
第１問 地理的技能とその活用，および日本の自然災害に関する次の問い（問１～

６）に答えよ。（配点 ２０）

問 １ 次の表１は，東京からバンコクとドバイに向かう直行便について，ある年の

!月のフライトスケジュール＊と所要時間を示したものである。また，後の

表２は，各都市のグリニッジ標準時（GMT）との時差を示したものである。

表１中のアに当てはまる所要時間と，表２中のイに当てはまるグリニッジ標準

時との時差との正しい組合せを，後の"～#のうちから一つ選べ。 １
＊時刻はすべて現地時間で示した。

表 １

フライトスケジュール 所要時間

東京発１１時４５分 → バンコク着１７時０５分 ア

東京発２２時３０分 → ドバイ着$時３０分（翌日） １２時間００分

航空会社のウェブサイトにより作成。

表 ２

都 市 グリニッジ標準時との時差

東 京 ＋%時間

バンコク ＋&時間

ドバイ イ

" ' ( #

ア )時間２０分 )時間２０分 &時間２０分 &時間２０分

イ ＋)時間 ＋*時間 ＋)時間 ＋*時間

地 理 Ａ
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問 ２ 次の図１中のａ・ｂとｘ・ｙは，ある県の市町村別の人口増加率について，

階級の数や濃淡・パターン，階級を区分する値を変えて描いた階級区分図であ

る。階級区分図の注意点に関する会話文中の空欄カとキに当てはまる記号の組

合せとして最も適当なものを，後の!～"のうちから一つ選べ。 ２

6　％以上
0～6　％

－　6～0　％
－　6　％未満

ａ ｂ

ｘ ｙ

20　km 0 20　km 0

6　％以上
0～6　％

－　6～0　％
－　6　％未満

5　％以上
0～5　％
0　％未満

20　km 0 20　km 0

2　％以上
－　4～2　％
－　4　％未満

統計年次は２０１０～２０１５年。国勢調査などにより作成。

図 １

先 生 「ａとｂを比べると，階級数や階級を区分する値は同じでも異なった印象

の地図になりますね」

イヅミ 「値の大小の順序と濃淡の順序が一致し，直感的に人口増加率の大小を把

握しやすいのは（ カ ）だと思います」

先 生 「そうですね。では次に，ｘとｙを比べてみましょう」

イヅミ 「階級を区分する値が異なり，読み取れる地域差も違います。人口が増え

たか減ったかを確認するには，（ キ ）が適していると思います」

! # $ "

カ ａ ａ ｂ ｂ

キ ｘ ｙ ｘ ｙ
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問 ３ 次の図２は，ある地域の地形を表現したものである。また，後の図３中の

サ～スは，図２中のＡ～Ｃのいずれかの範囲について，各範囲内の黒丸印で示

した地点から見える領域と見えない領域を示したものである。Ａ～Ｃとサ～ス

との正しい組合せを，後の!～"のうちから一つ選べ。 ３

0 500　m

Ａ
B

C

等高線の間隔は３０m。色の濃い部分ほど標高が高い。
基盤地図情報により作成。

図 ２

黒丸印(●)から
見える領域
見えない領域

サ シ ス

図 ３

! # $ % & "

Ａ サ サ シ シ ス ス

Ｂ シ ス サ ス サ シ

Ｃ ス シ ス サ シ サ

地理Ａ
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問 ４ 次の図４は，いくつかの自然災害について，自治体別のハザードマップ公開

状況を示したものであり，Ｅ～Ｇは，火山，津波，土砂災害のいずれかであ

る。自然災害名とＥ～Ｇとの正しい組合せを，後の!～"のうちから一つ選

べ。 ４

E
ハザードマップをウェブサイトで公開している自治体

F G

公開状況は２０２０年時点。

国土交通省の資料などにより作成。

図 ４

! # $ % & "

火 山 Ｅ Ｅ Ｆ Ｆ Ｇ Ｇ

津 波 Ｆ Ｇ Ｅ Ｇ Ｅ Ｆ

土砂災害 Ｇ Ｆ Ｇ Ｅ Ｆ Ｅ

地理Ａ
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問 ５ 次の写真１中のタ～テは，いくつかの自然災害に対する備えを撮影したもの

