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☆授業の進め方

・ノートを用意してください。
　黒文字・赤文字を書き写してください。
　青文字は写さなくていいです。
　見やすいように色分けしていますが，色ペンは不要です。

・板書内容は後日アップします。休んだ際はスマホ・タブレ
　ットで見てください。

・ノートは学期の終わりに集めます。
　期日までに提出されると大幅な加点があります。



教科書p8〜9 中学校の復習から
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「桃太郎」　⇒十二支の方位を基にした仏教説話（仏の化身で
ある申酉戌の3匹をお供にして丑寅（北東）方向の鬼ヶ島へ向
かい、村人が幸せになる仏教ありがたさを伝える物語）

緯度・経度　教科書p8ー9
・緯度…赤道が0度。地球を南北にそれぞれ90度に分けた
　　　　もの。
・経度…地球を東西にそれぞれ180度に分けたもの。
　　　　イギリスグリニッジ天文台を本初子午線が通る。

🌐

●夏至（6月21日、22日）の頃
　・北回帰線で太陽が真上を通過。
　・北極圏では太陽が沈まない白夜となる。
　・南極圏では太陽がのぼらない極夜となる。

●冬至の頃（12月21日、22日）の頃
　・南回帰線で太陽が真上を通過。
　・北極圏では極夜，南極圏では白夜となる。



●GMT…本初子午線にあるグリニッジ天文台が世界基準。
　・日本は北緯35°，東経135°に位置する。
　・日付変更線…経度180°に沿って引かれている。
　・経度15°につき，1時間ずれる。

🌐

　・国土が東西に広い国では複数の標準時がある。



問題
 １．リオ・デ・ジャネイロは西経45°に位置します。東京と
　　の時差は何時間ですか。
　　　　　　　　　　　　　Ａ．１２時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ２．東京が4月8日の午後6時のとき，ロサンゼルス（西経
　　120°）は何月何日の何時ですか。
　　　　　　　　　　　　　Ａ．4月8日午前１時

 ３．ロンドンを4月8日午前6時に出発した飛行機が，13時間　
　　掛かって東京に到着しました。東京の現地時刻では，到
　　着は何月何日の何時ですか。
　　　　　　　　　　　　　Ａ．4月9日午前4時



北極星から見て
反時計回りに自転

23.3°

北回帰線
北緯23.3° 

南回帰線
南緯23.3°

ロンドン

地軸

北極圏
北緯66.4°1



文化の地域性と多様性　教科書p58ー59
●文化には地域差が存在している。
　　例）東日本では豚肉，西日本では牛肉が肉の代表

●文化…言語を用いた学習などによって，世代を超えて伝えら
　　　　　　れ，継承される知識・技術・生活習慣のこと。
　　　　→地域のもつ環境や歴史の影響を受けている。

●伝統的な社会では，同じ地域に住み同じ言葉を話す人々の　
　間で伝承され、民族や言葉の違いが文化の多様性を生み
　　出す。

●メディアやSNSの発達，学校教育の普及，グローバル化の
　影響で均質化する傾向がみられる。

　◎故郷の文化への愛着が地域の文化を持続する力となる。
　　　自らの文化に愛着を持つと同時に，他者の文化を理
　　　解，尊重することが大切。　　

🌐

　

🎦



宗教と人々の暮らし　教科書p60ー61           ヤシオスタン

●宗教の役割
　→生活規範となり，信者同士の絆や連帯感を高める。
　　結婚式や葬式、祭礼など日々の生活に根付いている。

●世界の宗教
　・民族宗教…特定の民族が信仰する宗教
　　　村の守護霊をまつる精霊信仰
　　　インドで信仰されているヒンドゥー教
　　　イスラエルで信仰されているユダヤ教　

🌐

　・世界宗教…民族や言語を超えて信仰される宗教
　　　ヨーロッパ人の進出によって広まったキリスト教
　　　インド洋交易を通じて広まったイスラム教
　　　インドから東アジア、東南アジアに広がった仏教

　◎個々の宗教にはさまざまな生活規範がある。　ハラール

🎦

　　　→イスラム教の礼拝やヒンドゥー教で牛を神聖視
　　　　宗教の違いを互いに尊重し合う必要がある。



山地の暮らし　教科書p68ー69
●山地…起伏と標高のために，生活でさまざまな工夫が必要
　　　　・半径7kmの範囲で高度が300m以上変化する場所
　　　　・移牧…家畜を季節によって移動させる酪農　スイス

