し，生活環

か ん

境
きょう

が悪化す
る過密が問題視されるようになった。

高齢化率の地域差

高度経済成長期における人口変化の地域差

　高度経済成長期が終わりをむかえる1970年代になる
と，三大都市圏での人口増加率が低下し，地方圏のなかに
は人口が減少から増加に転じた県もみられる（図3・4）。
その背景には，製造業が広大な工業用地や安価な労働力
を求めて，地方圏へと転出したことなどにより，地方圏
での雇

こ

用
よ う

機会が増加したことがある。その結果，三大都
市圏に転入した地方圏出身者が地方圏にもどる，Uター
ンや Jターンとよばれる人口移動がみられた（図5）。
　バブル景気にわいた1980年代後半から1990年代初頭
にかけては，東京大都市圏の人口増加率がほかの地域と
比較して高くなっている（図3・4）。その背景には，金

き ん

融
ゆ う

業 ·保険業 ·不動産業などが成長したことや，国際化
の進展にともない，多くの企

き

業
ぎょう

が経済活動の利便性から
東京大都市圏に集中したことがある。1990年代前半の
バブル崩

ほ う

壊
か い

後，東京大都市圏の人口増加率は一
い っ

旦
た ん

低下す
るが，2000年代になると大学進学や就職などを目的に
東京大都市圏に転入する人が再度増加している。また，
高度経済成長期以降，ドーナツ化現象で人口が減少して
いた都心部では，バブル崩壊後の地価の下落によりマン
ション建設が進み，2000年代以降，転入者が転出者を
上回るようになった（都心回帰現象）（図4）。
　一方，地方圏では2000年ごろから人口が減少に転ず
る県が再び増えるようになる。その背景には，他地域へ
の転出に加え，少子高齢化が進んだことで死亡者数が出
生者数を上回る状

じょう

況
きょう

になっていることもある。中
ちゅう

山
さ ん

間
か ん

地

域，山村地域，離
り

島
と う

などでは，商店や病院が閉
へ い

鎖
さ

された

安定成長期以降の人口変化の地域差

1

p.149

2

り，公共交通機関が撤
て っ

退
た い

したりして生活が不便になり，
著しく人口減少や高齢化が進んでいる地域がある。その
なかには限界集落とよばれる場所もふくまれている。
　人口の変化と高齢化率の地域差との関連を整理してみ
ると，高度経済成長期やバブル期，そして2000年代以
降に転入者が多かった地域では，高齢化率が比較的低い
状況にあることがわかる。一方，転出者が多かった地域
では，高齢化率が高くなっている。ただし，現在高齢化
率が比較的低い地域においても，今後若い転入者が減少
すると，急速に高齢化率が上昇する可能性がある。人口
減少や少子高齢化の対策を自分の住む地域の実情をふま
えて考えてみよう。

3
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1868年の明治維新時の日本の人口は約3330万人で，現在の人口の
30%に満たないんだ。明治維新後に人口が急増したということだね。

人
口
問
題

3

人が増えたのはなぜ？
何が問題なのだろう。

20世紀後半に人口増加が著しかった地域はどこだろうか。
また，その地域で急増したのはなぜだろうか。

発展途上国の人口問題
31

₂₀世紀後半に人口増加率が最も高かった地域を選びなさ
い。［北アメリカ，アフリカ，ヨーロッパ］

アフリカにおいて，出生率が比較的高い状態が維持されてい
る理由を説明しなさい。チェックA チェックB

6世界各国・地域の人口増加率【世界国勢図会】
読み取ろう  人口増加率が高い国はどのあたりに
集中しているだろうか。

3世界の人口の移り変わりと予測
【国立社会保障・人口問題研究所
資料ほか】　2010年以降は推計。

　妊
にん

産
さん

婦
ぷ

と女性の命・健康を守ることを
目的とするNGOの一員として，現在私
はアフリカのザンビアで活動しています。
ザンビアでは，日本の約70倍（2018年時
点）あるといわれる妊産婦の死亡率を下
げるため，出産のための安全な環

かん

境
きょう

を整
えることや，保健医

い

療
りょう

スタッフや保健ボ
ランティアへの研修などを通した医療サ
ービスの質の向上をめざしています。

NGO「ジョイセフ」の
後
ご

藤
とう

久
く

美
み

子
こ

さん

妊産婦を守る環境
づくりを一歩ずつ

４2世界の人口密度
と地域別人口
【DierckeWeltatlas
2010ほか】

7中
ちゅう

国
ごく

の人口ピラミッド【世界の統計】

３1乗客でごった返す鉄道
（バングラデシュ・ダッカ，2018年）

　人口ピラミッドは，各年
ねん

齢
れい

層の人口が
全人口に占

し

める割合を男女別に示したグ
ラフである。富

ふ

士
じ

山
さん

型を示す国は出生率
と死亡率がともに高いため，年少人口が
多く，老年人口が少ない。少子高

こう

齢
れい

化が
進み，老年人口の割合が高くなるととも
に，釣

つり

鐘
がね

型，さらにつぼ型へと移行する。

人口ピラミッドを
読み取ろう①14

富士山型 つぼ型

老年人口
（65歳以上）生産年齢人口

（15～64歳）

ねんれい年少人口
（15歳未満）

釣鐘型
つりがね

4人口ピラミッドの形状

　「性と生
せい

殖
しょく

に関する健康と権利」と訳される
リプロダクティブ・ヘルス／ライツは，女性
が健康を維

い

持
じ

し，子どもを産
う

むかどうか，い
つ産むかなどを自ら決定する権利のことであ
る。出

しゅっ

生
しょう

に関しては，人口の増減への影
えい

響
きょう

の
みならず，人権が尊重されているかという観
点も重要である。自らの置かれている状

じょう

況
きょう

を
理解し，適切な判断を下すためには，一定水
準の教育を受ける必要がある。しかし，発展
途
と

上
じょう

国には女性の識字率の低い国もみられる。

リプロダクティブ・ヘルス／
ライツの観点

5エチオピアの人口ピラミッド【世界の統計】

男 女
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40

20

0

歳
エチオピア
1985年

エチオピア
2015年

8% 8%6 64 42 20 8% 8%6 64 42 20

8一人っ子政策の看
かん

板
ばん

（中
ちゅう

国
ごく

，
2013年）　2015年に中国政府は
子を二人までとすることを決め，
政策は事実上廃止された。
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人口が2倍になる年数
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2025年18501650紀元元年

第
二
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世
界
大
戦（1939

〜45

）

第一次
世
界
大
戦（1914

〜18

）

産
業
革
命（

　世紀
後
半
）

18

紀元元年の
人口が2倍
になるのに
1 6 5 0年間
かかった
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7.8
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オセアニア
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1900 2000
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ラテンアメリカ
5.2
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年

1900 2000
0.06 0.8

アングロアメリカ
3.1

1800
年

1900 2000

1.9
4.2

ヨーロッパ・ロシア
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＊地域別人口の単位は億人

1800 1900 2000

6.0
9.2

36.8

年

100人/km2以上
10～100
1～10
1人/km2未満

人口密度

0゜

3.0％以上
2.0～3.0％
1.0～2.0％
0～1.0％
減少
不明

2010～2020年
（年平均）

男 女

80

60

40

20

0

歳
中国
1982年

中国
2011年

8% 8%6 64 42 20 8% 8%6 64 42 20

0人口転
てん

換
かん

のモデル図【少子化社会対策白書】　死亡率
の低下や出生率の低下によって多

た

産
さん

多
た

死
し

から多
た

産
さん

少
しょう

死
し

，
少
しょう

産
さん

少
しょう

死
し

に至る。この過程を人口転換という。

時代変化

高

低

死亡率
自然
増加率

(多産多死)

出
生
率・死
亡
率・自
然
増
加
率

(多産少死) (少産少死) (人口減少)

出生率
しゅっしょう

92100年までの地域別人口の予測【国連資料】

0
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アフリカ

アングロアメリカ
ラテンアメリカ

オセアニア

（5歳きざみの最上段はそれより上の年齢を含む）

　　　　　　　　　　　　　産業革命が始まった18世紀後半以降，

西ヨーロッパや北アメリカを中心に

人口が急増した。農業の生産性が高まって食料生産が増加し，薪
まき

に

かわって石炭 ·石油などの化石燃料を大量に利用して安定的にエネ

ルギーを供給できるようになり，人口の増加につながった。

　20世紀後半は，アジアやアフリカなどの発展途
と

上
じょう

国を中心に，人

口が急激に増加する人口爆
ばく

発
はつ

という現象がみられるようになる。ア

ジアは人口密集地域であり，なかでも日本からインドにかけてのモ

ンスーンアジアの人口密度は特に高い。この地域は，稲
いな

作
さく

地帯が広

く分布し，主食となる米が多く生産されている地域である。アジア

では1980年代後半以降に人口増加率が低下しているが，アフリカ

は今
こん

日
にち

でもほかの地域と比
ひ

較
かく

して人口増加率が高い水準にある。

　　　　　　　　　　　　　図5を見ると，1985年のエチオピア

の人口ピラミッドは，0～4歳
さい

の乳幼

児の比率が高い富
ふ

士
じ

山
さん

型である。1985年ごろのエチオピアは，飢
き

餓
が

が深刻化し，上下水道などの公衆衛生の不備による伝染病のまん

急増する世界人口 p.96

3

p.85 p.220

2

6

アフリカで人口増加が
著しい理由

延
えん

もあり，乳児死亡率は高く，平均寿
じゅ

命
みょう

が短い状態であった。その

後，栄養水準や公衆衛生が改善され，乳児死亡率が低下した。その

結果，2015年の人口ピラミッドも富士山型のままではあるが，0～

4歳の比率が低い形状になった。

　死亡率が低下した一方で，出
しゅっ

生
しょう

率は高い状態を維
い

持
じ

した。その背景

には，所得水準の低さから子どもを一家を支える労働力としてや，親

の老後の生活保障として期待していることがある。そのため，出生

率と死亡率の差が拡大し，人口増加が著
いちじる

しい状
じょう

況
きょう

になった。20世

紀後半，ほかの発展途上国も同様の状況に直面した。出生率を低く

おさえるため，家族計画をうながす国もみられ，一定の成果をあげた。

　　　　　　　　　　　　　近年では，発展途上国もふくめ，出生

率は低下傾
けい

向
こう

にあり，世界人口の増加

率は低下傾向にある。しかし，図0を見るとわかるように，出生率

が低下する時期は死亡率が低下する時期よりもおそく，出生率が死

亡率を上回る時期が続くため，当面は発展途上国を中心に人口増加

が続く見こみである。2050年ごろには，世界人口は100億人になる

と推定されている。人口が増加すると，食料や資源の需
じゅ

要
よう

が高まり，

土地の不足や水 ·エネルギーなどの資源の枯
こ

渇
かつ

をまねき，それらを

めぐる紛
ふん

争
そう

が発生するおそれがある。

p.220

78

今後も続く人口増加と
その影響

9

p.142 p.130

 
復
習
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日本は原油の約88％を中東地域から輸入しているよ。オイルタンカー
がよく通るホルムズ海峡やマラッカ海峡の位置を地図帳で確認しよう。

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

2

誰もが，欲しがる。
だから，取り合いに。

資源をめぐる問題が，しばしば国家間の対立を生むのは
なぜだろうか。

資源 · エネルギーの偏在29

図3を参考に，次の₃国から原油の生産が最もさかんな
国を選びなさい。［イラン，インド，オーストラリア］

資源・エネルギーが地球規模で大量に輸送されている理由を
本文から抜き出して「～ため」という文で答えなさい。チェックA チェックB

６1アメリカ合衆国の企
き

業
ぎょう

が開発し
た油田（イラク，2019年）
１2輸出用のレアアースをふくむ土
の採

さ い

掘
く つ

（中
ちゅう

国
ごく

，2019年）

5世界の一次エネルギー消費量の地域別移
り変わり（石油換算）【BP統計】

4鉄鉱石の露
ろ

天
て ん

掘
ぼ

り
（オーストラリア）　坑

こ う

道
ど う

を掘
ほ

らずに地表か
ら順に採

さ い

掘
く つ

する方法
を露天掘りとよぶ。鉱

こ う

床
しょう

が地表の近くに大
量に分布する場合に
効率よく採掘できる。

3鉱産資源のおもな産地
【Diercke Weltatlas 2015】
読み取ろう  石油の産地が集中してい
るのはどのあたりか読み取って地図
帳で地名を確認しよう。

6国・地域別の一人あたりエネル
ギー消費量（上）とおもな国のエネ
ルギー消費量（石油換算）【IEA資
料】　読み取ろう  エネルギー消費
量の多い国・地域にはどういった
特
と く

徴
ちょう

があるか，緯
い

度
ど

や鉱産資源の
分布に着目して読み取ろう。

8原油価格の移り変わり
【U.S. Energy Information Administrationほか】
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かんさん

　北アメリカ大陸には，原油や天然ガスをふ
くんだ頁

けつ

岩
がん

（シェール）が広く分布している。
採
さい

掘
くつ

技術の進歩により，頁岩から原油（シェ
ールオイル）や天然ガス（シェールガス）を取
り出して利用することが可能となった。これ
をシェール革命とよ
ぶ。シェール革命の
結果，アメリカ合衆
国のエネルギー自給
率は大きく上

じょう

昇
しょう

し，
原油や天然ガスの国
際価格は下落した。

シェール革命

２9シェールガスの採
さ い

掘
く つ

シェールガス

かたい岩盤かたい岩盤

砂岩砂岩
一般の天然ガス
いっ ぱん

がん ばんがん ばん

頁岩頁岩
けつ がんけつ がん

高圧の水で頁岩に
割れ目を入れてガスを採取
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7南シナ海の島 【々アメリカ国防総省資料】　
南沙諸島は防衛上重要な海域にあり，付近は
豊かな漁場であることに加え，海底に石油や
天然ガスが埋

まい ぞう

蔵していることがわかり，その
領有をめぐる緊

き ん

張
ちょう

が高まっている。
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領域
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とう さ
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ちゅうごく

　　　　　　　　　　　　　鉄鉱石やレアメタル（希少金属），原油

や石炭などの鉱産物は，埋
ま い

蔵
ぞ う

量に限り

があるだけでなく，地球上に偏
かたよ

って分布している。このうち，実際

に資源として商業利用されるのは，その時代の技術で経済的に見合

うコストで採
さ い

掘
く つ

できるものに限られる。経済・社会の発展にともな

って，人類はより多くの資源・エネルギーを必要とするようになる。

そのため，商業利用が可能な資源・エネルギーにめぐまれているか

どうかは，その国の経済力や国際的な政治力に強く影
え い

響
きょう

する。

　　　　　　　　　　　　　資源 ·エネルギーは，消費についても

大きな地域差がある。一次エネルギー

の一人あたり消費量をみると，工業化が進み生活水準の高い先進国

で多く，発展途
と

上
じょう

国では少ない傾
け い

向
こ う

にある。しかし，西アジアの産

油国では，一人あたりの消費量が多い。また，中
ちゅう

国
ご く

やインドなど，

人口規模の大きな新興国では，一人あたりの消費量は少ないが，国

全体の消費量は多い。主要な生産国と消費国が地理的に離
は な

れている

ため，資源 ·エネルギーは重要な国際商品として取り引きされ，地

球規模で大量に輸送されている。

資源·エネルギーの
生産

巻末9 p.220

資源·エネルギーの
消費 5 1

6

p.218

p.2186

　　　　　　　　　　　　　産業革命以降の工業化 ·近代化の過程

で，先進国は化石燃料への依
い

存
ぞ ん

度を高

めていった。第二次世界大戦後，植民地であった資源保有国が独立

すると，自国の資源の生産 ·開発に対する主権を確立しようとする

資源ナショナリズムが次第に高まった。1970年代には石油輸出国

機構（O
オ ペ ッ ク

PEC）が産油量を制限したことなどによって2度の石油危機

（オイルショック）がおこり，原油価格が高
こ う

騰
と う

した。先進国は，省エ

ネルギーの徹
て っ

底
て い

，天然ガスや原子力などの代
だ い

替
た い

エネルギーの利用，

OPEC加盟国以外での油田開発などでこれに対処した。日本では，

石油の安定的な確保のため1980年代に国による石油の備
び

蓄
ち く

がはじ

まった。しかし，それまで発展途上国の安価な化石燃料を大量に消

費することによって急速な経済成長をとげてきた先進国は，経済成

長率の低下に直面することになった。

　2000年代には，新
し ん

興
こ う

国の需
じ ゅ

要
よ う

増大や資源価格の高騰を背景に，

資源獲
か く

得
と く

競争が世界的に激化した。資源ナショナリズムの対象は石

油以外にも広がり，天然ガスの輸出を周辺諸国とのかけ引きに用い

るロシアや，先
せ ん

端
た ん

技術産業に欠かせないレアアースの輸出を制限し

ようとする中
ちゅう

国
ご く

などの動向が注目される。新たな資源を確保するた

め，海底資源の開発が注目されているが，その権
け ん

益
え き

をめぐって国家

間の政治的対立も生まれている。

資源をめぐる国家間の
対立

p.49 Organization of the Petroleum Exporting Countries p.2208

2

2

p.135

1自然界に存在する変
へん

換
かん

・加工されていな
いエネルギーで，石炭，石油，水力，風力，
ウランなどがある。

2レアメタルの一種で，希
き

土
ど

類
るい

に分類される金属の
総
そう

称
しょう

。
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　日本はほかの国々と比べて急速に少子高
こ う

齢
れ い

化が進展しており，₂₀₀₀年代後半以降，人口が減少している。
ただし，高齢化率（総人口に占

し

める₆₅歳
さ い

以上人口の割合）や人口の変化には地域差がみられる。都道府県別の
高齢化率と人口の変化を確認してみよう。

日本の人口問題

1買い物支
し

援
え ん

を行う移動販
は ん

売
ば い

車（大
お お

分
い た

県中
な か

津
つ

市，2018年）

2都道府県別の65歳以上人口の割合（2015年）【国勢調査】

31960年代，1970年代，1980年代，1990年代，2000年代の都道府県別人口増加率【国勢調査】

4三大都市圏と地方圏における人口移動の移り変わり【住民基本台帳人口移動報告】　
マイナスの数値はほかの地域への転出がほかの地域からの転入を上回ることを示す。
読み取ろう  人口の流入と流出がそれぞれ顕