である。これらの備えについて説明した文として適当でないものを，後の!～

"のうちから一つ選べ。 ５

タ チ

ツ テ

写真 １

! タは，津波による被害が想定される地域において，近くの高台などへの避

難が困難な場合に緊急に避難するための施設である。

# チは，積雪地域の道路において，雪崩をせき止めることにより，交通障害

を防止するための柵である。

$ ツは，火山噴火に伴う噴石などから身の安全を確保するために，緊急に避

難するための施設である。

" テは，増水した河川の水を一時的に貯留し，ゆとりのある別の河川に排水

することによって，洪水被害を軽減するための施設である。

地理Ａ
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問 ６ 次の図５は，想定避難開始地点から津波避難場所Ｊ～Ｌへの徒歩による避難

経路を示したものである。また，後の文マ～ムは，津波避難場所Ｊ～Ｌとそれ

らへの避難経路について比較したものである。Ｊ～Ｌとマ～ムとの組合せとし

て最も適当なものを，後の!～"のうちから一つ選べ。 ６

Ｋ

Ｌ

Ｊ

想定避難
開始地点200　m0

地理院地図により作成。

図 ５

マ 避難に時間がかかり，高架橋の崩落や建物の倒壊により経路が遮断される

可能性を考慮する必要がある。

ミ 避難に要する時間は比較的短いが，津波到達後は避難した建物が孤立する

可能性を考慮する必要がある。

ム 標高が最も高い避難場所であるが，周囲が浸水し孤立する可能性や建物の

倒壊により経路が遮断される可能性を考慮する必要がある。

! # $ % & "

Ｊ マ マ ミ ミ ム ム

Ｋ ミ ム マ ム マ ミ

Ｌ ム ミ ム マ ミ マ
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問 ３ 次の写真１中の!～"は，オランダ，カナダ，韓国，北アフリカのモロッコ

のいずれかの国で古くからみられるはきものを撮影したものである。カナダで

古くからみられるはきものとして最も適当なものを，写真１中の!～"のうち

から一つ選べ。 ９

稲わらを編んで作られた

!

シカなどの皮革を縫って作られた

#

ポプラの木を彫って作られた

$

ヤギなどの皮革を縫って作られた

"

写真 １

地理Ａ
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問 ４ 次の表２中のサ～スは，オーストリア，ベトナム，モンゴルのいずれかの国

における，!人!日当たりの食料供給量と，それに占める動物性カロリーの割

合を示したものである。また，後の写真２中のＪ～Ｌは，オーストリア，ベト

ナム，モンゴルのいずれかにおける特徴的な料理を撮影したものである。モン

ゴルに該当する記号と料理との正しい組合せを，後の"～#のうちから一つ選

べ。 １０

表 ２

!人!日当たりの
食料供給量（kcal）

動物性カロリーの

割合（％）

サ ３，７６８ ３０．２

シ ２，７４５ ２０．９

ス ２，５１０ ３３．１

統計年次は２０１３年。『世界国勢図会』により作成。

Ｊ 小麦粉の衣で牛肉を

包み，油で揚げた料理

Ｋ 米粉の麺にスープを

かけ，鶏肉などをのせ

た料理

Ｌ 羊肉入りのスープ

に，小麦粉の麺を入れ

た料理

写真 ２

" $ % & ' ( ) * #

記 号 サ サ サ シ シ シ ス ス ス

料 理 Ｊ Ｋ Ｌ Ｊ Ｋ Ｌ Ｊ Ｋ Ｌ

地理Ａ
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問 ５ 次の図３は，いくつかの国における家計の消費支出の割合を示したものであ

り，タとチはアメリカ合衆国とスウェーデンのいずれか，凡例ＰとＱは医療・

保健と食料＊のいずれかである。スウェーデンと医療・保健との正しい組合せ

を，後の!～"のうちから一つ選べ。 １１
し こうひん

＊嗜好品などを含む。

チ

タ

0

インド

20 40 60 80 100％

Ｐ

住居・水道・光熱
交通・通信

教育
Ｑ

娯楽・文化
その他

統計年次は２０１７年。

National Accounts Official Country Dataにより作成。

図 ３

! # $ "