🌐

　　　　・棚田…山地の斜面で稲作を行う

●さまざまな資源に恵まれる山地
　・栽培植物、銅や石炭などの鉱産資源、森林資源が存在
　・山地は雨や雪が降りやすく、水資源が得られる場所

●山の文化的な価値
　・山地を神聖な場所としてみなす文化もある。山岳信仰
　・景観に優れた山地は観光資源として重要性も増している

　◎スキー場や世界遺産の富士山や知床、白神山地、紀伊
　　山地、屋久島などに、インバウンド（外国人旅行者）が殺
　　到している



平野の暮らし　教科書p70ー71
●平野…農業や工業などの経済活動に都合が良い。
　　→平野の都市への人口集中（メガシティ）が進んでいる。

●扇状地…河川が山地から平野に出るところに、土砂が堆積
　　　して形成。
　　・扇央：扇状地の中央部で水捌けが良く、水無川がで
　　　　　　きやすい。果樹園や畑が多い。
　　・扇端：扇頂から浸透した地下水が湧き出るため、水
　　　　　　田に利用される。

●氾濫原に入ると河川は蛇行する。
　・後背湿地は水田に利用され、河川沿いの自然堤防上に
　　集落が立地してきた。　　　　　　　　　　　　

🌐

　・後背湿地でも洪水対策が進み、宅地化が進んだ。



扇状地のでき方　　河川の3作用　侵食・運搬・堆積

①山から大きな礫や
砂が流れてくる

②大きな礫が山と平
野の間に積み上がる

③伏流していた地下
水が地上に湧き出る

扇頂 扇央 扇端\v～1



●三角州…河川の河口部に作られる低平地。
　　　→市街地や工業用地として利用される。
　　　→大雨による洪水や台風による高潮の被害を受けやす
　　　　い。

●河川沿いに階段状の河岸段丘が発達することがある。

　　　　　　　　　　　　　　　グランドキャニオン動画







海岸の暮らし　教科書p72ー73
●三陸海岸で発達している地形　

🌐

　・北部…土地が隆起して形成された海岸段丘。
　・南部…河川が侵食したV字谷が沈水したリアス海岸　

🌐

　　　→入り組んだ湾内では、静かな海面を利用した養殖漁
　　　　業が行われている。

🌐

　伊勢志摩動画

●ノルウェーで発達している地形
　・氷河が侵食したU字谷が沈水してできたフィヨルド。

🌐

　　良港となるほか、観光地としても人気がある。

●砂浜海岸…砂州、砂嘴、陸繋砂州（トンボロ）などが発達。
　・砂州によって海と切り離されたラグーン（潟湖）もみられる
　・貝類などの養殖漁業にとって重要な海域である。
　　　　



海岸の暮らし　教科書p72ー73
●人工の掘り込み港や防波堤を作って、港湾として利用。
　・浅い干潟を埋め立て、工業地帯や市街地が拡張
　・津波の被害を防ぐため防潮堤が建設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島港動画

●護岸工事が必要な地域
　・ダム建設で海岸への土砂供給量が減って、海岸侵食が
　　進む。





地図帳p119

ガラパゴス諸島、ナスカ
の地上絵、アタカマ砂漠

ナミブ砂漠

西岸海洋性気候

ー



Ｑ．地表の風はどうやって吹くのか？
　　雨はどうして降るのか？　どうして晴れるのか？

低温の地面 高温の地面

冷えた空気
 （高気圧）

熱せられた空気
　（低気圧）

☆風は高気圧から低気圧に向かって吹く
　　（ボイル・シャルルの法則）

🌞 ⛈

ー



上記の気圧差を地球規模で当てはめてみると
もし、地球が自転していなかったら、、、

高気圧帯

高気圧帯

低気圧帯

地球表面上で熱の移動が無く
なってしまうので、赤道付近は
灼熱地獄になり、毎日のように
大災害が発生する。

(然↓



熱帯収束帯

亜熱帯高圧帯

亜熱帯高圧帯

亜寒帯低圧帯

亜寒帯低圧帯

極高圧帯

極高圧帯

60°N

20〜30°N

0°

教科書p88 地球レベルの風の流れ

20〜30°S

60°S
この気圧帯が季節によっ
て上下に移動することを
理解できれば、高校地
理はバッチリ、

ゝ
)



貿易風

偏西風→蛇行する
（別名:ジェット気流）

極偏東風

球体が自転しているた
め、南北で大気の速さに
差が生じる。

璺
ゃ



復習
　　　　陸

    個体…温まりやすく、冷めやすい→ 比熱が（小さい）
    液体…温まりにくく、冷めにくい→ 比熱が（大きい）
      
        海　　　　　比熱…物質の温度の上がりにくさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　水:4.2 鉄:0.4
〇。