け ん

著
ち ょ

な地域はどこだろうか。

6一部で建てかえが進んだ多
た

摩
ま

ニュータウン（東
と う

京
きょう

都多摩市，2018年）　高
こ う

齢
れ い

者向け施
し

設
せ つ

の整備や
住宅の建てかえなどが課題になっている。
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転
出
超
過

転
入
超
過

とうきょうけん か な がわ さいたま ち ば

大阪圏
（大阪, 兵庫, 京都, 奈良）
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65歳以上人口の割合
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N

1地方から大都市に移住した人が，生まれ故郷にもどる現象を，
地図上での人の移動がアルファベットのUの字に似ているため，
Uターンという。また，移り住んだ大都市と生まれ故郷の間に位
置する中小の都市にもどる現象をＪターンという。さらに，都市
部の出身者が，地方に移り住む Iターンと称

しょう

する移動もみられる。
2平野の周辺部から山間地にかけての，傾

けい

斜
しゃ

地の多い地域。
3構成する人口の50%以上が65歳

さい

以上であり，農作業や冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

などを共同体として担
にな

うことが困難な状
じょう

況
きょう

にある集落のこと。限
界集落のなかには，集落消

しょう

滅
めつ

の危機に瀕
ひん

しているところもある。

　図2を見ると，東
と う

京
きょう

·大
お お

阪
さ か

·名
な

古
ご

屋
や

の三大都市圏
け ん

や各
地方の中

ちゅう

核
か く

となる都市がある都道府県の高齢化率は比
ひ

較
か く

的低く，特に東京大都市圏は低いことがわかる。その一
方で，東

と う

北
ほ く

北部・山
さ ん

陰
い ん

・四
し

国
こ く

・九
きゅう

州
しゅう

南部の高齢化率は高
い。この高齢化率の地域的な特

と く

徴
ちょう

と，各都道府県の人口
の変化には関係がある。1960年代 ·1970年代 ·1980年代
後半以降の三つの時期の，人口の変化をみてみよう。

　高度経済成長期にあたる1960年代は，太平洋ベルト
とよばれる地域において人口が増加しているのに対し，
地方圏では人口が減少している（図3・4）。この背景に
は，当時製造業が発達していた太平洋ベルトにおいて，
多くの労働力が必要とされていたことがある。つまり，
地方圏の若者が製造業の労働力として，太平洋ベルトに
多く転入したのである。その結果，山間部など地方圏の
一部地域では人口が著

いちじる

しく減少し，住民が一定の生活水
準を維

い

持
じ

することが困難になる過
か

疎
そ

が問題となる一方
で，大都市では人口が著しく増加し，生活環

か ん

境
きょう

が悪化す
る過密が問題視されるようになった。

高齢化率の地域差

高度経済成長期における人口変化の地域差

　高度経済成長期が終わりをむかえる1970年代になる
と，三大都市圏での人口増加率が低下し，地方圏のなかに
は人口が減少から増加に転じた県もみられる（図3・4）。
その背景には，製造業が広大な工業用地や安価な労働力
を求めて，地方圏へと転出したことなどにより，地方圏
での雇

こ

用
よ う

機会が増加したことがある。その結果，三大都
市圏に転入した地方圏出身者が地方圏にもどる，Uター
ンや Jターンとよばれる人口移動がみられた（図5）。
　バブル景気にわいた1980年代後半から1990年代初頭
にかけては，東京大都市圏の人口増加率がほかの地域と
比較して高くなっている（図3・4）。その背景には，金

き ん

融
ゆ う

業 ·保険業 ·不動産業などが成長したことや，国際化
の進展にともない，多くの企

き

業
ぎょう

が経済活動の利便性から
東京大都市圏に集中したことがある。1990年代前半の
バブル崩

ほ う

壊
か い

後，東京大都市圏の人口増加率は一
い っ

旦
た ん

低下す
るが，2000年代になると大学進学や就職などを目的に
東京大都市圏に転入する人が再度増加している。また，
高度経済成長期以降，ドーナツ化現象で人口が減少して
いた都心部では，バブル崩壊後の地価の下落によりマン
ション建設が進み，2000年代以降，転入者が転出者を
上回るようになった（都心回帰現象）（図4）。
　一方，地方圏では2000年ごろから人口が減少に転ず
る県が再び増えるようになる。その背景には，他地域へ
の転出に加え，少子高齢化が進んだことで死亡者数が出
生者数を上回る状

じょう

況
きょう

になっていることもある。中
ちゅう

山
さ ん

間
か ん

地

域，山村地域，離
り

島
と う

などでは，商店や病院が閉
へ い

鎖
さ

された

安定成長期以降の人口変化の地域差

1

p.149

2

り，公共交通機関が撤
て っ

退
た い

したりして生活が不便になり，
著しく人口減少や高齢化が進んでいる地域がある。その
なかには限界集落とよばれる場所もふくまれている。
　人口の変化と高齢化率の地域差との関連を整理してみ
ると，高度経済成長期やバブル期，そして2000年代以
降に転入者が多かった地域では，高齢化率が比較的低い
状況にあることがわかる。一方，転出者が多かった地域
では，高齢化率が高くなっている。ただし，現在高齢化
率が比較的低い地域においても，今後若い転入者が減少
すると，急速に高齢化率が上昇する可能性がある。人口
減少や少子高齢化の対策を自分の住む地域の実情をふま
えて考えてみよう。

3
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1868年の明治維新時の日本の人口は約3330万人で，現在の人口の
30%に満たないんだ。明治維新後に人口が急増したということだね。

人
口
問
題

3

人が増えたのはなぜ？
何が問題なのだろう。

20世紀後半に人口増加が著しかった地域はどこだろうか。
また，その地域で急増したのはなぜだろうか。

発展途上国の人口問題
31

₂₀世紀後半に人口増加率が最も高かった地域を選びなさ
い。［北アメリカ，アフリカ，ヨーロッパ］

アフリカにおいて，出生率が比較的高い状態が維持されてい
る理由を説明しなさい。チェックA チェックB

6世界各国・地域の人口増加率【世界国勢図会】
読み取ろう  人口増加率が高い国はどのあたりに
集中しているだろうか。

3世界の人口の移り変わりと予測
【国立社会保障・人口問題研究所
資料ほか】　2010年以降は推計。

　妊
にん

産
さん

婦
ぷ

と女性の命・健康を守ることを
目的とするNGOの一員として，現在私
はアフリカのザンビアで活動しています。
ザンビアでは，日本の約70倍（2018年時
点）あるといわれる妊産婦の死亡率を下
げるため，出産のための安全な環

かん

境
きょう

を整
えることや，保健医

い

療
りょう

スタッフや保健ボ
ランティアへの研修などを通した医療サ
ービスの質の向上をめざしています。

NGO「ジョイセフ」の
後
ご

藤
とう

久
く

美
み

子
こ

さん

妊産婦を守る環境
づくりを一歩ずつ

４2世界の人口密度
と地域別人口
【DierckeWeltatlas
2010ほか】

7中
ちゅう

国
ごく

の人口ピラミッド【世界の統計】

３1乗客でごった返す鉄道
（バングラデシュ・ダッカ，2018年）

　人口ピラミッドは，各年
ねん

齢
れい

層の人口が
全人口に占

し

める割合を男女別に示したグ
ラフである。富

ふ

士
じ

山
さん

型を示す国は出生率
と死亡率がともに高いため，年少人口が
多く，老年人口が少ない。少子高

こう

齢
れい

化が
進み，老年人口の割合が高くなるととも
に，釣

つり

鐘
がね

型，さらにつぼ型へと移行する。

人口ピラミッドを
読み取ろう①14

富士山型 つぼ型

老年人口
（65歳以上）生産年齢人口

（15～64歳）

ねんれい年少人口
（15歳未満）

釣鐘型
つりがね

4人口ピラミッドの形状

　「性と生
せい

殖
しょく

に関する健康と権利」と訳される
リプロダクティブ・ヘルス／ライツは，女性
が健康を維

い

持
じ

し，子どもを産
う

むかどうか，い
つ産むかなどを自ら決定する権利のことであ
る。出

しゅっ

生
しょう

に関しては，人口の増減への影
えい

響
きょう

の
みならず，人権が尊重されているかという観
点も重要である。自らの置かれている状

じょう

況
きょう

を
理解し，適切な判断を下すためには，一定水
準の教育を受ける必要がある。しかし，発展
途
と

上
じょう

国には女性の識字率の低い国もみられる。

リプロダクティブ・ヘルス／
ライツの観点

5エチオピアの人口ピラミッド【世界の統計】

男 女
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0

歳
エチオピア
1985年

エチオピア
2015年

8% 8%6 64 42 20 8% 8%6 64 42 20

8一人っ子政策の看
かん

板
ばん

（中
ちゅう

国
ごく

，
2013年）　2015年に中国政府は
子を二人までとすることを決め，
政策は事実上廃止された。
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人口が2倍になる年数
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90
億人
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1930年

2025年18501650紀元元年

第
二
次
世
界
大
戦（1939

〜45

）

第一次
世
界
大
戦（1914

〜18

）

産
業
革
命（

　世紀
後
半
）

18

紀元元年の
人口が2倍
になるのに
1 6 5 0年間
かかった

アジア
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年

1900 2000
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アフリカ
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年

1900 2000
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オセアニア
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年

1900 2000
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ラテンアメリカ
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1900 2000
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アングロアメリカ
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年

1900 2000
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年
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10～100
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人口密度

0゜
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不明
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80
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40
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0

歳
中国
1982年

中国
2011年

8% 8%6 64 42 20 8% 8%6 64 42 20

0人口転
てん

換
かん

のモデル図【少子化社会対策白書】　死亡率
の低下や出生率の低下によって多

た

産
さん

多
た

死
し

から多
た

産
さん

少
しょう

死
し

，
少
しょう

産
さん

少
しょう

死
し

に至る。この過程を人口転換という。

時代変化

高

低

死亡率
自然
増加率

(多産多死)

出
生
率・死
亡
率・自
然
増
加
率

(多産少死) (少産少死) (人口減少)

出生率
しゅっしょう

92100年までの地域別人口の予測【国連資料】
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（5歳きざみの最上段はそれより上の年齢を含む）

　　　　　　　　　　　　　産業革命が始まった18世紀後半以降，

西ヨーロッパや北アメリカを中心に

人口が急増した。農業の生産性が高まって食料生産が増加し，薪
まき

に

かわって石炭 ·石油などの化石燃料を大量に利用して安定的にエネ

ルギーを供給できるようになり，人口の増加につながった。

　20世紀後半は，アジアやアフリカなどの発展途
と

上
じょう

国を中心に，人

口が急激に増加する人口爆
ばく

発
はつ

という現象がみられるようになる。ア

ジアは人口密集地域であり，なかでも日本からインドにかけてのモ

ンスーンアジアの人口密度は特に高い。この地域は，稲
いな

作
さく

地帯が広

く分布し，主食となる米が多く生産されている地域である。アジア

では1980年代後半以降に人口増加率が低下しているが，アフリカ

は今
こん

日
にち

でもほかの地域と比
ひ

較
かく

して人口増加率が高い水準にある。

　　　　　　　　　　　　　図5を見ると，1985年のエチオピア

の人口ピラミッドは，0～4歳
さい

の乳幼

児の比率が高い富
ふ

士
じ

山
さん

型である。1985年ごろのエチオピアは，飢
き

餓
が

が深刻化し，上下水道などの公衆衛生の不備による伝染病のまん

急増する世界人口 p.96

3

p.85 p.220

2

6

アフリカで人口増加が
著しい理由

延
えん

もあり，乳児死亡率は高く，平均寿
じゅ

命
みょう

が短い状態であった。その

後，栄養水準や公衆衛生が改善され，乳児死亡率が低下した。その

結果，2015年の人口ピラミッドも富士山型のままではあるが，0～

4歳の比率が低い形状になった。

　死亡率が低下した一方で，出
しゅっ

生
しょう

率は高い状態を維
い

持
じ

した。その背景

には，所得水準の低さから子どもを一家を支える労働力としてや，親

の老後の生活保障として期待していることがある。そのため，出生

率と死亡率の差が拡大し，人口増加が著
いちじる

しい状
じょう

況
きょう

になった。20世

紀後半，ほかの発展途上国も同様の状況に直面した。出生率を低く

おさえるため，家族計画をうながす国もみられ，一定の成果をあげた。

　　　　　　　　　　　　　近年では，発展途上国もふくめ，出生

率は低下傾
けい

向
こう

にあり，世界人口の増加

率は低下傾向にある。しかし，図0を見るとわかるように，出生率

が低下する時期は死亡率が低下する時期よりもおそく，出生率が死

亡率を上回る時期が続くため，当面は発展途上国を中心に人口増加

が続く見こみである。2050年ごろには，世界人口は100億人になる

と推定されている。人口が増加すると，食料や資源の需
じゅ

要
よう

が高まり，

土地の不足や水 ·エネルギーなどの資源の枯
こ

渇
かつ

をまねき，それらを

めぐる紛
ふん

争
そう

が発生するおそれがある。

p.220

78

今後も続く人口増加と
その影響

9

p.142 p.130
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　現代世界においては，飽
ほう

食
しょく

や飢
き

餓
が

，食の安全に関する問題など，多くの食料問題が存在する。それらの食
料問題を解決するために，世界ではどのような取り組みが行われてきたのだろうか。

食料問題の解決に向けて

1ネリカ米の栽培（ウガンダ，2016年）　「ネリカ（Nerica）」はNew 
Rice for Africaの略称。アジア原産の稲とアフリカ原産の稲をかけ
合わせて改良した品種群の総称である。【写真提供：JICA】

4おもな国の食料自給率（カロリーベース）の移り変わり【食料需給
表】　食料自給率の算出方法には食料の重さ，食料にふくまれるカ
ロリー（供給熱量），食料の生産額を用いる方法がある。どれを用
いるかで自給率は異なる。日本の食料自給率は，カロリーでは約
40％であるが，生産額では約70％である。