スウェーデン タ タ チ チ

医療・保健 Ｐ Ｑ Ｐ Ｑ

問 ６ 次の図４は，国・地域別の世界自然遺産および世界文化遺産の数＊とその内

訳を示したものであり，凡例マとミは，世界自然遺産と世界文化遺産のいずれ

かである。また，後の図５は，国・地域別の危機遺産＊＊の数を示したものであ

り，危機遺産について述べた文章中の空欄Ｘには，後の文ａとｂのいずれかが

当てはまる。世界自然遺産に該当する記号と空欄Ｘに当てはまる文との組合せ

として最も適当なものを，後の!～"のうちから一つ選べ。 １２

＊世界自然遺産と世界文化遺産の価値を兼ね備えている世界複合遺産は含まない。
ひん

＊＊遺産価値消失の危機に瀕している世界自然遺産と世界文化遺産。

地理Ａ
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24
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マ

件

ミ

統計年次は２０２０年。日本ユネスコ協会連盟の資料により作成。

図 ４

5
件

1

統計年次は２０２０年。日本ユネスコ協会連盟の資料により作成。

図 ５

危機遺産は西アジアやアフリカに多い。危機遺産がそれらの地域に多いの

は，（ Ｘ ）が主な理由となっている。

ａ 観光開発による景観破壊

ｂ 紛争や内戦などの政情不安

! マとａ " マとｂ # ミとａ $ ミとｂ

地理Ａ
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第３問 熱帯域における生活・文化に関して，マリナさんたちによるグループ学習

で探究した内容に関する次の問い（問１～６）に答えよ。（配点 ２０）

問 １ マリナさんたちは，身近な熱帯作物のバナナに関する次の図１を見ながら話

し合った。図１中のａとｂは，バナナ＊の生産量と輸出量の上位!か国のいず

れかを示したものである。会話文中の空欄アとイに当てはまる語句の組合せと

して最も適当なものを，後の"～#のうちから一つ選べ。 １３

＊調理用のバナナを含む。

ａ

ｂ

中国には台湾，ホンコン，マカオを含まない。経線・緯線は３０°間隔。

統計年次は２０１７年。FAOSTATにより作成。

図 １

マリナ 「バナナの生産量上位!か国には，日本のお店ではあまり見かけない生産

国も多く，（ ア ）が生産量を示した図とわかるね」

トオル 「生産量と輸出量が両方とも多い国は，（ イ ）として生産するバナナの

割合が高いと考えられるね」

" $ % #

ア ａ ａ ｂ ｂ

イ 自給的な作物 商品作物 自給的な作物 商品作物

地理Ａ
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問 ４ 米とトウモロコシが食料供給量の上位になる地域が多いことを知ったマリナ

さんたちは，これらの農作物の生産量の推移を調べた。次の図４は，生産量に

ついて１９８０年の値を１００とした指数で示したものであり，ｊとｋは，米とト

ウモロコシのいずれかである。米の生産量と会話文中の空欄タに当てはまる語

句との組合せとして最も適当なものを，後の!～"のうちから一つ選べ。

１６

0

200

400

600
500

300

100

1980 1990 2000 2010

サハラ以南アフリカ
南アジア
南アメリカ

2018　年
0

200
100

300

500
400

600

1980 1990 2000 2010

サハラ以南アフリカ
南アジア
南アメリカ

2018　年

ｊ ｋ

FAOSTATにより作成。

図 ４

マリナ 「地域間で生産量の値に大きな違いがあったので，変化の特徴をわかりや

すくするために図４のようにまとめてみたよ」

トオル 「量はわからないけど，変化の傾向は比較しやすいね。両方の作物で２０００

年ごろから急速に生産量が伸びている地域があるね」

マリナ 「食料増産や燃料の確保に関連して，これらの作物の生産が増えていると

聞いたよ。米の場合，主に（ タ ）生産のためと考えられるね」

! # $ "

米の生産量 ｊ ｊ ｋ ｋ

タ 食 料
バイオ

エタノール
食 料

バイオ

エタノール

地理Ａ
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問 ５ 熱帯の自然環境や食物，農業の特徴について確認したマリナさんたちは，地