地球は大きな鉄鉱石
世界一大きいユーラシア大陸
世界一大きい太平洋

夏：大陸…低気圧

冬：大陸…高気圧

夏：太平洋…高気圧

冬：太平洋…低気圧繾



教科書p89の補足



教科書p89の補足



多様な気候とその分布　教科書p78ー79

●気候…ある場所で、長年にわたる気温・降水量などを結
　×天気　合した大気の状態→農業に大きな影響

●緯度による違い
　・地表面が太陽から受ける熱量は高緯度になるにつれて
　　少なくなる。
　　　　　　　　　　　　　　 ねんかくさ

●一年のなかでの気温変化の幅（年較差）
　・高緯度ほど大きい（地軸が傾いているため）
　・大陸では大きい ←温まりやすく、冷えやすい性質をもつ
　　（大陸性気候）　　　　世界一寒い村サハ共和国オイミャコン　　　　　　　　　
　・海洋では小さい ←温まりにくく、冷えにくい性質を持つ
　　（海洋性気候)

MA





●降水量が多い場所…海洋の近くや上昇気流が起こりやす
　　　　　　　　　　い場所　　気象予報士が解説する雲のでき方

　・赤道付近（熱帯収束帯）は上昇気流がおこりやすく、降
　　水量が多い。

　・回帰線の通る緯度20〜30度付近は降水量の少ない地域
　　が広がる。　
　　　→亜熱帯高圧帯に覆われて下降気流がおこりやすい

　・北緯60度付近は低気圧や前線が発達して降水が生じる
　　　→亜寒帯低圧帯に覆われて上昇気流がおこりやすい

　・季節によって降水量の多い場所は南北に移動する。

●山地・山脈の風上側も降水量が多い。風がぶつかって上
　昇気流が発生。





熱帯の人々の暮らし　教科書p80ー81   夏と冬の気温差

●熱帯は一年を通じて気温が高く、年較差が小さい
　・一年を通じて降水量の多い熱帯雨林気候（Af）
　　…生物多様性に富む常緑広葉樹からなる熱帯雨林が広
　　　がり、多様な樹木や生物など多くの種が密生する

　・短い乾期をもつ熱帯モンスーン気候区（Am）
　　…乾季に落葉する樹木もみられる。

　・明瞭な乾期をもつサバナ気候区（Aw）
　　…樹木がまばらに生え、その間は草原となっている≈

ノ

EB
EA



●高床式の住居が多い。
　　→風通しをよくし、洪水や虫の影響を防ぐため

●農業は移動耕作（焼畑農業）が広く行われてきた
　・アルカリ性の灰を撒くことで、酸性土壌を中和する働き
　・自給用に穀物やイモ類の作物が栽培されてきた

●プランテーションの開発が進められてきた地域も多い
　　…熱帯固有の作物を商品作物とする大規模農園
　　　（カカオ豆やコーヒー、天然ゴム）　天然ゴム採集

●ラトソルとよばれる赤色土が広く分布する。
　・土壌はやせていて、スコールとよばれる激しい雨が降る
　　　→土壌侵食により農地に不適な酸性土になる
　　　　　　　　　　　　　　　　　雨季のホーチミンスコール

MB



乾燥帯の人々の暮らし　教科書p８2-83

●乾燥帯は南北回帰線付近の低中緯度付近に広がる
　・降水量が少なく、植物がほとんどない砂漠気候区（BW）
　　　…有機物をほとんど含まない砂漠土が分布

　・短い雨季をもち、丈の短い草原が分布するステップ気
　　候区（BS）
　　　→降水量の多い地域に近いウクライナやグレートプレ
　　　　ーンズには肥沃な黒色土（チェルノーゼム）が分
　　　　布、小麦の重要な生産地になっている。

　　☆Sabana（長草）←ー→Steppe（短草）

AA



●乾燥帯の衣服…長袖で長い衣服を着ることが多い。
　　→気温の日較差が大きいため　どうして？

●建材に使える木や草が少ない乾燥帯の住居
　・砂ぼこりが多いため、窓が小さく、日干しれんがを伝
　　統的に使ってきた

●水の利用が難しい乾燥帯での農業
　・農業に適さないため、遊牧が伝統的に行われてきた。
　・基本的に灌漑が必要となる。
　　　→外来河川や、湧水などのオアシスが水源。
　　　→地下水路を使って蒸発の影響を避ける工夫。
　　　→現在では海水の淡水化も広がっている。