5日本における植物工場の立地状
じょう

況
きょう

（2018年11月）【著者原図】　植
物工場とは，温室内で植物の生育環

かん

境
きょう

を情報通信技術（ICT）などに
よって制

せい

御
ぎょ

し，野菜などを計画的に生産する施
し

設
せつ

をさす。人工光型，
太陽光型，太陽光・人工光併

へい

用
よう

型の3種類がある。このうち人工光
型が閉

へい

鎖
さ

環境で完全な環境制御によって野菜などを生産するのに
対し，太陽光型は太陽光を利用しつつ夏季には高温抑

よく

制
せい

技術など
で環境を制御しながら野菜などを生産する。

140

120
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80

60

40

%
160

17年65 70 80 85 90 95 05 10 152000751961

アメリカ

イギリス
スイス

ドイツ

フランス

日本

6植物工場でのいちごの栽
さい

培
ばい

（大
おお

阪
さか

府大阪市，2018年）

7「道の駅」にある農産物直売所（島
しま

根
ね

県邑
おお

南
なん

町
ちょう

，2015年）

3フェアトレード
商品　発展途

と

上
じょう

国の農産物など
を適正な価格で
取り引きして生
産者に正当な賃
金が支

し

払
はら

われる
ようにする取り
組みをフェアト
レードとよぶ。

ギニア

ウガンダコートジボワール

15゜

0゜

15゜

30゜

30゜ 2000km0

1万ha以上
普及してい
る国
普及が始ま
っている国
試験研究/
品種選定を
実施してい
る国

ふ きゅう

400km0

植物工場数
20か所
10か所
5か所

人工光型
太陽光型

併用型

北海道

青森

＊植物工場が5か所以上の
　都道府県のみ示した。

宮城

福島

栃木長野 �城

群馬
埼玉

千葉

東京神奈川山梨

静岡
沖縄

愛知
三重

徳島高知愛媛

大分宮崎

熊本

長崎

佐賀

福岡

広島 岡山 兵庫 福井

石川

富山 新潟 山形

2ネリカ米の
普及状

じょう

況
きょう

（2010年）
【藤家斉ほか
「ネリカ普及の
現状と要因」】

1食料の輸送量に輸送距
きょ

離
り

をかけ合わせた指標のことで，この値
が大きいほど環

かん

境
きょう

への負
ふ

荷
か

が大きくなる。

　食料問題を解決する手段として，これまで多くの国々
で行われてきたのは，品種改良によって穀物の生産性を
向上させるという取り組みである。1960年代末から，
南アジアや東南アジアをはじめとする発展途

と

上
じょう

国におい
ては，米や小麦などで高収量品種を導入する「緑の革命」
が進められ，多くの国で穀物の生産性が飛

ひ

躍
やく

的に向上し
た。しかし，それらの高収量品種を導入するには，灌

かん

漑
がい

施
し

設
せつ

の整備に加え，高額の農業機械や化学肥
ひ

料
りょう

などを購
入する必要があったため，その恩

おん

恵
けい

を受けたのはおもに
富
ふ

裕
ゆう

層の農家であった。
　それに対して，サハラ以南アフリカでは，焼畑などの
伝統農業が広く残り，とうもろこしなどの穀物の品種改
良がおくれている地域も少なくない。そのため，単位面
積あたり収

しゅう

穫
かく

量などの生産性（土地生産性など）に目立っ
た向上はみられない。このことが，食料不足をもたらす
要因の一つとなっている。しかし近年では，日本などの
先進国の資金援

えん

助
じょ

やNGOの技術協力によって開発され
たネリカ米をはじめとして，アフリカの土地条件に合っ
た高収量品種の普

ふ

及
きゅう

が進められており（写真1・図2），
穀物の生産性が向上した地域もみられる。

品種改良による食料の増産

p.220

p.219

p.81

p.219

p.155

　食料問題に取り組むうえで，最も重要なテーマの一つ
が，食料自給率をどのように向上させるかということで
ある。食料不足は，サハラ以南アフリカをはじめとする
発展途上国において最も深刻であるが，先進国であって
も食料自給率が低い国は少なくない。なかでも，日本の
食料自給率は40％程度に過ぎず，先進国のなかでは最
低水準である（図4）。その結果，日本は世界有数の食料
輸入国となっており，安定的な食料調達が切

せっ

迫
ぱく

した課題
となっている。食料自給率が低いと，どのような問題が
おこるのだろうか。まず，海外産地の動向に食料供給が
影
えい

響
きょう

されやすくなるというリスクがあげられる。例えば，
海外産地が異常気象の影響で不作だった場合，日本への
輸入が途

と

絶
だ

えてしまう可能性がある。また，食料自給率
の低さは，国内農業の安定的な存続にも影響をあたえる。
すなわち，食料輸入国の農家は，安価な外国産食料との
価格競争に巻きこまれやすく，経営を続けることが困難
になるリスクを常に抱

かか

えているのである。

　このような背景から近年，食料自給率を向上させよう

食料の海外依存がもたらす問題

食料自給率の向上に向けて

とする動きが拡大している。例えば，食料自給の重要性
を示す指標として，フードマイレージという新たな概

がい

念
ねん

が提
てい

唱
しょう

され，食料自給の推進が地球環
かん

境
きょう

に対する負
ふ

荷
か

の
軽減につながることが認識されるようになった。そのよ
うな環境負荷の軽減をめざす動きとして，地元で生産さ
れた農産物を地元で消費する地産地消とよばれる運動
が，日本をふくむ先進国で広がっている。実際に，地元
で収穫された野菜などを販

はん

売
ばい

するための農産物直売所と
よばれる施

し

設
せつ

（写真7）が1990年代以降，全国各地でみ
られるようになった。さらに近年の日本では，農業の担

にな

い手不足や農地の減少を背景として，高度に環境制
せい

御
ぎょ

さ
れた施設内で年間を通して野菜を生産できる植物工場が
増加するなど（図5，写真6），食料自給率の向上に向け
た取り組みが進んでいる。

1

地理総合_2編_142-157.indd   144-145 2022/08/10   10:30

111111 第２章　さまざまな地球的課題と国際協力

5

10

15

5

10

15

節

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は1950年に設立され，故・緒
お

方
がた

貞
さだ

子
こ

さんは，日本人ではじめての国連難民高等弁務官として活躍したよ。

くり返す対立で，国を
追われる人々がいる。

難民とよばれる人々が発生するのはなぜだろうか。

民族問題 · 難民問題36

民
族
問
題

6

図4を見て，難民発生国の多い地域を一つ以上あげなさ
い。

ルワンダ紛争のツチとフツの対立の背景を，本文から抜き出
して「～によるもの」という文で答えなさい。チェックA チェックB

1リビア沖でNGOに救出された，アフリカからヨーロッパに向かっていた難民（2016年）

2地中海やバルカン半島からヨーロッパに
流入した人数（2015年）【UNHCR資料】

3難民キャンプで健康診
しん

断
だん

を受けるロヒン
ギャ難民（バングラデシュ，2017年）　ミャ
ンマー西部の，バングラデシュとの国境付
近に住むムスリムはロヒンギャとよばれる。

5クルド人が多い地域【CIA資料】　クルド人の居住地
域（クルディスタン）は，図のように複数の国にまたが
っており，いずれの国においても少数民族となってい
る。

4国別・地域別難民発生数とおもな難民受け入れ国，第二次世界大戦後のおもな地域紛
ふん

争
そう

【UNHCR資料ほか】
日本は1981年に難民条約を批

ひ

准
じゅん

したが，難民受け入れ人数はきわめて少ない。日本の
難民認定基準が厳しいことがその直接的要因だが，その背景には難民の人権を守るこ
とに対する関心の薄

うす

さもある。難民の定義はp.220の用語解説を参照。

　2011年から続くシリア内戦によって，シリア
国内外で約1200万人が家を追われ，うち約360
万人がトルコへ避

ひ

難
なん

したといわれています。故
郷から離

はな

れ，言語も異なるトルコで長期にわた
って暮らす彼

かれ

らの生活は過
か

酷
こく

です。難民のなか
でも，とりわけ弱い立場にいる女性や子どもた
ちの居場所をつくるのが私の仕事です。公民館
のような役割のコミュニティセンターを運営し，
彼らの避難先での生活が少しでも改善されるよ
う，ネットワークをつくり，助け合いのできる
環
かん

境
きょう

を整えています。

NGO「難民を助ける会（AAR 
Japan）」の吉

よし

川
かわ

剛
たけ

史
ふみ

さん

トルコで暮らすシリア
難民の生活に安心を

チェチェン紛争（1994～96，99～2009）チェチェン紛争（1994～96，99～2009）

0°

ユーゴスラビア紛争（1991～99）ユーゴスラビア紛争（1991～99）

シリア内戦（2011～）シリア内戦（2011～）
パレスチナ問題
（1948～）
パレスチナ問題
（1948～）
スーダン・
ダルフール紛争
（2003～）

スーダン・
ダルフール紛争
（2003～） エチオピア・

エリトリア国境紛争
（1998～2000）

エチオピア・
エリトリア国境紛争
（1998～2000）ビアフラ内戦

（1967～70）
ビアフラ内戦
（1967～70）

ソマリア内戦（1988～）ソマリア内戦（1988～）

ルワンダ紛争（1990～94）ルワンダ紛争（1990～94）

東ティモール独立運動（1975～99）東ティモール独立運動（1975～99）

カシミール紛争（1947～）カシミール紛争（1947～）

アフガニスタン紛争・内戦
（1979～2001）
アフガニスタン紛争・内戦
（1979～2001）

ロヒンギャ問題ロヒンギャ問題

コンゴ民主共和国内戦
（1996～）
コンゴ民主共和国内戦
（1996～）

下線の文字：国連の平和維持
活動（PKO）が展開された紛争

い じ国別難民発生数［2018年末］

おもな難民受け入れ国
（10万人以上）

20万人以上
5～20万人
1～5万人未満

600万人0 200 400

［2018年末］地域別難民発生数
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　　　　　　　　　　　　　2015年，100万人をこえる人々が西ア

ジアやアフリカからヨーロッパに押
お

し寄せた。彼
かれ

らのおもな出身国はシリア，アフガニスタンやエリト

リア，スーダンなどで，その経路は地中海やバルカン半島を経由し

てイタリアやギリシャなどに達するものであった。彼らは難民とし

てドイツ，スウェーデン，イタリア，フランスなどに受け入れられ

たが，受け入れの是
ぜ

非
ひ

をめぐるEU内での不調和や，受け入れ国内

での文化的な摩
ま

擦
さつ

などの深
しん

刻
こく

な問題が生じている。

　　　　　　　　　　　　　ヨーロッパに流入した難民の多くは，

政治的抑
よく

圧
あつ

にあったり，紛
ふん

争
そう

や，紛争

を背景とする飢
き

餓
が

や貧
ひん

困
こん

からのがれようとしたりした人々である。

難民発生の背景となる紛争は，異なる民族間の対立という形をとる

ことが多い。

　近代国家は，共通の文化 ·言語をもつ民族のまとまりを中心に形

成された国民国家（民族国家）を理想としたが，現実には一つの民族

によって成り立っている国はほとんどなく，多くは多民族国家であ

る。多民族国家の場合，どの言語が公用語として使われるかによっ

て，それ以外の言語を母語とする人々は政治的・経
けい

済
ざい

的に不利な立

ヨーロッパでおこった
難民危機

1

2

p.220

p.162

難民と民族問題

p.219

場に立つことになる。また，多数派の民族が少数派の民族よりも政

治的に優位に立つことによって不平等が生じ，対立が生まれること

もある。民族問題の多くはこうした背景をもつ。

　　　　　　　　　　　　　第二次世界大戦後，東西冷戦とよばれ

る構図が形成され，世界は資本主義陣
じん

営
えい

と社会主義陣営にわかれて対立する状
じょう

況
きょう

が続いた。しかし，ソ連
れん

の崩
ほう

壊
かい

によってその構図がくずれ，1990年代になるとそれまで東

西陣営の支
し

援
えん

によって支えられていた脆
ぜい

弱
じゃく

な政治体制をもつ国の多

くが崩壊し，民族紛争が続けておこった。紛争は2000年以降も一

部の地域で長期化する一方，イスラーム原理主義などの宗教を掲
かか

げ

る勢力が台
たい

頭
とう

するほか，テロリズムという新しい形をとるようにも

なった。アメリカ同時多発テロ事件のアルカイダや，イラク戦争や

シリア内戦をきっかけに活動を活発化させた I
アイシル

SILはそのような例

である。

　民族紛争は，しばしばヨーロッパによる過去の植民地支配を背景

としている。例えばルワンダ紛争のツチとフツの対立は，ベルギー

統治時代の差別的な分
ぶん

断
だん

統治によって生じたものである。またミャ

ンマーのロヒンギャ問題は，イギリス統治時代の民族移動に起源を

もつ。このように，民族問題は複数民族の存在によって直
ただ

ちに生じ

るものではなく，何らかの歴史的背景をもつことが多い。

民族問題のさまざまな
背景

p.48

4

Islamic State in Iraq and the Levant

3

p.152
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　現代世界においては，飽
ほう

食
しょく

や飢
き

餓
が

，食の安全に関する問題など，多くの食料問題が存在する。それらの食
料問題を解決するために，世界ではどのような取り組みが行われてきたのだろうか。

食料問題の解決に向けて

1ネリカ米の栽培（ウガンダ，2016年）　「ネリカ（Nerica）」はNew 
Rice for Africaの略称。アジア原産の稲とアフリカ原産の稲をかけ
合わせて改良した品種群の総称である。【写真提供：JICA】

4おもな国の食料自給率（カロリーベース）の移り変わり【食料需給
表】　食料自給率の算出方法には食料の重さ，食料にふくまれるカ
ロリー（供給熱量），食料の生産額を用いる方法がある。どれを用
いるかで自給率は異なる。日本の食料自給率は，カロリーでは約
40％であるが，生産額では約70％である。

5日本における植物工場の立地状
じょう

況
きょう

（2018年11月）【著者原図】　植
物工場とは，温室内で植物の生育環

かん

境
きょう

を情報通信技術（ICT）などに
よって制

せい

御
ぎょ

し，野菜などを計画的に生産する施
し

設
せつ

をさす。人工光型，
太陽光型，太陽光・人工光併

へい

用
よう

型の3種類がある。このうち人工光
型が閉

へい

鎖
さ

環境で完全な環境制御によって野菜などを生産するのに
対し，太陽光型は太陽光を利用しつつ夏季には高温抑

よく

制
せい

技術など
で環境を制御しながら野菜などを生産する。
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6植物工場でのいちごの栽
さい

培
ばい

（大
おお

阪
さか

府大阪市，2018年）

7「道の駅」にある農産物直売所（島
しま

根
ね

県邑
おお

南
なん

町
ちょう

，2015年）

3フェアトレード
商品　発展途

と

上
じょう

国の農産物など
を適正な価格で
取り引きして生
産者に正当な賃
金が支

し

払
はら

われる
ようにする取り
組みをフェアト
レードとよぶ。
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2ネリカ米の
普及状

じょう

況
きょう

（2010年）

1食料の輸送量に輸送距
きょ

離
り

をかけ合わせた指標のことで，この値
が大きいほど環

かん

境
きょう

への負
ふ

荷
か

が大きくなる。

　食料問題を解決する手段として，これまで多くの国々
で行われてきたのは，品種改良によって穀物の生産性を
向上させるという取り組みである。1960年代末から，
南アジアや東南アジアをはじめとする発展途

と

上
じょう

国におい
ては，米や小麦などで高収量品種を導入する「緑の革命」
が進められ，多くの国で穀物の生産性が飛

ひ

躍
やく

的に向上し
た。しかし，それらの高収量品種を導入するには，灌

かん

漑
がい

施
し

設
せつ

の整備に加え，高額の農業機械や化学肥
ひ

料
りょう

などを購
入する必要があったため，その恩

おん

恵
けい

を受けたのはおもに
富
ふ

裕
ゆう

層の農家であった。
　それに対して，サハラ以南アフリカでは，焼畑などの
伝統農業が広く残り，とうもろこしなどの穀物の品種改
良がおくれている地域も少なくない。そのため，単位面
積あたり収

しゅう

穫
かく

量などの生産性（土地生産性など）に目立っ
た向上はみられない。このことが，食料不足をもたらす
要因の一つとなっている。しかし近年では，日本などの
先進国の資金援

えん

助
じょ

やNGOの技術協力によって開発され
たネリカ米をはじめとして，アフリカの土地条件に合っ
た高収量品種の普

ふ

及
きゅう

が進められており（写真1・図2），
穀物の生産性が向上した地域もみられる。

品種改良による食料の増産

p.220

p.219

p.81

p.219

p.155

　食料問題に取り組むうえで，最も重要なテーマの一つ
が，食料自給率をどのように向上させるかということで
ある。食料不足は，サハラ以南アフリカをはじめとする
発展途上国において最も深刻であるが，先進国であって
も食料自給率が低い国は少なくない。なかでも，日本の
食料自給率は40％程度に過ぎず，先進国のなかでは最
低水準である（図4）。その結果，日本は世界有数の食料
輸入国となっており，安定的な食料調達が切

せっ

迫
ぱく

した課題
となっている。食料自給率が低いと，どのような問題が
おこるのだろうか。まず，海外産地の動向に食料供給が
影
えい

響
きょう

されやすくなるというリスクがあげられる。例えば，
海外産地が異常気象の影響で不作だった場合，日本への
輸入が途

と

絶
だ

えてしまう可能性がある。また，食料自給率
の低さは，国内農業の安定的な存続にも影響をあたえる。
すなわち，食料輸入国の農家は，安価な外国産食料との
価格競争に巻きこまれやすく，経営を続けることが困難
になるリスクを常に抱