球的課題の一つである食料問題との関係について考えた。次の図５は，穀物自

給率を国・地域別に示したものである。図５を見て話し合った会話文中の下線

部!～"のうちから，誤りを含むものを一つ選べ。 １７

100　％以上 50～100　％ データなし50　％未満

中国の数値には台湾，ホンコン，マカオを含まない。経線・緯線は３０°間隔。

統計年次は２０１７年。FAOSTATにより作成。

図 ５

マリナ 「!アジア，アフリカ，南アメリカの中で，穀物自給率が１００％未満の国

はアフリカに多くみられるね」

トオル 「#アフリカの穀物自給率が低い国々では，主に輸出用の穀物が生産され

るために，自国で消費する主食用穀物が不足しているね」

ユウナ 「穀物自給率が低い国の中でも，$マレーシアのように，経済発展によっ

て国民所得が増えて輸入穀物への依存が高まっているところもあるよ」

マリナ 「一方で，"ブラジルのように，農地面積が広いため，安定した食料の確

保が可能で穀物自給率が高く，輸出もしている国もあるね」

地理Ａ
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問 ６ 最後にマリナさんたちは，熱帯域における農業問題や食料問題，およびそれ

らの解決策について話し合った。解決策についてまとめた文として最も適当な

ものを，次の!～"のうちから一つ選べ。 １８

! 干ばつなどの自然災害が原因で起こる飢饉に対応するためには，その地域

で古くから行われている農業を推進していくことが重要となる。

# 持続的に食料供給量を確保するためには，焼畑農業で土地の利用サイクル

を早めることで生産性を高めていく必要がある。

$ 単一作物を栽培し輸出している国は，国際価格の変動の影響を受けやすい

ため，生産品目の多角化や自給作物の生産を進めることが重要である。

" 慢性的な貧困による飢餓を解消するためには，子どもも積極的に農業に参

加させることで労働力を確保し，世帯収入を増やしていく必要がある。

地理Ａ
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第４問 地球的課題に関する次の問い（問１～６）に答えよ。（配点 ２０）

問 １ 将来における資源の枯渇可能性を考える指標として可採年数がある。次の図

１は，世界の石油の確認埋蔵量＊と可採年数＊＊の推移を示したものである。確

認埋蔵量と可採年数が増えている理由として適当でないものを，後の!～"の

うちから一つ選べ。 １９

＊ある年に確認されている石油の埋蔵量。
＊＊ある年の石油の確認埋蔵量をその年の年間生産量で割った値。

0

10
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40
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60
年

年
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5

10

15

20

25

30

1985 199519751965 2005 2015

確認埋蔵量

可採年数

千億バレル

可
採
年
数

確
認
埋
蔵
量

#バレルは約１５９リットル。
BPの資料により作成。

図 １

! 再生可能エネルギーへの転換が進み，世界全体で石油の需要が停滞した。

$ 資源の重要性が増すにつれ，多くの地域で新たな油田の開発が進展した。

% 石油の国際価格が上昇し，条件の悪い油田でも採算がとれるようになった。

" 探査や採掘の技術が進歩し，これまで以上に石油資源が採取可能になった。

地理Ａ
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問 ２ 温室効果ガスの排出を削減するためには，各国のエネルギー消費のあり方が

重要になる。次の図２は，イギリス，日本，アメリカ合衆国，インド，ロシア

の!か国の GDP当たり"次エネルギー消費量について，日本の値を"として

示したものである。図２から読み取れることがらとその背景について述べた文

として最も適当なものを，後の#～$のうちから一つ選べ。 ２０

イギリス 日本 アメリカ
合衆国

インド ロシア

2
1

3
4

0

5
6
7

統計年次は２０１７年。

資源エネルギー庁の資料により作成。

図 ２

# イギリスは，エネルギー消費の少ない牧畜業や食品加工業が大きな比重を

占めているため，日本より値が低いと考えられる。

% アメリカ合衆国は，国土が広く自動車の利用が中心で，エネルギー消費の

多い社会となっているため，日本より値が高いと考えられる。

& インドは，国内の豊富な石油資源を用いて輸出目的の製造業が成長したた

め，アメリカ合衆国より値が高いと考えられる。

$ ロシアは，気候が寒冷で主に石炭を利用した暖房設備のエネルギー効率が

高いため，アメリカ合衆国より値が高いと考えられる。

地理Ａ
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問 ３ 森林面積の変化を考えることは，自然環境の保全や資源管理において重要で