教科書p90ー91の内容

☆ケッペンの気候区分 植生で分類
 ・樹木がある…熱帯・温帯・亜寒帯（冷帯）
 ・樹木がない…乾燥帯・寒帯

☆気候を表す記号、
① 気候帯
・A（熱帯）…最寒月でも18℃以上
・C（温帯）…最寒月がー3℃以上18℃未満
・D（亜寒帯）…最寒月がー3℃未満で最暖月が10℃以上

・B（乾燥帯）…蒸発量が降水量よりも多い
・E（寒帯）…最暖月の平均気温が10℃未満

 E
 D
 C
 B
 A
 B
 C
（D）
 E

θ



教科書p90ー91の内容

② 降水量
・f…年間を通して降水がみられる  feucht（湿潤）
・s…夏季少雨  sommertrocken（夏乾燥）
・w…冬季少雨  wintertrocken（冬乾燥）
・m…モンスーン monsoon（季節風）

③ 気温（温帯のみ）  
・a…最暖月平均気温22℃以上（日本）
・b…最暖月平均気温22℃未満（ヨーロッパ）

④ 植生
・W…砂漠 Wuste
・S…草原 Steppe（短草）　　Sabana（長草）　(savanna)
・T…凍原 Tundra
・F…永久凍結 Froste (frozen)

人 小文字

⇐大文字



温帯の人々の暮らし　教科書p84-85

●温帯…低緯度から中緯度に広がる。
　・一年を通じて偏西風の影響を受け、温帯の中では気温
　　の年較差が小さい西岸海洋性気候区（Cfb）
　　　…夏涼しく、冬暖かく、季節を問わず適度な降水があ
　　　　り、世界で一番過ごしやすい気候とも。

　・夏は亜熱帯高気圧帯が覆うために乾燥する地中海性気
　　候（Cs）
　　　…冬は亜寒帯低圧帯に覆われるので降水がある。

　・大陸東岸で一年を通して降水がある温暖湿潤気候区
　　（Cfa）

　・大陸東岸で夏が雨季となる温暖冬季少雨気候区（Cw）



●西岸海洋性気候区…褐色森林土が分布
　　酪農や、穀物栽培・家畜飼育・根菜類を組み合わせた
　　混合農業が特徴

●地中海性気候区…耐乾性の硬葉樹のオリーブやオレン
　　　　　　　　　ジ、レモン、トマト、ブドウなどの果樹
　　　　　　　　　栽培が特徴

●温暖湿潤気候区…褐色森林土が分布
　　　　　　　　　高温多湿な夏に稲作が行われている

●温暖冬季小雨気候区…茶の栽培が特徴



☆5色の戦隊でまとめると

赤色（ラトソル）：熱帯の戦士

黄色（砂漠土）：砂漠の戦士

黒色（チェルノーゼム）：ステップの戦士

茶色（褐色森林土）：温帯の戦士

灰色（ポドゾル）：亜寒帯の戦士

（注）褐色とは、茶色のことです。お茶と紛らわしいの
で、専門用語を使っています。



亜寒帯・寒帯の人々の暮らし　教科書p86-87

●亜寒帯…北半球の北緯40度以北の高緯度に広がる
　・一年を通じて一定の降水量がみられる亜寒帯湿潤気候
　　区（Df）
　・夏を中心に降水がみられる亜寒帯冬季少雨気候区（Dw）
　・北部…針葉樹林（タイガ）が分布。土壌は灰白色のポド
　　　　　ゾルが特徴。

●寒帯…亜寒帯よりさらに気温が下がる。農業には適さな
　　　　い。
　・コケ類や地衣類のみ生育するツンドラ気候区（ET）
　・最暖月でも気温が0℃未満で植生が存在しない氷雪気
　　候区（EF）



●亜寒帯南部…温帯に近く、短い夏が利用できる
　　→春小麦やライ麦、じゃがいもなどを栽培。酪農も

●亜寒帯北部…針葉樹林が広がり林業が盛ん。
　　→製材・製紙工業が発達。

●ツンドラ気候区
　・カナダのイヌイット（エスキモー）はアザラシなどの狩猟
　・スカンディナビア半島北部のサーミはトナカイの遊牧。

●シベリアやカナダには永久凍土が分布。マンモス復活

　　→地球温暖化によって熱で氷が溶け地盤沈下が起こって
　　　いる。　サハ共和国地盤沈下

　　→高床式にするなどの対策がみられる。
　　


























