かか

えているのである。

　このような背景から近年，食料自給率を向上させよう

食料の海外依存がもたらす問題

食料自給率の向上に向けて

とする動きが拡大している。例えば，食料自給の重要性
を示す指標として，フードマイレージという新たな概

がい

念
ねん

が提
てい

唱
しょう

され，食料自給の推進が地球環
かん

境
きょう

に対する負
ふ

荷
か

の
軽減につながることが認識されるようになった。そのよ
うな環境負荷の軽減をめざす動きとして，地元で生産さ
れた農産物を地元で消費する地産地消とよばれる運動
が，日本をふくむ先進国で広がっている。実際に，地元
で収穫された野菜などを販

はん

売
ばい

するための農産物直売所と
よばれる施

し

設
せつ

（写真7）が1990年代以降，全国各地でみ
られるようになった。さらに近年の日本では，農業の担

にな

い手不足や農地の減少を背景として，高度に環境制
せい

御
ぎょ

さ
れた施設内で年間を通して野菜を生産できる植物工場が
増加するなど（図5，写真6），食料自給率の向上に向け
た取り組みが進んでいる。

1

地理総合_2編_142-157.indd   144-145 2021/09/27   11:10

111111 第２章　さまざまな地球的課題と国際協力

5

10

15

5

10

15

節

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は1950年に設立され，故・緒
お

方
がた

貞
さだ

子
こ

さんは，日本人ではじめての国連難民高等弁務官として活躍したよ。

くり返す対立で，国を
追われる人々がいる。

難民とよばれる人々が発生するのはなぜだろうか。

民族問題 · 難民問題36

民
族
問
題

6

図4を見て，難民発生国の多い地域を一つ以上あげなさ
い。

ルワンダ紛争のツチとフツの対立の背景を，本文から抜き出
して「～によるもの」という文で答えなさい。チェックA チェックB

1リビア沖でNGOに救出された，アフリカからヨーロッパに向かっていた難民（2016年）

2地中海やバルカン半島からヨーロッパに
流入した人数（2015年）【UNHCR資料】

3難民キャンプで健康診
しん

断
だん

を受けるロヒン
ギャ難民（バングラデシュ，2017年）　ミャ
ンマー西部の，バングラデシュとの国境付
近に住むムスリムはロヒンギャとよばれる。

5クルド人が多い地域【CIA資料】　クルド人の居住地
域（クルディスタン）は，図のように複数の国にまたが
っており，いずれの国においても少数民族となってい
る。

4国別・地域別難民発生数とおもな難民受け入れ国，第二次世界大戦後のおもな地域紛
ふん

争
そう

【UNHCR資料ほか】
日本は1981年に難民条約を批

ひ

准
じゅん

したが，難民受け入れ人数はきわめて少ない。日本の
難民認定基準が厳しいことがその直接的要因だが，その背景には難民の人権を守るこ
とに対する関心の薄

うす

さもある。難民の定義はp.220の用語解説を参照。

　2011年から続くシリア内戦によって，シリア
国内外で約1200万人が家を追われ，うち約360
万人がトルコへ避

ひ

難
なん

したといわれています。故
郷から離

はな

れ，言語も異なるトルコで長期にわた
って暮らす彼

かれ

らの生活は過
か

酷
こく

です。難民のなか
でも，とりわけ弱い立場にいる女性や子どもた
ちの居場所をつくるのが私の仕事です。公民館
のような役割のコミュニティセンターを運営し，
彼らの避難先での生活が少しでも改善されるよ
う，ネットワークをつくり，助け合いのできる
環
かん

境
きょう

を整えています。

NGO「難民を助ける会（AAR 
Japan）」の吉

よし

川
かわ

剛
たけ

史
ふみ

さん

トルコで暮らすシリア
難民の生活に安心を

チェチェン紛争（1994～96，99～2009）チェチェン紛争（1994～96，99～2009）

0°
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下線の文字：国連の平和維持
活動（PKO）が展開された紛争

い じ国別難民発生数［2018年末］

おもな難民受け入れ国
（10万人以上）

20万人以上
5～20万人
1～5万人未満

600万人0 200 400

［2018年末］地域別難民発生数

アジア・
オセアニア

サハラ以南
アフリカ

ヨーロッパ

南北
アメリカ

中東・
北アフリカ

ちゅうとう

732.3

718.6

479.6

35.8

23.2

トルコ
シリア

エジプト

スーダン
エリトリア

リビア

イタリア
ギリシャ

地中海

バルカン半島

ギリシャへの
流入者85.4万人

イタリアへの
流入者15.4万人

1000km0

ト ル コ

ギ
リ
シ
ャ

ブルガリア

シ リ ア
イ ラ ン

クウェート

イ ラ ク
ヨルダン

レバノン

キプロス

イスラエル

エ ジ プ ト サウジアラビア

アゼルバイジャン
アルメニア
ジョージア

ロシア連邦

アンカラ

ソフィア

ダマスカス

アンマン
カイロ

テヘラン

クウェート

トビリシ

バグダッド

バクー

エルサレム

ベイルート

ニコシア

エレバン

黒　海

地 中 海

カ
ス
ピ

海

0 500km クルド人が多い地域

　　　　　　　　　　　　　2015年，100万人をこえる人々が西ア

ジアやアフリカからヨーロッパに押
お

し寄せた。彼
かれ

らのおもな出身国はシリア，アフガニスタンやエリト

リア，スーダンなどで，その経路は地中海やバルカン半島を経由し

てイタリアやギリシャなどに達するものであった。彼らは難民とし

てドイツ，スウェーデン，イタリア，フランスなどに受け入れられ

たが，受け入れの是
ぜ

非
ひ

をめぐるEU内での不調和や，受け入れ国内

での文化的な摩
ま

擦
さつ

などの深
しん

刻
こく

な問題が生じている。

　　　　　　　　　　　　　ヨーロッパに流入した難民の多くは，

政治的抑
よく

圧
あつ

にあったり，紛
ふん

争
そう

や，紛争

を背景とする飢
き

餓
が

や貧
ひん

困
こん

からのがれようとしたりした人々である。

難民発生の背景となる紛争は，異なる民族間の対立という形をとる

ことが多い。

　近代国家は，共通の文化 ·言語をもつ民族のまとまりを中心に形

成された国民国家（民族国家）を理想としたが，現実には一つの民族

によって成り立っている国はほとんどなく，多くは多民族国家であ

る。多民族国家の場合，どの言語が公用語として使われるかによっ

て，それ以外の言語を母語とする人々は政治的・経
けい

済
ざい

的に不利な立

ヨーロッパでおこった
難民危機

1

2

p.220

p.162

難民と民族問題

p.219

場に立つことになる。また，多数派の民族が少数派の民族よりも政

治的に優位に立つことによって不平等が生じ，対立が生まれること

もある。民族問題の多くはこうした背景をもつ。

　　　　　　　　　　　　　第二次世界大戦後，東西冷戦とよばれ

る構図が形成され，世界は資本主義陣
じん

営
えい

と社会主義陣営にわかれて対立する状
じょう

況
きょう

が続いた。しかし，ソ連
れん

の崩
ほう

壊
かい

によってその構図がくずれ，1990年代になるとそれまで東

西陣営の支
し

援
えん

によって支えられていた脆
ぜい

弱
じゃく

な政治体制をもつ国の多

くが崩壊し，民族紛争が続けておこった。紛争は2000年以降も一

部の地域で長期化する一方，イスラーム原理主義などの宗教を掲
かか

げ

る勢力が台
たい

頭
とう

するほか，テロリズムという新しい形をとるようにも

なった。アメリカ同時多発テロ事件のアルカイダや，イラク戦争や

シリア内戦をきっかけに活動を活発化させた I
アイシル

SILはそのような例

である。

　民族紛争は，しばしばヨーロッパによる過去の植民地支配を背景

としている。例えばルワンダ紛争のツチとフツの対立は，ベルギー

統治時代の差別的な分
ぶん

断
だん

統治によって生じたものである。またミャ

ンマーのロヒンギャ問題は，イギリス統治時代の民族移動に起源を

もつ。このように，民族問題は複数民族の存在によって直
ただ

ちに生じ

るものではなく，何らかの歴史的背景をもつことが多い。

民族問題のさまざまな
背景

p.48

4

Islamic State in Iraq and the Levant

3

p.152
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学んだことを
広げてみよう

農業の変化が人々の暮らしや自然環境に影響をあたえていることが理解できたら，東南アジア以外の事例について
も調べ，まとめてみよう。

3中部ルソン平野の河
か

川
せ ん

の両側に広がる水田（フィリピン，2016年）

1プランテーションでの油やしの収
しゅう

穫
か く

（インドネシア，2017年）

2パーム油（油やしの果実から得られる植物
油）が使われる日用品や食品の例

4インドネシアとマレーシアの油やし栽
さ い

培
ば い

面積とパーム油生産量お
よび2国が世界に占

し

める割合【FAOSTAT】

5フィリピンの産業別就業人口
と割合の移り変わり【ILOSTAT】
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【FAOSTAT】
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農業と熱帯林の開発 ─ 東南アジアでの変化と影響
地球的課題（地球環境問題）に着目 ➡p.126-127 人々の暮らしを支える経済活動の影響で森林減少が進んだ事例を学ぼう。

ブラジルのアマゾン
も熱帯林の破壊が
進んでいるよ。

　　　　　　　　　　　　東南アジアでは，モンスーンと
ともに訪

おとず

れる雨季の雨を利用し
て水

す い

稲
と う

栽
さ い

培
ば い

が行われており，フィリピンのルソン島・中部
ルソン平野（図6）もそうした地域の一つである。5月下旬
ごろに雨季に入ると，南部の低地から北部の丘

きゅう

陵
りょう

にいたる
までの一面は水田の緑におおわれる。一方，11月以降の乾

か ん

季
き

には灌
か ん

漑
が い

施
し

設
せ つ

のある地域に栽培が限定され，景観に地域
的な差異がみられる。河

か

川
せ ん

水や灌漑用水路からの水が利用
できる場所では，緑の水田がその両側に広がる一方で，く
み上げ費用のかかる地下水灌漑の地域では部分的となる。
　乾季の中部ルソン平野では2000年代まで，二期作の水

自然環境への適応
と農業開発

p.219

田が限られた場所に存在するだけであった。一期作しか行
えない小農家は，田植えや刈

か

り入れなどの農
の う

繁
は ん

期にほかの
農家を手伝うことが，収入源として重要であった。2010
年代に入り，急速に灌漑用水路の敷

ふ

設
せ つ

が進み，二期作を行え
る農家が増え，雨季とかわらない景観が乾季にもみられる
ようになった。これまで農繁期に手伝いをしていた農家は
雇う側へと変化し，さらに機械の導入も顕

け ん

著
ち ょ

となっている。
　　　　　　　　　　　　このような水にかかわる農家の

変化は，場所と時期は異なるも
のの，「緑の革命」にともなって1960年代以降の東南アジア
の各地にみられてきた。「緑の革命」は，高収量品種・肥料・

「緑の革命」と
地域社会への影響

p.220

農薬・水が一つのパッケージとなった農産物の生産性を高
める農業改革であり，この条件を満たすために灌漑網

も う

の拡
張も進められた。灌漑利用が可能となり，「緑の革命」の恩

お ん

恵
け い

を受けることができた農家の収入は増加した。一方で，
農作業の省力化を可能とする機械の導入が進み，人件費が
削
さ く

減
げ ん

され，小農家や土地をもたない人々の農繁期の収入減
をもたらし，生活の維

い

持
じ

を困難なものとしていった。特に
土地をもたない人々は，収入を得るためにほかの仕事を探
す必要が生じるようになり，農村から都市部への人口移動
の重要な要因の一つともなった。
　　　　　　　　　　　　東南アジアでは1960年代から

1990年代にいたるまで，丸太
材などの木材輸出のために多くの森林が伐採されてきた。
農村からの人口の一部は，こうした森林地域へ労働力とし
て移動し，伐採終了後も居住して農業を行うことで，森林

p.146

熱帯林の開発と
変化

p.126

の再生を妨
さまた

げることにもなった。近年，油
ゆ

脂
し

・紙などの需
じ ゅ

要
よ う

増やバイオ燃料の普
ふ

及
きゅう

が，プランテーション開発を加速さ
せ，森林から耕作地への土地利用変化が急速に進んでいる。
　油やし（写真1）のプランテーションは，天然志向の強く
なった先進国の消費者が植物性油脂を好むようになったこ
とや，生産国が油やし産業の育成に努めたことを背景とし
て，1980年代以降にインドネシアとマレーシアにおいて
急速に拡大した。この2国をあわせた油やしの栽培面積と
油やしからとるパーム油の生産量は，2000年から2010年
の間だけで2倍近くに拡大し，近年では世界全体の8割を
こえるパーム油がこの2国で生産されている（図4）。食品
やせっけんの原材料（図2）として使用されるパーム油の需
要が世界的に増加傾

け い

向
こ う

にあるなかで，さらにバイオディー
ゼルへの利用も進められていることから，生産が今後も拡
大すると考えられている。

p.219
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食料問題の解決に取り組む際には，地域のどのような特色をふまえることが大切だろうか。インドの例をもとにま
とめてみよう。

4インドの農村部にみられる酪
らく

農
のう

（北西部・ラージャ
スターン州，2015年）

3肉を使用していないハンバーガー（インド）　菜食主
義者（ベジタリアン）向けのメニュー。

2インドのファストフードのメニュー表　豚
ぶた

肉
にく

や牛肉
を使用していないメニューが並ぶ。

1インドで急速に普
ふ

及
きゅう

したファストフードチェーン
（上：ムンバイ；2015年，下：デリー；2016年）

6インド北部・ハリヤーナー州の穀
こく

倉
そう

地帯に出現したブロイラー
養
よう

鶏
けい

の鶏
けい

舎
しゃ

（2017年）　かつて「緑の革命」で経営拡大をとげた農家
が鶏舎を建設していることが多い。

5インドの種類別食肉生産量の移り変わり【FAOSTAT】　インド
で生産される牛肉の大部分は輸出向けであり，すべてが国内で消
費されるわけではない。
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下の地図で
位置を確認
しよう！
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食料生産の変革と生活文化への影響 ─ インドの事例から
地球的課題（食料問題）に着目 ➡p.142︲₁₄₅ 食料問題の解決のための取り組みとその影響について，次の事例から学ぼう。

鶏肉の生産量
が多いのは
なぜだろう。

　　　　　　　　　　　　インド政府は1960年代末から，
食料自給率を向上させるため，

高収量品種の導入によって穀物を増産する「緑の革命」を推
進してきた。これによって，インドでは北部の諸州を中心
に，小麦や米など穀物の大規模産地が形成された。それに
続いて，1970年代からは牛や水牛などのミルク（生乳）増産
を目的とした「白い革命」が進められ，インドは世界有数の
ミルク生産国となった。これら二つの出来事は，インドの
人口増加を支えてきた農業改革としてよく知られている。
しかし1990年代以降，インドでは新たな食料生産の変革が
みられる。それは一体，どのような変革なのだろうか。

「緑の革命」と
「白い革命」

p.220

　　　　　　　　　　　　インドでは1990年代からの経
済発展にともなって，多くの先

進国と同様，食肉消費量が増えている。しかし，インドは
人口の80％をヒンドゥー教徒が，14%をムスリム（イスラ
ム教徒）が占

し

めるため，牛肉や豚
ぶた

肉
にく

の消費量がこの間に増
加したとは考えにくい。インドで1990年代から急速に消
費が増えているのは，ヒンドゥー教徒やムスリムでも無難
に食べることができる鶏

とり

肉
にく

なのである（図5）。
　インドでは鶏肉に対する需要が高まった結果，全国的に
ブロイラー（肉

にく

用
よう

若
わか

鶏
どり

）の産地が相次いで形成されて鶏肉生
産量が急増するなど，伝統的な農業構造が大きく変容して

「ピンクの革命」による
インド農業の変容

いる。例えば，インドでは以前から南部の諸州では鶏肉消
費が定着しており，養

よう

鶏
けい

業がさかんであった。しかし2000
年代以降，「緑の革命」でインド最大の穀倉地帯となった北
部の諸州においても，ブロイラー産地の形成がみられる。
このようなインドにおける鶏肉消費の拡大やそれにともな
うブロイラー産地の形成は，これまでの「緑の革命」や「白
い革命」になぞらえて鶏肉の色から「ピンクの革命」とよば
れ，注目を集めている。「ピンクの革命」は，インドの1990
年代以降の食料生産の変革を語るうえで重要な現象である
といえる。
　　　　　　　　　　　　それでは，インドでの「ピンク