ある。次の表１は，陸地面積に占める森林面積の割合と森林面積の変化率を地

域別に示したものであり，Ａ～Ｃは，アジア，アフリカ，南アメリカのいずれ

かである。地域名とＡ～Ｃとの正しい組合せを，後の!～"のうちから一つ選

べ。 ２１

表 １

（単位：％）

森林面積

の割合

（２０２０年）

森林面積の変化率

（２０００～２０２０年）

天然林 人工林

Ａ ４８．３ －９．７ １．２

ヨーロッパ ４６．０ ０．２ １．２

北・中央アメリカ ３５．３ －１．９ １．９

オセアニア ２１．８ ０．５ ０．６

Ｂ ２１．３ －１０．７ ０．３

Ｃ ２０．０ －１．０ ７．０

ヨーロッパにはロシアを含む。天然林と人工林の変化率は，２０００年の森林全

体の面積に対するそれぞれの増減面積の比率を示している。

FAOSTATにより作成。

! # $ % & "

アジア Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

アフリカ Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ

南アメリカ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ

地理Ａ
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問 ４ 水不足には，降水や陸水が少ないといった自然的条件によるものと，経済発

展の遅れに伴い水へのアクセスが困難になるといった経済的条件によるものと

がある。次の図３は，世界で水不足が発生している地域を示したものであり，

凡例ＥとＦは，自然的条件による水不足の地域と経済的条件による水不足の地

域のいずれかである。また，文アとイは，水不足に対する取組みを述べたもの

である。経済的条件による水不足の地域と，その地域の持続的な発展につなが

る取組みの文との組合せとして最も適当なものを，後の!～"のうちから一つ

選べ。 ２２

水不足が問題でない地域 Ｅ Ｆ データなし

JICAの資料により作成。

図 ３

ア 外国から安い価格で水を輸入する

イ 水道を整備して衛生的な水を供給する

! # $ "

経済的条件による水不足の地域 Ｅ Ｅ Ｆ Ｆ

持続的な発展につながる取組み ア イ ア イ

地理Ａ

―１４１― （２２０２―１４１）

@ÍAÏ?BÏCDEF735G�H
@±÷IJCÎKLwH



問 ５ 次の図４は，いくつかの地域における人口増加率の推移を示したものであ

り，Ｊ～Ｌは，アジア，アフリカ，ヨーロッパのいずれかである。地域名と

Ｊ～Ｌとの正しい組合せを，後の!～"のうちから一つ選べ。 ２３

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

％

－0.5
年

人
口
増
加
率

Ｊ

Ｋ

Ｌ

２０２０年以降は予測値。

World Population Prospectsにより作成。

図 ４

! # $ % & "

アジア Ｊ Ｊ Ｋ Ｋ Ｌ Ｌ

アフリカ Ｋ Ｌ Ｊ Ｌ Ｊ Ｋ

ヨーロッパ Ｌ Ｋ Ｌ Ｊ Ｋ Ｊ

地理Ａ
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問 ６ 経済的な発展と国民の健康には関係があり，解決すべき課題も多様である。

