
283282 ◦用語解説

砂
すな

や粘
ねん

土
ど

が積もってできた地形を三角州とい
う。形がギリシャ文字のデルタ（Δ）に似てい
ることから，「デルタ」ともいわれる。水田
などに利用されていることが多い。太

おお
田
た

川
がわ

の
河口付近（広

ひろ
島
しま

県）（➡p.188, 192）や，ガン
ジス川・ブラマプトラ川の河口付近（イン
ド・バングラデシュ）などにみられる。

リアス海岸　（➡p.153, 177, 247）
リアスとは，スペインの北西海岸に発達する

「ria」とよばれる入り組んだ湾
わん

に由来してい
る。陸地が沈

しず
み込

こ
んだり海面が上

じょう
昇
しょう

したりす
ることにより，谷に海水が入り込んでできた
海岸をいう。水深が深く，波がおだやかなた
め，港の立地や魚の養

よう
殖
しょく

には適しているが，
津
つ

波
なみ

による被
ひ

害
がい

を受けやすい（➡p.247）。日
本では三

さん
陸
りく

海岸や若
わか

狭
さ

湾，志
し

摩
ま

半島などにみ
られる。

気候帯　（➡p.31）
同じような気候の特色をもつ地

ち
域
いき

の広がりを
気候帯という。ドイツの気候学者ケッペン

（1846-1940）は，気候の影
えい

響
きょう

を受けやすい
植生の違

ちが
いから世界をいくつもの気候帯に区

分した。まず，樹
じゅ

木
もく

をもとに樹木気候と無樹
木気候に分けた。次に，樹木気候を気温から
熱帯・温帯・冷帯に，無樹木気候を寒帯と乾

かん

燥
そう

帯に分けた。さらに雨の降
ふ

り方や植生の様
子によって細かい気候区に分けている。

植生　（➡p.31）
一定の場所にみられる植物の集まりを指す。
気候や土

ど
壌
じょう

のほか，人の手が加わるかどうか
により違

ちが
いが生まれる。

季節風（モンスーン）　（➡p.37, 51,  

60, 156, 157, 177, 191, 205, 218, 233, 

262）
地球的な規

き
模
ぼ

で吹
ふ

く風の一つ。季節によって
風向きが逆になる風で，夏は海洋から大陸へ，
冬は大陸から海洋へ吹く。日本を含

ふく
む東アジ

アや東南アジア，南アジアの気候や人々の生
活に大きな影

えい
響
きょう

を及
およ

ぼしている。

偏
へん
西
せい
風
ふう
　（➡p.37, 68）

北極・南極を取り巻
ま

いて西から東へ向かって
吹
ふ

く風である。南北半球の緯
い

度
ど

40～50度
付近を中心とした地

ち
域
いき

に，ほぼ一年中吹いて
いる。西ヨーロッパの気候や人々の生活に大
きな影

えい
響
きょう

を及
およ

ぼしている。

海流　（➡p.30）
地球的な規

き
模
ぼ

で起きる大きな海水の流れを海
流という。海流は，主に風や塩分濃

のう
度
ど

の違
ちが

い
によって生じる。気温が高い低

てい
緯
い

度
ど

から高緯
度に向かって流れる，周りより水温が高い海
流を暖

だん
流
りゅう
（➡p.30, 68, 153, 156, 177, 205, 

218, 233, 247, 262），気温の低い高緯度か
ら低緯度に向かって流れる，周りより水温が
低い海流を寒流（➡p.30, 153, 247）という。
暖流や寒流は海に近い場所の気候や漁業など
に影
えい

響
きょう

を及
およ

ぼしている。

高山都市　（➡p.41, 109）
低
てい

緯
い

度
ど

地方の熱帯気候の地
ち

域
いき

では，低地は気
温・湿

しつ
度
ど

がともに高く暮
く

らしにくいのに対し
て，高地では気温がそれほど上がらない。こ
のような高山に現れる気候（高山気候）は，気
候帯による区分では寒帯などになる。こうし
た場所にできた，南アメリカのラパス（ボリ
ビア）やキト（エクアドル）のような都市を高
山都市という。高地では気温・気圧が低くな
り，酸素も薄