の革命」は，インドの人々の食
生活の変化とどのように関係しているのだろうか。
　インドにおける1990年代以降の食生活の大きな変化と

食料生産の変革を
もたらす食生活の変化

して，ファストフードチェーンの急速な普
ふ

及
きゅう

をあげること
ができる。例えば，M社やK社は1990年代半

なか

ばからイン
ドに進出し，全国的に店

てん

舗
ぽ

を展開している（写真1）。イン
ドのファストフードを利用するのは，新中間層とよばれる
人々や，若年層が中心となっている。そのようなインドの
ファストフードの食材として，鶏肉は重要な地位を占めて
いる。ヒンドゥー教徒が多数を占めるインドでは，牛肉を
使ったハンバーガーを商品化することは困難である。その
ため，牛肉のかわりに鶏肉を使ったハンバーガーが商品化
され，インドのファストフードにおける人気メニューとな
っている（写真2）。このように「ピンクの革命」は，牛肉や
豚肉を食べることが難しいインドの人々に，たんぱく源と
しての鶏肉を供給する役割を果たしているのである。

p.147
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広げてみよう

移民や難民をめぐる問題が社会に影響をあたえていることが理解できたら，イギリス以外の事例についても調べ，
まとめてみよう。
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4地域別のEU離
り

脱
だつ

派の割合【選挙委員会資料】

1トラックの荷
に

台
だい

に
乗ってイギリスに密
航しようとする難民
（フランス，2015年）

5年
ねん

齢
れい

別のEU離
り

脱
だつ

派の割合【Sampson（2017）】

7閉
へい

鎖
さ

される日系企業の工場（イギリス，2019年） 8地図

0 20 40 60 80％

アジア系

大学卒業・大学院修了

ヨーロッパ系

アフリカ系

高等学校卒業以下

33％

41％

53％

27％

65％

0

20

40

60

80
％

65歳以上18～24 55～6445～5435～4425～34

60%

27%

57%56%
48%

38%

60%以上
55~60%
50~55%
45~50%
40~45%
40%未満

離脱派の割合

スコットランド

イングランド

ロンドン

ロンドン詳細図

ウェールズ

北アイルランド

200km0

50km0

2ユーロトンネルで
の検門（フランス，
2015年）

3ユーロトンネルへ向かう道路の渋
じゅう

滞
たい

（フラン
ス，2015年）　ユーロトンネルではトラックご
と列車に積みこまれ，輸送される。

難民危機が揺るがす統合の理念 ─ イギリスのEU離脱
地球的課題（難民問題）に着目 ➡p.150︲₁₅₁ 移民・難民に対する意見の対立が社会を揺るがした事例を学ぼう。

p.151図4も
あわせて確認
してみよう。

　　　　　　　　　　　　イギリスのヨーロッパ連合（EU）
離
り

脱
だつ

は，イギリス（Britain）がEU
を離脱（Exit）することから，ブレグジット（Brexit）とよば
れる。1993年，EUの発

ほっ

足
そく

とともにマーストリヒト条約が
発効し，EU域内の労働力の移動は自由化された。2004年
以降にEUの東方拡大が進むと，英語圏

けん

であり，社会福
ふく

祉
し

が手厚く，所得水準も相対的に高いイギリスをめざす東ヨ
ーロッパからの移民が増加した。2015年には，100万人以
上とされる難民がヨーロッパに流入し，国境検問のない
EU域内を移動する事態が発生した。トラックや電車に隠

かく

れてドーバー海
かい

峡
きょう

を渡り，イギリスに密航しようとする難
民もあとを絶たず，ユーロトンネルを経由する交通 ·物流
は大混乱となった（写真1～3）。
　移民や難民の増大にともなう失業率の上

じょう

昇
しょう

や治安の悪化

移民・難民の流入
と国民投票

p.219

1

p.219

p.220 p.1502

3

に対する懸
け

念
ねん

を背景として，イギリスではEU離脱を求め
る政党が地方議会で人気を集め，国政にも影

えい

響
きょう

をおよぼす
ようになっていった。これを受けて，政権与

よ

党
とう

であった保
守党は，イギリスはEUを離脱すべきか残留すべきかを問
う国民投票を2016年に実

じっ

施
し

することを決めた。
　　　　　　　　　　　　国民投票は72.2％という高い投

票率で，結果は離脱派（51.9％）
が残留派（48.1％）をわずかに上回った。年

ねん

齢
れい

別にみると，
45歳以上では離脱派が過半数であるものの，若年層では残
留派が明らかに優勢である（図5）。この投票結果は，世代に
よる意見の対立があるとき，人口規模が大きく投票率の高
い高

こう

齢
れい

者の意見が通るシルバーデモクラシーの典型である。
　投票者の住む地域や属性による意見の差も大きい。イギ
リスからの独立の動きもある北アイルランドでは残留派が

離脱は国民の総意？

1EU域内における労働力や商品の移動を自由化するとともに，通貨
統合や外交 ·安全保障政策における政治統合もめざした条約。
2イギリスはシェンゲン協定に加盟していないため，EU域内からの
入国でも入国審

しん

査
さ

が必要となる。
3イギリスのドーバーとフランスのカレーを結ぶドーバー海

かい

峡
きょう

の海
底を通る鉄道専用トンネルで，1994年に完成した。
4スコットランドでは，イギリスからの独立の賛

さん

否
ぴ

を問う国民投票
が2014年に実

じっ

施
し

された。投票率は84.6%を記録し，結果は独立支持
が44.7％，独立反対が55.3％であった。

過半数で，2014年に独立の是
ぜ

非
ひ

を問う国民投票が行われ
たスコットランドでは残留派が62％を占めた。また，高
学歴層は残留，低学歴層は離脱と意見がくっきりとわかれ
た。人種・民族による意見の隔

へだ

たりも大きく，ヨーロッパ
系は離脱派が過半数であったのに対し，アフリカ系やアジ
ア系は残留を圧倒的に支持した（図6）。
　イングランドとウェールズでは，全体としては離脱派が
残留派を上回ったが，人口構成が若く高学歴層が集まるイ
ングランド南東部では，残留派が過半数を占

し

めた地区が目
立つ。ロンドンについていえば，高所得層の多いウェスト
エンドでは残留派が圧

あっ

倒
とう

的に多い。このように，ブレグジ
ットに対するイギリス国民の態度は地理とも強く関連し
て，残留と離脱にはっきりわかれていた（図4）。
　　　　　　　　　　　　国民投票の直後，イギリスの通

貨であるポンドの対ドル為
か わ せ

替レ
ートは急落した。投票結果を受けて，イギリス政府は2019
年3月のEU離脱をめざして交

こう

渉
しょう

を開始した。しかし，条件

4

揺らぐEUの理念

面でEUと折り合いがつかず，実際にイギリスがEUを離脱
したのは2020年1月末である。先行きは今なお不透

とう

明
めい

なこ
とから，イギリスを生産拠

きょ

点
てん

としてEU域内に商品を出
しゅっ

荷
か

している日本企
き

業
ぎょう

が工場の操業停止を決める（写真7）など，
グローバル経済を不安定化させる要因にもなっている。
　移民の受け入れや難民の保護は，国際協力を必要とする
地球的課題である。しかし，現実には国による考え方のち
がいが大きく，それがブレグジットを招き，人種・民族の
ちがいをこえた一つのヨーロッパというEUの理念を揺る
がす結果となったのである。
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農業の変化が人々の暮らしや自然環境に影響をあたえていることが理解できたら，東南アジア以外の事例について
も調べ，まとめてみよう。
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川
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の両側に広がる水田（フィリピン，2016年）

1プランテーションでの油やしの収
しゅう

穫
かく

（インドネシア，2017年）

2パーム油（油やしの果実から得られる植物
油）が使われる日用品や食品の例

4インドネシアとマレーシアの油やし栽
さい

培
ばい

面積とパーム油生産量お
よび2国が世界に占

し

める割合【FAOSTAT】

5フィリピンの産業別就業人口
と割合の移り変わり【ILOSTAT】
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農業と熱帯林の開発 ─ 東南アジアでの変化と影響
地球的課題（地球環境問題）に着目 ➡p.126-127 人々の暮らしを支える経済活動の影響で森林減少が進んだ事例を学ぼう。

ブラジルのアマゾン
も熱帯林の破壊が
進んでいるよ。

　　　　　　　　　　　　東南アジアでは，モンスーンと
ともに訪

おとず

れる雨季の雨を利用し
て水

すい

稲
とう

栽
さい

培
ばい

が行われており，フィリピンのルソン島・中部
ルソン平野（図6）もそうした地域の一つである。5月下旬
ごろに雨季に入ると，南部の低地から北部の丘

きゅう

陵
りょう

にいたる
までの一面は水田の緑におおわれる。一方，11月以降の乾

かん

季
き

には灌
かん

漑
がい

施
し

設
せつ

のある地域に栽培が限定され，景観に地域
的な差異がみられる。河

か

川
せん

水や灌漑用水路からの水が利用
できる場所では，緑の水田がその両側に広がる一方で，く
み上げ費用のかかる地下水灌漑の地域では部分的となる。
　乾季の中部ルソン平野では2000年代まで，二期作の水

自然環境への適応
と農業開発

p.219

田が限られた場所に存在するだけであった。一期作しか行
えない小農家は，田植えや刈

か

り入れなどの農
のう

繁
はん

期にほかの
農家を手伝うことが，収入源として重要であった。2010
年代に入り，急速に灌漑用水路の敷

ふ

設
せつ

が進み，二期作を行え
る農家が増え，雨季とかわらない景観が乾季にもみられる
ようになった。これまで農繁期に手伝いをしていた農家は
雇う側へと変化し，さらに機械の導入も顕

けん

著
ちょ

となっている。
　　　　　　　　　　　　このような水にかかわる農家の

変化は，場所と時期は異なるも
のの，「緑の革命」にともなって1960年代以降の東南アジア
の各地にみられてきた。「緑の革命」は，高収量品種・肥料・

「緑の革命」と
地域社会への影響

p.220

農薬・水が一つのパッケージとなった農産物の生産性を高
める農業改革であり，この条件を満たすために灌漑網

もう

の拡
張も進められた。灌漑利用が可能となり，「緑の革命」の恩

おん

恵
けい

を受けることができた農家の収入は増加した。一方で，
農作業の省力化を可能とする機械の導入が進み，人件費が
削
さく

減
げん

され，小農家や土地をもたない人々の農繁期の収入減
をもたらし，生活の維

い

持
じ

を困難なものとしていった。特に
土地をもたない人々は，収入を得るためにほかの仕事を探
す必要が生じるようになり，農村から都市部への人口移動
の重要な要因の一つともなった。
　　　　　　　　　　　　東南アジアでは1960年代から

1990年代にいたるまで，丸太
材などの木材輸出のために多くの森林が伐採されてきた。
農村からの人口の一部は，こうした森林地域へ労働力とし
て移動し，伐採終了後も居住して農業を行うことで，森林

p.146

熱帯林の開発と
変化

p.126

の再生を妨
さまた

げることにもなった。近年，油
ゆ

脂
し

・紙などの需
じゅ

要
よう

増やバイオ燃料の普
ふ

及
きゅう

が，プランテーション開発を加速さ
せ，森林から耕作地への土地利用変化が急速に進んでいる。
　油やし（写真1）のプランテーションは，天然志向の強く
なった先進国の消費者が植物性油脂を好むようになったこ
とや，生産国が油やし産業の育成に努めたことを背景とし
て，1980年代以降にインドネシアとマレーシアにおいて
急速に拡大した。この2国をあわせた油やしの栽培面積と
油やしからとるパーム油の生産量は，2000年から2010年
の間だけで2倍近くに拡大し，近年では世界全体の8割を
こえるパーム油がこの2国で生産されている（図4）。食品
やせっけんの原材料（図2）として使用されるパーム油の需
要が世界的に増加傾

けい

向
こう

にあるなかで，さらにバイオディー
ゼルへの利用も進められていることから，生産が今後も拡
大すると考えられている。

p.219
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広げてみよう

食料問題の解決に取り組む際には，地域のどのような特色をふまえることが大切だろうか。インドの例をもとにま
とめてみよう。

4インドの農村部にみられる酪
らく

農
のう

（北西部・ラージャ
スターン州，2015年）

3肉を使用していないハンバーガー（インド）　菜食主
義者（ベジタリアン）向けのメニュー。

2インドのファストフードのメニュー表　豚
ぶた

肉
にく

や牛肉
を使用していないメニューが並ぶ。

1インドで急速に普
ふ

及
きゅう

したファストフードチェーン
（上：ムンバイ；2015年，下：デリー；2016年）

6インド北部・ハリヤーナー州の穀
こく

倉
そう

地帯に出現したブロイラー
養
よう

鶏
けい

の鶏
けい

舎
しゃ

（2017年）　かつて「緑の革命」で経営拡大をとげた農家
が鶏舎を建設していることが多い。

5インドの種類別食肉生産量の移り変わり【FAOSTAT】　インド
で生産される牛肉の大部分は輸出向けであり，すべてが国内で消
費されるわけではない。
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下の地図で
位置を確認
しよう！

7地図

食料生産の変革と生活文化への影響 ─ インドの事例から
地球的課題（食料問題）に着目 ➡p.142-145 食料問題の解決のための取り組みとその影響について，次の事例から学ぼう。

鶏肉の生産量
が多いのは
なぜだろう。

　　　　　　　　　　　　インド政府は1960年代末から，
食料自給率を向上させるため，

高収量品種の導入によって穀物を増産する「緑の革命」を推
進してきた。これによって，インドでは北部の諸州を中心
に，小麦や米など穀物の大規模産地が形成された。それに
続いて，1970年代からは牛や水牛などのミルク（生乳）増産
を目的とした「白い革命」が進められ，インドは世界有数の
ミルク生産国となった。これら二つの出来事は，インドの
人口増加を支えてきた農業改革としてよく知られている。
しかし1990年代以降，インドでは新たな食料生産の変革が
みられる。それは一体，どのような変革なのだろうか。

「緑の革命」と
「白い革命」

p.220

　　　　　　　　　　　　インドでは1990年代からの経
済発展にともなって，多くの先

進国と同様，食肉消費量が増えている。しかし，インドは
人口の80％をヒンドゥー教徒が，14%をムスリム（イスラ
ム教徒）が占

し

めるため，牛肉や豚
ぶた

肉
にく

の消費量がこの間に増
加したとは考えにくい。インドで1990年代から急速に消
費が増えているのは，ヒンドゥー教徒やムスリムでも無難
に食べることができる鶏

とり

肉
にく

なのである（図5）。
　インドでは鶏肉に対する需要が高まった結果，全国的に
ブロイラー（肉

にく

用
よう

若
わか

鶏
どり

）の産地が相次いで形成されて鶏肉生
産量が急増するなど，伝統的な農業構造が大きく変容して

「ピンクの革命」による
インド農業の変容

いる。例えば，インドでは以前から南部の諸州では鶏肉消
費が定着しており，養

よう

鶏
けい

業がさかんであった。しかし2000
年代以降，「緑の革命」でインド最大の穀倉地帯となった北
部の諸州においても，ブロイラー産地の形成がみられる。
このようなインドにおける鶏肉消費の拡大やそれにともな
うブロイラー産地の形成は，これまでの「緑の革命」や「白
い革命」になぞらえて鶏肉の色から「ピンクの革命」とよば
れ，注目を集めている。「ピンクの革命」は，インドの1990
年代以降の食料生産の変革を語るうえで重要な現象である
といえる。
　　　　　　　　　　　　それでは，インドでの「ピンク

の革命」は，インドの人々の食
生活の変化とどのように関係しているのだろうか。
　インドにおける1990年代以降の食生活の大きな変化と

食料生産の変革を
もたらす食生活の変化

して，ファストフードチェーンの急速な普
ふ

及
きゅう

をあげること
ができる。例えば，M社やK社は1990年代半

なか

ばからイン
ドに進出し，全国的に店

てん

舗
ぽ

を展開している（写真1）。イン
ドのファストフードを利用するのは，新中間層とよばれる
人々や，若年層が中心となっている。そのようなインドの
ファストフードの食材として，鶏肉は重要な地位を占めて
いる。ヒンドゥー教徒が多数を占めるインドでは，牛肉を
使ったハンバーガーを商品化することは困難である。その
ため，牛肉のかわりに鶏肉を使ったハンバーガーが商品化
され，インドのファストフードにおける人気メニューとな
っている（写真2）。このように「ピンクの革命」は，牛肉や
豚肉を食べることが難しいインドの人々に，たんぱく源と
しての鶏肉を供給する役割を果たしているのである。

p.147
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学んだことを
広げてみよう

移民や難民をめぐる問題が社会に影響をあたえていることが理解できたら，イギリス以外の事例についても調べ，
まとめてみよう。
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6属性別のEU離
り