次の図５は，世界の国の!人当たり GDPと平均寿命を示したものである。図

５から読み取れることがらとその背景について述べた文章中の下線部"～#の

うちから，適当でないものを一つ選べ。 ２４

0

90
歳

85

80

75
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65

60

55

50
6万ドル

日本

アメリカ合衆国

インド

54321
１人当たり　GDP

平
均
寿
命

人口１０００万人以上の国を示した。

統計年次は２０１７年。

World Development Indicatorsにより作成。

図 ５

世界の平均寿命は経済発展と関連がみられ，所得水準の高い国では平均寿命

が長い傾向にある。"!人当たり GDPが!万ドル未満の国では平均寿命のば

らつきが大きい。また，$平均寿命が７５歳を超えている国では，!人当たり

GDPが%万ドル以上となっている。

アメリカ合衆国では，日本より!人当たり GDPが高いものの，平均寿命が

短い。その背景の一つには，&高カロリーの食事などの生活習慣があると考

えられる。また，!人当たり GDPが低いインドでは，#貧困の解消や衛生環

境の改善が課題であると考えられる。

地理Ａ
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いい だ

第５問 長野県飯田市の高校に通うリュウさんたちは，飯田市の地域調査を行っ

た。この地域調査に関する次の問い（問１～６）に答えよ。（配点 ２０）

問 １ リュウさんたちは，飯田市の自然環境を理解するために，飯田市を南北に流
てんりゆうがわ

れる天竜川の流域全体に関する特徴を図書館やインターネットで調べ，次の

図１～３を入手した。これらの図をもとにしたリュウさんたちによる会話文中

の下線部!～"のうちから，誤りを含むものを一つ選べ。 ２５
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飯田市役所

飯田市

太平洋

天竜川流域

国土交通省の資料により作成。

図 ２

気象庁の資料により作成。

図 ３Google Earthなどにより作成。

図 １

地理Ａ
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す わ

リュウ 「天竜川流域を示した図１を見ると，天竜川は，諏訪湖を出た後に南下

し，太平洋にそそいでいるよ。飯田市よりも上流の!天竜川の左岸と右

岸の流域面積を比較すると，左岸の方が広くなっているね」
てんりゆうきよう

ウ タ 「図１の天竜 峡よりも上流では河川に沿って市街地や農地が広がってい
ふなぎら

るけれど，"天竜峡から船明ダム湖にかけては，より山がちになってい

るね」

ミドリ 「天竜川の本流と支流の河床の標高と，河口からの距離との関係を示した

図２を見ると，#天竜川に合流している支流の勾配は，天竜川の本流よ

りも緩やかなことがわかるね」

リュウ 「天竜川の流量はどうなっているのだろう。図３の飯田市の雨温図から，

$天竜川の水量は冬よりも夏の方が多くなると考えられるね」

ウ タ 「こうした河川の特徴を活かして，飯田市から河口部まで木材を運搬して

いたそうだよ」

ミドリ 「天竜川の流域全体から，飯田市の自然環境の特徴が理解できるね」

地理Ａ
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問 ２ リュウさんたちは，飯田市の市域が天竜川をまたいで広がっていることに興

味をもち，飯田市の地表面の傾斜，人口，小学校と児童数に関する次の図４を

作成した。図４から読み取れることがらについて述べた文として最も適当なも

のを，後の!～"のうちから一つ選べ。 ２６

通学区域
小学校

児童数

100
1000　人

小学校と児童数

  1～ 50　人未満
 50～500　人
500　人以上

人口

 0～10°未満
10～20°
20°以上

地表面の傾斜

0 10　km 

天竜川

傾斜および人口は５００mメッシュで示した。人口でメッシュのない範囲はデータなし。
統計年次は，人口が２０１５年，児童数が２０１９年。国土交通省の資料などにより作成。

図 ４

! 天竜川に沿った地表面の傾斜が小さい地域は，人口が少ない。

# 天竜川から離れた地表面の傾斜が大きい地域は，小学校の通学区域が広い。

$ 天竜川の東側の方が，西側に比べて児童数が多い。

" 小学校は地形条件や人口にかかわらず，均等に分布している。

地理Ａ

―１４６― （２２０２―１４６）

¤Sã01�



問 ３ リュウさんたちは，地理院地図の機能を活用して作成した次の図５を見なが

ら現地調査を行い，地形の特徴を確認した。リュウさんたちが話し合った会話

文中の下線部!～"のうちから，誤りを含むものを一つ選べ。 ２７

400　m0

跡

図 ５

まつかわ

リュウ 「市街地には，天竜川の支流である松川が西から東に流れているよ。飯田

駅や飯田市役所は松川の北側にあるね。崖Ａは松川の流れに沿っているけ

ど，崖Ｂは松川の流れにほぼ直交するから，!崖Ｂは，松川による侵食

でつくられたものではないと思うよ」

ウ タ 「#飯田城跡は，段丘の末端付近に立地しているね」

ミドリ 「 JR飯田線には大きく曲がっている箇所があるね。$駅がある場所の標
かなえ

高は，鼎駅の方が飯田駅よりも高いね」

リュウ 「"中央自動車道は，松川がつくった氾濫原と段丘面を横切って建設され

ているね」

地理Ａ
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問 ４ リュウさんたちは，１９４７年の大火をきっかけに飯田駅の南東側で大規模な