うす
くなるため，低地から訪

おとず
れる人

の中には，適応できずに頭
ず

痛
つう

・疲
ひ

労
ろう

・はき
け・めまいなどの症

しょう
状
じょう

がでる「高
こう

山
ざん

病
びょう

」にな
る人もいる。

埋
う
め立て・干

かん
拓
たく

遠浅の海岸など水深の浅い海・湖を干
ひ

上がら
せて，人工的に土地をつくることを干拓（➡
p.192, 227）という。一方，山を切りくずし
た土やごみなどの廃

はい
棄
き

物
ぶつ

を積み上げてつくる
ことを埋め立て（➡p.185, 208, 235, 236, 

238）という。日本の海岸には，こうした干
拓や埋め立てによって農地や工場がつくられ
た所が多く，もとの海岸のすがたが大きく変
化してきた。

フィヨルド　（➡p.66, 69）
氷河にけずられてできた，Ｕ字形の谷に，海
水が浸

しん
入
にゅう

してできた入り江
え

をフィヨルドとい
う。急な崖

がけ
がせまる細長く狭

せま
い湾
わん

が，陸地の
奥
おく

まで入り込
こ

む氷河地形。波が静かで水深も
深いので港としても利用される。スカンディ
ナビア半島の大西洋岸に多くみられる地形で，
景色が雄

ゆう
大
だい

で美しいため，観光資
し

源
げん

としても
重要である。

台風　（➡p.157, 177, 191）
日本・フィリピンをはじめとする，東アジ
ア・東南アジアなどに暴風雨をもたらす熱帯
低気圧のことを台風という。フィリピン周辺