脱
だつ

派の割合【Sampson（2017）】

4地域別のEU離
り

脱
だつ

派の割合【選挙委員会資料】

1トラックの荷
に

台
だい

に
乗ってイギリスに密
航しようとする難民
（フランス，2015年）

5年
ねん

齢
れい

別のEU離
り

脱
だつ

派の割合【Sampson（2017）】

7閉
へい

鎖
さ

される日系企業の工場（イギリス，2019年） 8地図
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2ユーロトンネルで
の検門（フランス，
2015年）

3ユーロトンネルへ向かう道路の渋
じゅう

滞
たい

（フラン
ス，2015年）　ユーロトンネルではトラックご
と列車に積みこまれ，輸送される。

難民危機が揺るがす統合の理念 ─ イギリスのEU離脱
地球的課題（難民問題）に着目 ➡p.150-151 移民・難民に対する意見の対立が社会を揺るがした事例を学ぼう。

p.151図4も
あわせて確認
してみよう。

　　　　　　　　　　　　イギリスのヨーロッパ連合（EU）
離
り

脱
だつ

は，イギリス（Britain）がEU
を離脱（Exit）することから，ブレグジット（Brexit）とよば
れる。1993年，EUの発

ほっ

足
そく

とともにマーストリヒト条約が
発効し，EU域内の労働力の移動は自由化された。2004年
以降にEUの東方拡大が進むと，英語圏

けん

であり，社会福
ふく

祉
し

が手厚く，所得水準も相対的に高いイギリスをめざす東ヨ
ーロッパからの移民が増加した。2015年には，100万人以
上とされる難民がヨーロッパに流入し，国境検問のない
EU域内を移動する事態が発生した。トラックや電車に隠

かく

れてドーバー海
かい

峡
きょう

を渡り，イギリスに密航しようとする難
民もあとを絶たず，ユーロトンネルを経由する交通 ·物流
は大混乱となった（写真1～3）。
　移民や難民の増大にともなう失業率の上

じょう

昇
しょう

や治安の悪化

移民・難民の流入
と国民投票

p.219

1

p.219

p.220 p.1502

3

に対する懸
け

念
ねん

を背景として，イギリスではEU離脱を求め
る政党が地方議会で人気を集め，国政にも影

えい

響
きょう

をおよぼす
ようになっていった。これを受けて，政権与

よ

党
とう

であった保
守党は，イギリスはEUを離脱すべきか残留すべきかを問
う国民投票を2016年に実

じっ

施
し

することを決めた。
　　　　　　　　　　　　国民投票は72.2％という高い投

票率で，結果は離脱派（51.9％）
が残留派（48.1％）をわずかに上回った。年

ねん

齢
れい

別にみると，
45歳以上では離脱派が過半数であるものの，若年層では残
留派が明らかに優勢である（図5）。この投票結果は，世代に
よる意見の対立があるとき，人口規模が大きく投票率の高
い高

こう

齢
れい

者の意見が通るシルバーデモクラシーの典型である。
　投票者の住む地域や属性による意見の差も大きい。イギ
リスからの独立の動きもある北アイルランドでは残留派が

離脱は国民の総意？

1EU域内における労働力や商品の移動を自由化するとともに，通貨
統合や外交 ·安全保障政策における政治統合もめざした条約。
2イギリスはシェンゲン協定に加盟していないため，EU域内からの
入国でも入国審

しん

査
さ

が必要となる。
3イギリスのドーバーとフランスのカレーを結ぶドーバー海

かい

峡
きょう

の海
底を通る鉄道専用トンネルで，1994年に完成した。
4スコットランドでは，イギリスからの独立の賛

さん

否
ぴ

を問う国民投票
が2014年に実

じっ

施
し

された。投票率は84.6%を記録し，結果は独立支持
が44.7％，独立反対が55.3％であった。

過半数で，2014年に独立の是
ぜ

非
ひ

を問う国民投票が行われ
たスコットランドでは残留派が62％を占めた。また，高
学歴層は残留，低学歴層は離脱と意見がくっきりとわかれ
た。人種・民族による意見の隔

へだ

たりも大きく，ヨーロッパ
系は離脱派が過半数であったのに対し，アフリカ系やアジ
ア系は残留を圧倒的に支持した（図6）。
　イングランドとウェールズでは，全体としては離脱派が
残留派を上回ったが，人口構成が若く高学歴層が集まるイ
ングランド南東部では，残留派が過半数を占

し

めた地区が目
立つ。ロンドンについていえば，高所得層の多いウェスト
エンドでは残留派が圧

あっ

倒
とう

的に多い。このように，ブレグジ
ットに対するイギリス国民の態度は地理とも強く関連し
て，残留と離脱にはっきりわかれていた（図4）。
　　　　　　　　　　　　国民投票の直後，イギリスの通

貨であるポンドの対ドル為
か わ せ

替レ
ートは急落した。投票結果を受けて，イギリス政府は2019
年3月のEU離脱をめざして交

こう

渉
しょう

を開始した。しかし，条件

4

揺らぐEUの理念

面でEUと折り合いがつかず，実際にイギリスがEUを離脱
したのは2020年1月末である。先行きは今なお不透

とう

明
めい

なこ
とから，イギリスを生産拠

きょ

点
てん

としてEU域内に商品を出
しゅっ

荷
か

している日本企
き

業
ぎょう

が工場の操業停止を決める（写真7）など，
グローバル経済を不安定化させる要因にもなっている。
　移民の受け入れや難民の保護は，国際協力を必要とする
地球的課題である。しかし，現実には国による考え方のち
がいが大きく，それがブレグジットを招き，人種・民族の
ちがいをこえた一つのヨーロッパというEUの理念を揺る
がす結果となったのである。
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広げてみよう

国際協力の取り組みを行う主体や内容が理解できたら，国際協力の具体的な活動について調べ，発表してみよう。

6エチオピアの辺境の町に中国の企業が立てた
電波塔

と う

（2009年）　アディスアベバから400km以
上離

は な

れたオロミア州の町。2000年ごろまでは電
気もなく，夜間のみ発電機で電気を供給していた。

3アディスアベバとジブチを結ぶ鉄道（エチオピア，2016年）

5アフリカとおもな
国の輸出入額
【UNCTAD資料】　
アメリカ合衆国が設
けた特

と っ

恵
け い

関税制度に
より，アフリカから
アメリカ合衆国への
石油の輸出額が2000
年代に一時急増した
が，その後の不

ふ

況
きょう

や
シェールオイルの開
発（p.₁₃₁）の影

え い

響
きょう

によ
って2010年代にはア
メリカ合衆国への輸
出額は急減した。一
方，石油をおもな品
目とする中国への輸
出額が2000年代以降
に急増した。
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変わる国際関係と技術協力 ─ 成長するアフリカ
国際協力に着目 ➡p.154-155 持続可能な社会の実現をめざす開発と国際協力について，次の事例から学ぼう。

「国際協力の最
前線」の内容も
ふり返ろう。

　　　　　　　　　　　　アフリカ連合（AU）は，アフリ
カの政治的・経済的統合をめざ

して2002年に発
ほ っ

足
そ く

した地域連合体である。AU本部は，前
身のアフリカ統一機構（OAU）時代に引き続いてエチオピ
アの首都アディスアベバに置かれ，2012年に20階建ての
AU本部ビルが完成した（写真1）。高さ99.9mで，アディ
スアベバで最も高いこのビルは，中

ちゅう

国
ご く

政府の全額負担によ
って，建築資材のほとんどを中国から運んで建設された。
このビルの完成は，緊

き ん

密
み つ

化する今
こ ん

日
に ち

のアフリカと中国の関
係を象

しょう

徴
ちょう

するものである。

ビルの完成から
みえる国際関係

African Union
　　　　　　　　　　　　2000年に中国の主導によって

中国・アフリカ協力フォーラム
がペキン（北京）で開

か い

催
さ い

されて以降，それ以前はごくわずか
だったアフリカに住む中国人が急速に増加した。2000年
以降，少なくとも100万人をこえる中国人がアフリカに移
住した（図2）。エチオピアでは，アディスアベバと隣

り ん

国
ご く

の
ジブチを結ぶ鉄道（写真3）や，全国の幹線道路網

も う

，携
け い

帯
た い

電
話通信網（写真6）が中国政府や企

き

業
ぎょう

の協力のもとに整備さ
れた。町には中国語で書かれた看板などが目立つようにな
り，中国の影

え い

響
きょう

が強まっていることがわかる。

変化するアフリカ
の国際関係

　アフリカ諸国の貿易は，かつては植民地時代（図4）に支
配をしていたフランスやイギリスなどの旧宗

そ う

主
し ゅ

国との結び
付きが強かったが，2000年以降，中国との貿易が急速に
増加した。中国は，貿易だけでなくアフリカへの国際投資
額も突

と っ

出
しゅつ

しており，道路や港
こ う

湾
わ ん

，通信などのインフラ整備
に大きな役割を果たしている。
　アフリカでは，1980年代から90年代にかけて，複数の国・
地域で内戦がおこり，経済が停

て い

滞
た い

したが，2000年代に入
ると一部の国を除いて紛

ふ ん

争
そ う

は一段落した。さらに鉱物資源
の国際価格が上

じょう

昇
しょう

したことなどにより，エネルギー資源や
レアメタルをふくむ豊富な鉱物資源を産出する国々や，大
規模なインフラ建設を進めながら工業化をめざすエチオピ
アなどの人口大国では経済成長が加速した。
　中国は，アフリカの投資需

じ ゅ

要
よ う

に応
こ た

えつつ，アフリカから
資源を輸入する一方で，工業製品の輸出や各国の需要に応
じたインフラ整備を担

に な

うという関係をめざしている。これ

らは中国と世界を結ぶ経済圏
け ん

をつくる「一
い っ

帯
た い

一
い ち

路
ろ

」構想にも
とづくもので，このような動きのなかで，中国はアフリカ
での存在感を増すようになった（図5）。
　　　　　　　　　　　　日本は，アメリカ合衆国やヨー

ロッパ諸国が政府開発援
え ん

助
じ ょ

（ODA）によるアフリカへの援助を後退させつつあった
1993年に，アフリカ開発会議（T

テ ィ カ ッ ド

ICAD）を主導して，当時
停滞していたアフリカの開発のための協力を模

も

索
さ く

した。
TICADは現在でも3年に1度，日本やアフリカ各国で開催
されており，農業開発をふくむ多様な産業・人材の育成や，
医

い

療
りょう

・保健体制を充
じゅう

実
じ つ

させてアフリカの人々の生活の質を
高めること，さらに紛争を終わらせて安定した社会をつく
りあげることなどを柱に，日本とアフリカの協力関係の構
築を進めている。このような関係構築のために，国だけで
はなく民間企業による投資や非政府組織（NGO）の活動が
期待されている。

日本とアフリカの
課題

p.155
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6エチオピアの辺境の町に中国の企業が立てた
電波塔

と う

（2009年）　アディスアベバから400km以
上離

は な

れたオロミア州の町。2000年ごろまでは電
気もなく，夜間のみ発電機で電気を供給していた。

3アディスアベバとジブチを結ぶ鉄道（エチオピア，2016年）

5アフリカとおもな
国の輸出入額
【UNCTAD資料】　
アメリカ合衆国が設
けた特

と っ

恵
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アメリカ合衆国への
石油の輸出額が2000
年代に一時急増した
が，その後の不

ふ

況
きょう

や
シェールオイルの開
発（p.₁₃₁）の影

え い

響
きょう

によ
って2010年代にはア
メリカ合衆国への輸
出額は急減した。一
方，石油をおもな品
目とする中国への輸
出額が2000年代以降
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変わる国際関係と技術協力 ─ 成長するアフリカ
国際協力に着目 ➡p.154-155 持続可能な社会の実現をめざす開発と国際協力について，次の事例から学ぼう。

「国際協力の最
前線」の内容も
ふり返ろう。

　　　　　　　　　　　　アフリカ連合（AU）は，アフリ
カの政治的・経済的統合をめざ

して2002年に発
ほ っ

足
そ く

した地域連合体である。AU本部は，前
身のアフリカ統一機構（OAU）時代に引き続いてエチオピ
アの首都アディスアベバに置かれ，2012年に20階建ての
AU本部ビルが完成した（写真1）。高さ99.9mで，アディ
スアベバで最も高いこのビルは，中

ちゅう

国
ご く

政府の全額負担によ
って，建築資材のほとんどを中国から運んで建設された。
このビルの完成は，緊

き ん

密
み つ

化する今
こ ん

日
に ち

のアフリカと中国の関
係を象

しょう

徴
ちょう

するものである。

ビルの完成から
みえる国際関係

African Union
　　　　　　　　　　　　2000年に中国の主導によって

中国・アフリカ協力フォーラム
がペキン（北京）で開

か い

催
さ い

されて以降，それ以前はごくわずか
だったアフリカに住む中国人が急速に増加した。2000年
以降，少なくとも100万人をこえる中国人がアフリカに移
住した（図2）。エチオピアでは，アディスアベバと隣

り ん

国
ご く

の
ジブチを結ぶ鉄道（写真3）や，全国の幹線道路網

も う

，携
け い

帯
た い

電
話通信網（写真6）が中国政府や企

き

業
ぎょう

の協力のもとに整備さ
れた。町には中国語で書かれた看板などが目立つようにな
り，中国の影

え い

響
きょう

が強まっていることがわかる。

変化するアフリカ
の国際関係

　アフリカ諸国の貿易は，かつては植民地時代（図4）に支
配をしていたフランスやイギリスなどの旧宗

そ う

主
し ゅ

国との結び
付きが強かったが，2000年以降，中国との貿易が急速に
増加した。中国は，貿易だけでなくアフリカへの国際投資
額も突

と っ

出
しゅつ

しており，道路や港
こ う

湾
わ ん

，通信などのインフラ整備
に大きな役割を果たしている。
　アフリカでは，1980年代から90年代にかけて，複数の国・
地域で内戦がおこり，経済が停

て い

滞
た い

したが，2000年代に入
ると一部の国を除いて紛

ふ ん

争
そ う

は一段落した。さらに鉱物資源
の国際価格が上

じょう

昇
しょう

したことなどにより，エネルギー資源や
レアメタルをふくむ豊富な鉱物資源を産出する国々や，大
規模なインフラ建設を進めながら工業化をめざすエチオピ
アなどの人口大国では経済成長が加速した。
　中国は，アフリカの投資需

じ ゅ

要
よ う

に応
こ た

えつつ，アフリカから
資源を輸入する一方で，工業製品の輸出や各国の需要に応
じたインフラ整備を担

に な

うという関係をめざしている。これ

らは中国と世界を結ぶ経済圏
け ん

をつくる「一
い っ

帯
た い

一
い ち

路
ろ

」構想にも
とづくもので，このような動きのなかで，中国はアフリカ
での存在感を増すようになった（図5）。
　　　　　　　　　　　　日本は，アメリカ合衆国やヨー

ロッパ諸国が政府開発援
え ん

助
じ ょ

（ODA）によるアフリカへの援助を後退させつつあった
1993年に，アフリカ開発会議（T

テ ィ カ ッ ド

ICAD）を主導して，当時
停滞していたアフリカの開発のための協力を模

も

索
さ く

した。
TICADは現在でも3年に1度，日本やアフリカ各国で開催
されており，農業開発をふくむ多様な産業・人材の育成や，
医

い

療
りょう

・保健体制を充
じゅう

実
じ つ

させてアフリカの人々の生活の質を
高めること，さらに紛争を終わらせて安定した社会をつく
りあげることなどを柱に，日本とアフリカの協力関係の構
築を進めている。このような関係構築のために，国だけで
はなく民間企業による投資や非政府組織（NGO）の活動が
期待されている。
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変わる国際関係と技術協力 ─ 成長するアフリカ
国際協力に着目 ➡p.154-155 持続可能な社会の実現をめざす開発と国際協力について，次の事例から学ぼう。

「国際協力の最
前線」の内容も
ふり返ろう。

　　　　　　　　　　　　アフリカ連合（AU）は，アフリ
カの政治的・経済的統合をめざ

して2002年に発
ほっ

足
そく

した地域連合体である。AU本部は，前
身のアフリカ統一機構（OAU）時代に引き続いてエチオピ
アの首都アディスアベバに置かれ，2012年に20階建ての
AU本部ビルが完成した（写真1）。高さ99.9mで，アディ
スアベバで最も高いこのビルは，中

ちゅう

国
ごく

政府の全額負担によ
って，建築資材のほとんどを中国から運んで建設された。
このビルの完成は，緊

きん

密
みつ

化する今
こん

日
にち

のアフリカと中国の関
係を象

しょう

徴
ちょう

するものである。

ビルの完成から
みえる国際関係

African Union
　　　　　　　　　　　　2000年に中国の主導によって

中国・アフリカ協力フォーラム
がペキン（北京）で開

かい

催
さい

されて以降，それ以前はごくわずか
だったアフリカに住む中国人が急速に増加した。2000年
以降，少なくとも100万人をこえる中国人がアフリカに移
住した（図2）。エチオピアでは，アディスアベバと隣