復興事業が実施されたことを知った。そこで，リュウさんたちは市街地にどの

ような大規模火災の被害軽減策がみられるかを観察し，地点 E～Hで写真を撮

影し，次の資料１にまとめた。大規模火災の被害軽減策として当てはまらない

ものを，資料１中の!～"のうちから一つ選べ。 ２８

ǐ　Ｆ：公園にも利用されて
　いる緑地帯

Ǒ　Ｇ：建物の間隔を広げて
　つくられた小道

Ǐ　Ｅ：斜めに横断すること
　もできる交差点

ǒ　Ｈ：中央分離帯のある幅
　の広い道路

撮影地点Ｅ

撮影地点Ｆ

撮影地点Ｇ 撮影地点Ｈ

飯田駅

公園

幅員　40　m の緑地帯

幅員　30　m 
の道路

幅員　22　m 
の道路

鉄道

300　m 0

小道

資料 １

越山ほか（２００１）などにより作成。

地理Ａ
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問 ５ 飯田市の農業に興味を持ったリュウさんたちは，飯田市周辺で盛んに栽培さ

れているリンゴとキュウリについて，長野県全体の出荷時期と出荷先を調べ

た。次の図６は，東京および名古屋の中央卸売市場における都道府県別の入荷

量の月ごとの変化を，年間の入荷量を１００としたときの割合で示したものであ

る。図６中のＪとＫはリンゴとキュウリのいずれか，カとキは東京と名古屋の

いずれかである。東京の中央卸売市場におけるリンゴの入荷割合に該当するも

のを，図６中の!～"のうちから一つ選べ。 ２９

Ǐ ǐ

Ǒ ǒ
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統計年次は２０２０年。東京都中央卸売市場の資料などにより作成。

図 ６

地理Ａ
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問 ６ リュウさんたちは高校に戻って，環境モデル都市に選定されている飯田市の

取組みについて先生も交えて話し合った。先生が用意した次の図７は，日本の

森林資源量の年別の数値を示したものであり，後の資料２は，リュウさんたち

がまとめた森林資源の活用案である。リュウさんたちと先生との会話文中の空

欄サには後の文ｅとｆのいずれか，空欄シには資料２中のＸとＹのいずれかが

当てはまる。空欄サとシに当てはまる文と活用案との組合せとして最も適当な

ものを，後の!～"のうちから一つ選べ。 ３０

数値は樹木の幹の体積を示す。林野庁の資料により作成。

図 ７

先 生 「図７は，日本全体における森林資源量の年別の数値を示したものです

が，飯田市でも同様の傾向がみられます。この図からどんなことが考えら

れますか」

リュウ 「宅地化などで森林がなくなっていると思っていたけれど，森林の資源量

は増加しているんですね」

ウ タ 「この要因として，（ サ ）によって伐採量が減少していることがあげら

れると思います」

先 生 「飯田市は森林面積の割合が８０％以上と高い値を占めていますし，これ

らの森林資源を活用することが重要ですね。グループで話し合い，活用案

をまとめてみてください」

地理Ａ
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ミドリ 「二つの活用案を考え，資料２を作ってみました。森林資源を持続的に活

用するためには，活用案（ シ ）の方がより有効だと思います」

先 生 「今後の授業でさらに学びを深めていきましょう」

（ サ ）に当てはまる文

ｅ 環境意識の高まりや新たな規制の制定で，樹木の伐採が制限されたこと

ｆ 高齢化の進展や後継者問題などで，林業従事者が不足したこと

資料 ２

活用案Ｘ 活用案Ｙ

! " # $

サ ｅ ｅ ｆ ｆ

シ Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ

地理Ａ
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