りん

国
ごく

の
ジブチを結ぶ鉄道（写真3）や，全国の幹線道路網

もう

，携
けい

帯
たい

電
話通信網（写真6）が中国政府や企

き

業
ぎょう

の協力のもとに整備さ
れた。町には中国語で書かれた看板などが目立つようにな
り，中国の影

えい

響
きょう

が強まっていることがわかる。

変化するアフリカ
の国際関係

　アフリカ諸国の貿易は，かつては植民地時代（図4）に支
配をしていたフランスやイギリスなどの旧宗

そう

主
しゅ

国との結び
付きが強かったが，2000年以降，中国との貿易が急速に
増加した。中国は，貿易だけでなくアフリカへの国際投資
額も突

とっ

出
しゅつ

しており，道路や港
こう

湾
わん

，通信などのインフラ整備
に大きな役割を果たしている。
　アフリカでは，1980年代から90年代にかけて，複数の国・
地域で内戦がおこり，経済が停

てい

滞
たい

したが，2000年代に入
ると一部の国を除いて紛

ふん

争
そう

は一段落した。さらに鉱物資源
の国際価格が上

じょう

昇
しょう

したことなどにより，エネルギー資源や
レアメタルをふくむ豊富な鉱物資源を産出する国々や，大
規模なインフラ建設を進めながら工業化をめざすエチオピ
アなどの人口大国では経済成長が加速した。
　中国は，アフリカの投資需

じゅ

要
よう

に応
こた

えつつ，アフリカから
資源を輸入する一方で，工業製品の輸出や各国の需要に応
じたインフラ整備を担

にな

うという関係をめざしている。これ

らは中国と世界を結ぶ経済圏
けん

をつくる「一
いっ

帯
たい

一
いち

路
ろ

」構想にも
とづくもので，このような動きのなかで，中国はアフリカ
での存在感を増すようになった（図5）。
　　　　　　　　　　　　日本は，アメリカ合衆国やヨー

ロッパ諸国が政府開発援
えん

助
じょ

（ODA）によるアフリカへの援助を後退させつつあった
1993年に，アフリカ開発会議（T

テ ィ カ ッ ド

ICAD）を主導して，当時
停滞していたアフリカの開発のための協力を模

も

索
さく

した。
TICADは現在でも3年に1度，日本やアフリカ各国で開催
されており，農業開発をふくむ多様な産業・人材の育成や，
医
い

療
りょう

・保健体制を充
じゅう

実
じつ

させてアフリカの人々の生活の質を
高めること，さらに紛争を終わらせて安定した社会をつく
りあげることなどを柱に，日本とアフリカの協力関係の構
築を進めている。このような関係構築のために，国だけで
はなく民間企業による投資や非政府組織（NGO）の活動が
期待されている。
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ごく

の
ジブチを結ぶ鉄道（写真3）や，全国の幹線道路網

もう

，携
けい

帯
たい

電
話通信網（写真6）が中国政府や企

き

業
ぎょう

の協力のもとに整備さ
れた。町には中国語で書かれた看板などが目立つようにな
り，中国の影

えい

響
きょう

が強まっていることがわかる。

変化するアフリカ
の国際関係

　アフリカ諸国の貿易は，かつては植民地時代（図4）に支
配をしていたフランスやイギリスなどの旧宗

そう

主
しゅ

国との結び
付きが強かったが，2000年以降，中国との貿易が急速に
増加した。中国は，貿易だけでなくアフリカへの国際投資
額も突

とっ

出
しゅつ

しており，道路や港
こう

湾
わん

，通信などのインフラ整備
に大きな役割を果たしている。
　アフリカでは，1980年代から90年代にかけて，複数の国・
地域で内戦がおこり，経済が停

てい

滞
たい

したが，2000年代に入
ると一部の国を除いて紛

ふん

争
そう

は一段落した。さらに鉱物資源
の国際価格が上

じょう

昇
しょう

したことなどにより，エネルギー資源や
レアメタルをふくむ豊富な鉱物資源を産出する国々や，大
規模なインフラ建設を進めながら工業化をめざすエチオピ
アなどの人口大国では経済成長が加速した。
　中国は，アフリカの投資需

じゅ

要
よう

に応
こた

えつつ，アフリカから
資源を輸入する一方で，工業製品の輸出や各国の需要に応
じたインフラ整備を担

にな

うという関係をめざしている。これ

らは中国と世界を結ぶ経済圏
けん

をつくる「一
いっ

帯
たい

一
いち

路
ろ

」構想にも
とづくもので，このような動きのなかで，中国はアフリカ
での存在感を増すようになった（図5）。
　　　　　　　　　　　　日本は，アメリカ合衆国やヨー

ロッパ諸国が政府開発援
えん

助
じょ

（ODA）によるアフリカへの援助を後退させつつあった
1993年に，アフリカ開発会議（T

テ ィ カ ッ ド

ICAD）を主導して，当時
停滞していたアフリカの開発のための協力を模

も

索
さく

した。
TICADは現在でも3年に1度，日本やアフリカ各国で開催
されており，農業開発をふくむ多様な産業・人材の育成や，
医
い

療
りょう

・保健体制を充
じゅう

実
じつ

させてアフリカの人々の生活の質を
高めること，さらに紛争を終わらせて安定した社会をつく
りあげることなどを柱に，日本とアフリカの協力関係の構
築を進めている。このような関係構築のために，国だけで
はなく民間企業による投資や非政府組織（NGO）の活動が
期待されている。

日本とアフリカの
課題

p.155

Tokyo International Conference on African Development

p.155
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222222 第２章　生活圏の調査と地域の展望

5

5

調査結果を口頭で発表するために原稿をつくるとき，1分あたりの字数
は一般的に何字くらいが適切だろうか。［60字，300字，600字］

地域のこれからを，
皆で考えていくために。

まとめと発表
50

身近な地域の課題はなぜ発生し，どのように解決すべきなのだろ
うか。また，今後どのような社会をめざすべきだろうか。

調査した結果を地図化したり，グラフ化したりすること
はどのような意味をもつのか述べてみよう。

調査結果の内容を整理して，ポスターや報告書などにまとめ
ることができるように内容構成案を考えてみよう。チェックA チェックB

●分析（仮説の検証）
　市は，市民の防災意識を高めるための取り
組みを行っていたが，避

ひ

難
なん

経路が不明確であ
るという課題も見つかった。市民は居住年数
によって防災意識に差がみられ，居住年数が
短いほど，防災対策がなされていない場合が
多かった。
●結論
　市街地における防災対策は，かつて甚

じん

大
だい

な
水害を経験していることもあり，かなり綿密
になされていることがわかった。自主防災組
織の活動がさかんな町内では，住民の多くが
長く住んでおり，防災意識が高く，家屋の建
て方にも工

く

夫
ふう

が施
ほどこ

されていた。
●今後の課題
　居住年数の短い住民の防災意識向上のため
の市の取り組みや，台地状の地形が大半を占
める市の東部における災害対策を明らかにし
たい。

　人口や農業生産額などの統計資料
は表に整理して示すこともできるが，
数値の大小や増減などの傾

けい

向
こう

は，グ
ラフで示したほうが相手に視覚的に
伝えやすい。グラフをつくる際には，
統計の種類や伝えたい内容によって
使用するグラフの種類を選ぶ必要が
ある。
　例えば，時間の経過にともなう数
値の変化を示すときには，折

お

れ線グ
ラフがわかりやすい。また，全体に占
める割合を示すときには円グラフが
多く使われるが，割合の移り変わり
を確認したり，ほかの地域と比

ひ

較
かく

した
りする場合には帯グラフを使うとよ
い。また，どのグラフでも数値の単位
や，使用した統計の名

めい

称
しょう

や年次など
を明記しておくことが求められる。

グラフを作成しよう23

　地域調査の結果を多くの人の前で発表す
るときには，プレゼンテーションソフトを
使ってスライドを作成すると，効果的に内
容を伝えることができる。プロジェクター
などで画面を大きく投

とう

影
えい

すると，写真やグ
ラフ，映像などを使って聞き手とイメージ
を共有しやすい。ただし，スライドを作成
する際には，右の図1にまとめたような点
に注意しよう。また，口頭発表では，聞き
手がそのテーマについて知っていることや，
発表時間などにあわせて，発表の内容や情
報の量をかえる必要がある。
　プレゼンテーションソフトでは，アニメ
ーションの機能を使って視覚的にわかりや
すい発表にすることも可能である。例えば，
地域の新旧の様子を地図やグラフで示すと
きには，古いものを先に表示しておき，そ
のあとに新しいものを出して比べることも
できる。
　パソコンやプロジェクターなどの機材の
不具合などでスライドを投影できない可能
性もある。発表前に，使用する機材をテス
トする機会をつくるとよい。また，スライ
ドを印刷した配布用のプリントを作成して
おくと，スライドの代用になるほか，聞き
手が発表内容をあとから確認できる。

プレゼンテーションソフトを活用しよう22

　調査結果を地図にまとめ
ると，グラフや表だけでは
わからなかった分布や地域
間の結び付きを示すことが
できる。白地図を印刷して
手書きで情報を加えた地図
でも，GISを活用した地図で
も，凡例や縮尺をわかりや
すく示し，適切な種類・表
現を選ぶことを意識しよう。

地図を作成しよう24

5MANDARA
（p.₃₁）を使って
作成した地図
の例

6口頭発表の様子

A班の調査例

1プレゼンテーションソフトを使うときの注意点

①伝えたいことを先に明確にしてスライド
をつくる。

③スライド1枚にはできるだけ一つのテー
マにしぼり，スライド1枚あたりにかける
時間は2分～3分ほどにする。

②スライドを小さな文字で埋
う

め尽
つ

くさな
い。

④文字・スライドの色をつけすぎて重要な
点が伝わりにくくならないように注意す
る。

2アニメーションをつけたスライドの例

4グラフの種類

7ポスター形式での発表の例

・川沿いの海抜高度は 5ｍ以下。
・河川の蛇行が激しい。
・川沿いは水没の危険性
   がある。
・中小河川が縦横に流れる。

調査から見えてきたこと

調査から見えてきたこと

松戸市市街地の洪水対策 ○○高等学校１年　A 班

キーワード：松戸市、市街地、地形、水害、洪水対策

研究方法
● 松戸市の地理的特性について、文献やインターネットを用いて調査を行う。
　→『松戸市史』、『市勢要覧』、松戸市ホームページ
● 市街地の洪水対策の現状について、聞き取り調査を行う。
　→市役所職員、納屋川岸自治会所属住民を対象

研究目的
● 松戸市の市街地の地形の特徴と水害発生との関係について明らかにする。
● 水害の危険性の高い場所においてどのような対策がなされているのかを明らかにする。

・避難指示の徹底などを図ることで市民の防災意識を高めるための取り組みを行って
いた。
・古くからこの地区に住んでいる住民は、日ごろから互いに助け合う関係を築いている。

・自治体では、人々の防災意識を高める
ための様々な取り組みを行っていた。
・共助の意識が高い住民は、対策を取っ
ていた。
・ハザードマップの避難経路が不明確で、
また、災害対策がなされていない家庭
も散見された。

・低地帯で、洪水が起こり
やすい。

・人工堤防以外の洪水対策
が不明である。

・避難経路が不明である。

●市街地における災害対策は、かつて甚大な水害を経験している 
こともあり、かなり綿密になされていた。

●自治会活動が盛んな町内では、防災意識も高く、協力関係が構
築されていた。

居住年数の短い住民の防災意識向上へ向けて
の市の取り組みや、台地状の地形が大半を占
める市東部における災害対策について、明ら
かにする。

調査の手順

★文献調査の場合 ★聞き取り調査の場合

結論 ★ 今後の課題

3主張を整理するトゥールミン図式を使用した例
主張（結論），事実（データ），主張を支える理由（理由
付け）などの要素に分けて整理できる図式である。

1965年

2016年

1985年

0 20 40 60 80 100％

20代以下
45.4％

30代
45.0

30.0 47.3 15.7

7.0

14.5 35.9 29.7 19.8

40代 7.8

50代以上 1.8

●数や量を比べるとき（棒グラフ）

● 変化をあらわすとき（棒グラフ，面グ
ラフ，折れ線グラフ，帯グラフなど）

気象庁による
警報の発表
【気象庁資料】

消防団員の年代別構成比の移り変わり
【防災白書】

800
回

400

200

0

600

大雨 洪水 暴風

［2015年度］
739

528

195

事実
中心市街地に人が集
まらなくなっている。

主張
バスなどの公共交通
を充実させる。

主張を
支える理由

郊
こう
外
がい
に住む交通弱者も中心市街地

に出かけやすいまちにしたい。

裏付け 郊外で少子高
こう
齢
れい
化が進んでいる。

自分の考えを示す。主張のもとになる。 　　　　　　　　　　　　　調査で得た情報や観察結果の記録を

もとに考察するためには，項目ごと

に整理して図表などにまとめる必要がある。特に，グラフを作成

したり，地図を作成したりすると課題がとらえやすくなる。

　図表などを用いて調査結果を分析するときには，「どのように分

布しているか」「どのような課題が読み取れるか」「課題が発生する

にいたった背景とは何か」といった視点で考察することで，地理的

諸事象がたがいに関連し合うことに気づくことができ，課題解決

地域調査のまとめ

への手がかりを得ることが可能となる。

　　　　　　　　　　　　　調査の結果は，文化祭などを利用し

て地域の人々に発表するとよい。そ

の際，口頭での発表，ポスターのいずれかの形式でまとめる。また，

報告書の作成もあわせて行い，調査に協力してくれた人に礼状を

書いて送付する。この調査を機会に，身近な地域の活動に積極的

にかかわり，自分と社会との接点を見いだすことで，社会参画を

実現してほしい。それとともに，持続可能な社会をつくる担
に な

い手

としての能力を育
はぐく

んでほしい。

調査結果の発表

1

1社会をよりよいものにするための計画に参加する
こと。社会参加と比

ひ

較
かく

して，より積極的な活動をあら
わす。
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5

10

15

20

5

10

15

節

プレートは1年に4〜8cmくらい動くといわれていて，それは爪が伸び
るくらいの速度なんだよ。

日
本
の
自
然
環
境
の
特
色

1

火山や，流れの速い川。
日本は動き続けている。

日本の地形はどのような特徴をもってんるのだろうな。

日本の地形の特色
38

糸魚川-静岡構造線を西
せ い

縁
え ん

とする大地溝帯を何というか，
カタカナ₇字で答えなさい。

日本の河川の特徴を，「距離」と「勾配」という用語を使って説
明しなさい。チェックA チェックB

2日本の地体構造とプレートの境界1日本列島とその周辺のコンピュータ画像

千
ち 島
ち　 ・

カム
チャ
ツカ

海溝日に

本に
　海

溝

伊い

豆い

・
小お

笠お
　

原お
　

海
溝

南
なん 海

なん トラフ

琉り
ゅ
う球り
ゅ
う海

溝

︵
南
西
諸
島
海
溝
︶

4山脈や河
か

川
せ ん

などの分布【『日本の自然』ほか】

9岩石海岸（上：鳥
と っ

取
と り

県・浦
う ら

富
ど め

海
か い

岸
が ん

，2019年）と砂
す な

浜
は ま

海
岸（下：千

ち

葉
ば

県・九
く

十
じゅう

九
く

里
り

浜
は ま

，2019年）

３7国立競技場上空なら見た関
か ん

東
と う

平野（2020年）　左奥
お く

には雪に
おおわれた富

ふ

士
じ

山
さ ん

が写っている。

１5日本海側なら見たフォ
ッサマグナの周辺（衛星画像
を三次元に処理ちたもの）
読み取ろう  糸

い と

魚
い

川
が わ

-静
し ず

岡
お か

構
造線をなぞってみよう。

１6紀
き

伊
い

水道なら見た四
し

国
こ く

（衛星画像を三次元に処理ちた
もの）　四国の吉

よ し

野
の

川
が わ

の谷に沿って四国を横断する中央構造
線が見てとれる。

8おもな河川の勾
こ う

配
ば い

【国土交通省資料】

0 400km

相模トラフ
さ　がみ

南海
トラ
フ

なん
　か
い

北アメリカプレート

太平洋プレート

フィリピン海プレート

ユーラシアプレート

日
本
海
溝

に

　
ほ
ん

千
島・カ

ム
チ
ャ
ツ
カ
海
溝

ち  

し
ま

伊
豆・小
笠
原
海
溝

い

　

 

ず

お   

が
さ  
わ
ら

琉
球
海
溝

り
ゅ
う
き
ゅ
う

（
南
西
諸
島
海
溝
）

　おもな火山
　火山フロント
　プレートの境界
　海溝・トラフ

糸魚川　 静岡
構造線

いと　い　がわ しず　おか

フォッサマグナ
中央構造線

内帯内帯

外帯外帯

出羽山地
奥羽山脈

赤石山脈
木曽山脈

越後山脈

中国山地

筑紫山地 関東山地

北上高地

紀伊山地

飛驒山脈

日 本 海
太
平
洋

に　   ほん　かい

で　わ

おう  う

えち ご

かんとう

きたかみ

つく し

あかいし

き　そ

ちゅうごく

き   い

し  こく
四国山地

ひ　だ

おもな山脈
平地（平野や盆地）

400km0

濃尾平野
のう び宮崎平野

みやざき

九州山地
きゅうしゅう

荒川
あらかわ

庄内平野
しょうない

信濃川
しな の がわ

吉野川
よし の がわ

石狩平野 根釧台地

十勝平野

いしかり

ぼん ち

こんせん

 と かち

石狩川
いしかりがわ

関東平野
かんとう
阿武隈川

利根川

あ　ぶ くま がわ

と　ね がわ

国土面積
37.8万km2

20 40 60 80 1000 ％

山地，丘陵 72.8% 13.8
台地低地

その他 2.4
11.0

3日本の地形の割合【『日本統計年鑑平成29
年』ほか】

1000
m

400

600

800

200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400km
河口からの距離

きょ り

標

　高

常願寺川

木曽川

信濃川

利根川
と ね

き そ

じょうがん じ

しな の

ローヌ川
セーヌ川

コロラド川

メコン川
アマゾン川 ナイル川

　　　　　　　　　　　　　日本列島は，ユーラシアプレートと北

アメリカプレートの下に太平洋プレ

ートとフィリピン海プレートが沈
し ず

みこむ変動帯に位置している。沈

みこむプレートが日本列島を圧縮する力によって，プレートの境界

やプレート内部において地
じ

震
し ん

が発生する。また，この力は長い時間

をかけて日本列島に山地や山脈を形成した。プレートが沈みこみ，

一定の深さになるとマグマが発生し，上
じょう

昇
しょう

したマグマによって日本

列島に火山が発達した。日本列島を縦
じゅう

断
だ ん

するように海
か い

溝
こ う

に並行して

のびる火山列を火山フロント（火山前線）とよぶ。

　　　　　　　　　　　　　日本の陸地の約4分の3は山地や丘
きゅう

陵
りょう

地である。多くの人々が暮らす平野や

盆
ぼ ん

地
ち

などの平
へ い

坦
た ん

な土地（平地）の割合は少ない。これらの山地や平地

の分布の特
と く

徴
ちょう

は，二つの大きな断層（構造線）によって，西
せ い

南
な ん

日本の

内
な い

帯
た い

，西南日本の外
が い

帯
た い

，東
と う

北
ほ く

日本の三つにわけることができる。中

央構造線の北側にある西南日本の内帯にはなだらかな地形が広がる

一方，南側の西南日本の外帯にはけわしい山地が発達している。糸
い と

魚
い

川
が わ

―静
し ず

岡
お か

構造線の東にはフォッサマグナ（大
だ い

地
ち

溝
こ う

帯
た い

）が広がり，そ

変動帯に位置する
日本列島

1

p.75

2

p.75・181

p.219

2

2

日本列島の地形 3

1

2

の南
な ん

端
た ん

には日本の最
さ い

高
こ う

峰
ほ う

である活火山の富
ふ

士
じ

山
さ ん

がそびえる。フォッ

サマグナの東側に位置する東北日本は，多くの山地や火山，そのふ

もとに広がる平野や盆
ぼ ん

地
ち

の連なりからなる。

　海底地形に注目すると，日本の周辺の大
た い

陸
り く

棚
だ な

はせまく，東北日本

の東には最大深度約9600mに達する千
ち

島
し ま

・カムチャツカ海溝と，日

本海溝がある。また，西南日本の南には南
な ん

海
か い

トラフと琉
りゅう

球
きゅう

海溝（南

西諸島海溝）が存在する。これらの海溝やトラフ付近はいずれもプ

レート境界地震（海溝型地震）の発
は っ

生
せ い

域
い き

である。

　　　　　　　　　　　　　日本の河
か

川
せ ん

は，水源から海までの距
き ょ

離
り

が短く，その高低差が大きいため，勾
こ う

配
ば い

が急である。降水量も多いため，河川による山地の侵
し ん

食
しょく

は激しく，

急
きゅう

峻
しゅん

なV字谷が発達する。山地から河川によって運ばれた大量の土
ど

砂
し ゃ

は，下流で堆
た い

積
せ き

して平野を形成し，人々が農地を耕し都市を発達

させる場所を提供している。

　日本の海岸は多様であり，切り立った岩石海岸がある一方，砂
す な

浜
は ま

海岸も広く発達する。リアス海岸のように入り組んだ地形も一部に

みられる。このような多様な海岸は，養
よ う

殖
しょく

や栽
さ い

培
ば い

漁
ぎ ょ

業
ぎょう

のほか，沿岸

漁業などの日本の多様な漁業を支える自然的条件となっている。現

在では，日本の海岸の多くは護
ご

岸
が ん

や港
こ う

湾
わ ん

構
こ う

築
ち く

などの人工的な改変を

受けている。

4
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p.180

日本の河川と海岸
8

p.219

p.70

9

p.72

p.73

3トラフ（海
かい

盆
ぼん

）とは一般に水深が6000m以
い

浅
せん

（以下）
の海底盆地をさし，6000mよりも深い溝

みぞ

状
じょう

の谷を海
かい

溝
こう

とよぶ。

1プレートの沈
しず

みこみや衝
しょう

突
とつ

によって地
ち

殻
かく

が破
は

壊
かい

され，壊
こわ

れてずれる境界を断層という。
大規模な断層群を構造線とよぶ。
2フォッサマグナは，ラテン語で「大きな溝

みぞ

」
を意味する。

 

復
習

 
復
習

 
復
習

 
復
習

内帯

外帯西南日本

東北日本

関
か ん

東
と う

平野

富
ふ

士
じ

山
さ ん

糸
い と

魚
い

川
が わ

静
し ず

岡
お か

地理総合_3編_176-193.indd   176-177 2022/09/07   11:05

111111 第１章　自然環境と防災
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節

プレートは1年に4～8cmくらい動くといわれていて，それは爪が伸び
るくらいの速度なんだよ。

日
本
の
自
然
環
境
の
特
色

1

火山や，流れの速い川。
日本は動き続けている。

日本の地形はどのような特徴をもっているのだろうか。

日本の地形の特色
38

糸魚川-静岡構造線を西
せ い

縁
え ん

とする大地溝帯を何というか，
カタカナ₇字で答えなさい。

日本の河川の特徴を，「距離」と「勾配」という用語を使って説
明しなさい。チェックA チェックB

2日本の地体構造とプレートの境界1日本列島とその周辺のコンピュータ画像

千
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チャ
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ゅ
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南
西
諸
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溝
）

4山脈や河
か

川
せ ん

などの分布【『日本の自然』ほか】
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と っ

取
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県・浦
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富
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海
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岸
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，2019年）と砂
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海
岸（下：千
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葉
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県・九
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九
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東
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士
じ

山
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構
造線をなぞってみよう。

１6紀
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し

国
こ く
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，西南日本の外
が い

帯
た い

，東
と う

北
ほ く

日本の三つにわけることができる。中
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である。
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積
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す な

浜
は ま
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漁業などの日本の多様な漁業を支える自然的条件となっている。現

在では，日本の海岸の多くは護
ご

岸
が ん

や港
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湾
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構
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築
ち く

などの人工的な改変を

受けている。
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222222 第２章　生活圏の調査と地域の展望

5

5

調査結果を口頭で発表するために原稿をつくるとき，1分あたりの字数
は一般的に何字くらいが適切だろうか。［60字，300字，600字］

地域のこれからを，
皆で考えていくために。

まとめと発表
50

身近な地域の課題はなぜ発生し，どのように解決すべきなのだろ
うか。また，今後どのような社会をめざすべきだろうか。

調査した結果を地図化したり，グラフ化したりすること
はどのような意味をもつのか述べてみよう。

調査結果の内容を整理して，ポスターや報告書などにまとめ
ることができるように内容構成案を考えてみよう。チェックA チェックB

●分析（仮説の検証）
　市は，市民の防災意識を高めるための取り
組みを行っていたが，避

ひ

難
なん

経路が不明確であ
るという課題も見つかった。市民は居住年数
によって防災意識に差がみられ，居住年数が
短いほど，防災対策がなされていない場合が
多かった。
●結論
　市街地における防災対策は，かつて甚

じん

大
だい

な
水害を経験していることもあり，かなり綿密
になされていることがわかった。自主防災組
織の活動がさかんな町内では，住民の多くが
長く住んでおり，防災意識が高く，家屋の建
て方にも工

く

夫
ふう

が施
ほどこ

されていた。
●今後の課題
　居住年数の短い住民の防災意識向上のため
の市の取り組みや，台地状の地形が大半を占
める市の東部における災害対策を明らかにし
たい。

　人口や農業生産額などの統計資料
は表に整理して示すこともできるが，
数値の大小や増減などの傾

けい

向
こう

は，グ
ラフで示したほうが相手に視覚的に
伝えやすい。グラフをつくる際には，
統計の種類や伝えたい内容によって
使用するグラフの種類を選ぶ必要が
ある。
　例えば，時間の経過にともなう数
値の変化を示すときには，折

お

れ線グ
ラフがわかりやすい。また，全体に占
める割合を示すときには円グラフが
多く使われるが，割合の移り変わり
を確認したり，ほかの地域と比

ひ

較
かく

した
りする場合には帯グラフを使うとよ
い。また，どのグラフでも数値の単位
や，使用した統計の名

めい

称
しょう

や年次など
を明記しておくことが求められる。

グラフを作成しよう23

　地域調査の結果を多くの人の前で発表す
るときには，プレゼンテーションソフトを
使ってスライドを作成すると，効果的に内
容を伝えることができる。プロジェクター
などで画面を大きく投

とう

影
えい

すると，写真やグ
ラフ，映像などを使って聞き手とイメージ
を共有しやすい。ただし，スライドを作成
する際には，右の図1にまとめたような点
に注意しよう。また，口頭発表では，聞き
手がそのテーマについて知っていることや，
発表時間などにあわせて，発表の内容や情
報の量をかえる必要がある。
　プレゼンテーションソフトでは，アニメ
ーションの機能を使って視覚的にわかりや
すい発表にすることも可能である。例えば，
地域の新旧の様子を地図やグラフで示すと
きには，古いものを先に表示しておき，そ
のあとに新しいものを出して比べることも
できる。
　パソコンやプロジェクターなどの機材の
不具合などでスライドを投影できない可能
性もある。発表前に，使用する機材をテス
トする機会をつくるとよい。また，スライ
ドを印刷した配布用のプリントを作成して
おくと，スライドの代用になるほか，聞き
手が発表内容をあとから確認できる。

プレゼンテーションソフトを活用しよう22

　調査結果を地図にまとめ
ると，グラフや表だけでは
わからなかった分布や地域
間の結び付きを示すことが
できる。白地図を印刷して
手書きで情報を加えた地図
でも，GISを活用した地図で
も，凡例や縮尺をわかりや
すく示し，適切な種類・表
現を選ぶことを意識しよう。

地図を作成しよう24

5MANDARA
（p.₃₁）を使って
作成した地図
の例

6口頭発表の様子

A班の調査例

1プレゼンテーションソフトを使うときの注意点

①伝えたいことを先に明確にしてスライド
をつくる。

③スライド1枚にはできるだけ一つのテー
マにしぼり，スライド1枚あたりにかける
時間は2分～3分ほどにする。

②スライドを小さな文字で埋
う

め尽
つ

くさな
い。

④文字・スライドの色をつけすぎて重要な
点が伝わりにくくならないように注意す
る。

2アニメーションをつけたスライドの例

4グラフの種類

7ポスター形式での発表の例

・川沿いの海抜高度は 5ｍ以下。
・河川の蛇行が激しい。
・川沿いは水没の危険性
   がある。
・中小河川が縦横に流れる。

調査から見えてきたこと

調査から見えてきたこと

松戸市市街地の洪水対策 ○○高等学校１年　A班

キーワード：松戸市、市街地、地形、水害、洪水対策

研究方法
● 松戸市の地理的特性について、文献やインターネットを用いて調査を行う。
　→『松戸市史』、『市勢要覧』、松戸市ホームページ
● 市街地の洪水対策の現状について、聞き取り調査を行う。
　→市役所職員、納屋川岸自治会所属住民を対象

研究目的
● 松戸市の市街地の地形の特徴と水害発生との関係について明らかにする。
● 水害の危険性の高い場所においてどのような対策がなされているのかを明らかにする。

・避難指示の徹底などを図ることで市民の防災意識を高めるための取り組みを行って
いた。
・古くからこの地区に住んでいる住民は、日ごろから互いに助け合う関係を築いている。

・自治体では、人々の防災意識を高める
ための様々な取り組みを行っていた。
・共助の意識が高い住民は、対策を取っ
ていた。
・ハザードマップの避難経路が不明確で、
また、災害対策がなされていない家庭
も散見された。

・低地帯で、洪水が起こり
やすい。

・人工堤防以外の洪水対策
が不明である。

・避難経路が不明である。

●市街地における災害対策は、かつて甚大な水害を経験している 
こともあり、かなり綿密になされていた。

●自治会活動が盛んな町内では、防災意識も高く、協力関係が構
築されていた。

居住年数の短い住民の防災意識向上へ向けて
の市の取り組みや、台地状の地形が大半を占
める市東部における災害対策について、明ら
かにする。

研究目的
● 松戸市の市街地の地形の特徴と水害発生との関係について明らかにする。
● 水害の危険性の高い場所においてどのような対策がなされているのかを明らかにする。

調査の手順
★文献調査の場合 ★聞き取り調査の場合

結論 ★ 今後の課題

3主張を整理するトゥールミン図式を使用した例
主張（結論），事実（データ），主張を支える理由（理由
付け）などの要素に分けて整理できる図式である。

1965年

2016年

1985年

0 20 40 60 80 100％

20代以下
45.4％

30代
45.0

30.0 47.3 15.7

7.0

14.5 35.9 29.7 19.8

40代 7.8

50代以上 1.8

●数や量を比べるとき（棒グラフ）

● 変化をあらわすとき（棒グラフ，面グ
ラフ，折れ線グラフ，帯グラフなど）

気象庁による
警報の発表
【気象庁資料】

消防団員の年代別構成比の移り変わり
【防災白書】

800
回

400

200

0

600

大雨 洪水 暴風

［2015年度］
739

528

195

事実
中心市街地に人が集
まらなくなっている。

主張
バスなどの公共交通
を充実させる。

主張を
支える理由

郊
こう
外
がい
に住む交通弱者も中心市街地

に出かけやすいまちにしたい。

裏付け 郊外で少子高
こう
齢
れい
化が進んでいる。

自分の考えを示す。主張のもとになる。 　　　　　　　　　　　　　調査で得た情報や観察結果の記録を

もとに考察するためには，項目ごと

に整理して図表などにまとめる必要がある。特に，グラフを作成

したり，地図を作成したりすると課題がとらえやすくなる。

　図表などを用いて調査結果を分析するときには，「どのように分

布しているか」「どのような課題が読み取れるか」「課題が発生する

にいたった背景とは何か」といった視点で考察することで，地理的

諸事象がたがいに関連し合うことに気づくことができ，課題解決

地域調査のまとめ

への手がかりを得ることが可能となる。

　　　　　　　　　　　　　調査の結果は，文化祭などを利用し

て地域の人々に発表するとよい。そ

の際，口頭での発表，ポスターのいずれかの形式でまとめる。また，

報告書の作成もあわせて行い，調査に協力してくれた人に礼状を

書いて送付する。この調査を機会に，身近な地域の活動に積極的

にかかわり，自分と社会との接点を見いだすことで，社会参画を

実現してほしい。それとともに，持続可能な社会をつくる担
にな

い手

としての能力を育
はぐく

んでほしい。

調査結果の発表

1

1社会をよりよいものにするための計画に参加する
こと。社会参加と比

ひ

較
かく

して，より積極的な活動をあら
わす。
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計

地球の表面積

陸地：1億4724万km2

海洋：3億6282万km2

人口密度
59.3人/km2

世界の人口
1944年では， ソビエト連邦はヨーロッパに
含めた。2021年では，ソ連を構成していた
バルト三国とロシア， ウクライナ， ベラルー
シ， モルドバの４か国をヨーロッパに含め， 
そのほかはアジアに含めた。
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