や南シナ海で発生し，北上して日本や東アジ
ア一帯に風水害をもたらす。カリブ海やメキ
シコ湾

わん
で発生し，アメリカの南部などを襲

おそ
う

熱帯低気圧をハリケーン（➡p.95, 103），ベ
ンガル湾やアラビア海で発生し，南アジアを
襲う熱帯低気圧をサイクロンという。

蛇
だ
行
こう
　（➡p.155, 264）

川の中
ちゅう

流
りゅう

域
いき

から下流域では，傾
けい

斜
しゃ

がほとんど
ない平らな地形となるため，そこを流れる川
がＳの字を描

えが
き，蛇

へび
のように曲がりくねって

流れるようになる。これを蛇行という。石
いし

狩
かり

川
がわ

や信
しな

濃
の

川
がわ

の流域などでみられるが，洪
こう

水
ずい

を
防ぐために川を直線状につけかえる工事が行
われたところも多い。

針
しん
葉
よう
樹
じゅ
・広葉樹

小型で針のような葉を持つ樹
じゅ

木
もく

を針葉樹（➡ 
p.39, 78, 95）といい，日本でよくみられる
マツ・スギなどが代表的である。熱帯を除

のぞ
く

広い地
ち

域
いき

に分布しており，冷帯（亜
あ

寒帯）など
にもみられる。材木に適したものも多い。こ
れに対して，広い葉を持つ樹木を広葉樹とい
う。熱帯から冷帯にかけて広い範

はん
囲
い

にみられ
るが，温帯・冷帯では落葉する広葉樹が多い。

干
ひ
潟
がた
　（➡p.153, 177, 190）

干潮の時にだけ海面上に現れる湿
しっ

地
ち

を干潟と
よび，水深が浅く満潮と干潮の差が大きいと
ころでよくみられる。多くの魚

ぎょ
介
かい

類
るい

が生息し
ているため，渡

わた
り鳥などの野鳥が集まるえさ

場となってきたが，埋
う

め立て・干
かん

拓
たく

により減
少してきている。

泥
でい
炭
たん
地　（➡p.264）

泥炭が堆
たい

積
せき

した，農業に適さない沼
ぬま

地
ち

や湿
しっ

地
ち

のことを指す。沼地や湿地に枯
か

れた植物が堆
積し，十分に分解されないまま長い年月を経
て泥

どろ
状
じょう

の炭
すみ

になったものを泥炭という。低温
で分解速度が遅

おそ
くなる，高地や寒冷地に広く

分布する。日本では主に北
ほっ

海
かい

道
どう

地方を中心に，
北日本にみられる。

マングローブ　（➡p.153）
熱帯の波のおだやかな入り江

え
や河口部の泥

でい
地
ち

に育つ，塩水に強い常緑広葉樹
じゅ

のことをいう。
マングローブの育つ，海水と淡

たん
水
すい

が混じり合
う場所には魚

ぎょ
介
かい

類
るい

が多く，豊かな生態系
けい

がみ
られるが，東南アジアではえび養

よう
殖
しょく

場
じょう

の建設
などによる伐

ばっ
採
さい

が進んでいる。日本でも南西
諸
しょ

島
とう

などでみられる。

経
けい
線
せん
（子

し
午
ご
線
せん
）　（➡p.9, 12, 20, 21）

地球の北極点と南極点を結んだ半円状の線を
経線という。昔の日本人は東西南北などの方
位（➡p.6）を十

じゅう
二
に

支
し

で表し，北を子，南を午
と表した。そこで，南北を結ぶ線という意味
で経線を子午線とよんだ。

地球の自転と公転　（➡p.13）
地球が１日（約24時間）で一回転することを
自転という。自転にともない，さまざまな力
が発生し，大気や海流の動き，台風の移動な
どが生じる。これに対し，地球が太陽の周り
を１年（約365日）かけて一周することを公
転という。公転する軌

き
道
どう

に対して，地球の自
転の軸

じく
は垂直ではなく傾

かたむ
いているため，公転

により季節の変化が生じる。

白
びゃく
夜
や
　（➡p.13, 39）

緯
い

度
ど

が66. ６度以上の北極圏
けん

や南極圏で夏の
季節にみられる，一日中太陽が沈

しず
まない現象

を白夜という。夜でも太陽が沈まないため，
真っ暗にならず薄

うす
明るい。

独立国　（➡p.16）
「主

しゅ
権
けん

・国民・領
りょう

域
いき

の三つの要素をもってい
る」「国どうしの取り決めや条約を結ぶ能力を
もっている」「自由に主権を行使できる」など
の条件を満たした国家を独立国という。

植民地　（➡p.16, 23, 60, 86, 88, 109, 

111）
そこを支配する国（宗

そう
主
しゅ

国）によって，主
しゅ

権
けん

を
うばわれており，さまざまな制約を受けてい
る地

ち
域
いき

や領土のこと。

先進国　（➡p.71, 86, 122）
経
けい

済
ざい

が発
はっ

展
てん

している国々。経済協力開発機構
（OECD）に属する国々を示すこともあるが
はっきりとした定義はない。

発
はっ
展
てん
途
と
上
じょう
国
こく
　（➡p.51, 162）

現在，経
けい

済
ざい

が発展しつつある国々を指す。一
人当たりの国民総所得によっていくつかのグ
ループに分けられることもある。

グローバル化　（➡p.42, 115）
グローバリゼーションともいい，人・モノ・
カネが国や地

ち
域
いき

の範
はん

囲
い

をこえて，世界全体を
対象として動いている状

じょう
況
きょう

を指す。さまざま
な活動が地球規

き
模
ぼ

で行われるようになると，
生産に最適な場所で，低いコストでモノを生
産できるなどのメリットが生じる。その反面，
国・地域間の競争が激

はげ
しくなり，貧

ひん
富
ぷ

の格差
が大きくなるなどの問題も発生する。多

た
国
こく

籍
せき

企
き

業
ぎょう

の展開など，グローバル化は身近なとこ
ろでも進んでいる。
 
国際連合（国連）　（➡p.16）

国際平和の維
い

持
じ

や，国際的な協力の実現を目
的として1945年に創

そう
設
せつ

された国際的な組織
で，日本を含

ふく
む193か国（2018年）が加

か
盟
めい

し
ている。本部はニューヨークにある。安

あん
全
ぜん

保
ほ

障
しょう

理
り

事
じ

会
かい

などの主要機関をもち，国際経
けい

済
ざい

や
人
じん

権
けん

保障，地
ち

域
いき

紛
ふん

争
そう

の解決など，多面的な活
動をしている。

多文化主義　（➡p.103, 124）
さまざまな文化的な特

とく
徴
ちょう

をもった異
こと

なる民族
の人々が，お互

たが
いの文化を尊

そん
重
ちょう

しあいながら，
平等に暮

く
らすことを目標とする考え方のこと

をいう。カナダやオーストラリアでは，民族
による差別をなくすだけでなく，お互いの文
化を学ぶ機会を多く設けるなど，国の政

せい
策
さく

に
も反

はん
映
えい

させている。

プレート　（➡p.151, 158）
地球の表面をおおっている厚さが100kmほ
どの岩板のことを指す。大陸プレートと海洋
プレートに分かれる。地球全体が14～15
枚のプレートでおおわれている。日本列島付
近には４枚のプレート（太平洋，北アメリカ，
フィリピン海，ユーラシア）が接する地点が
ある。プレートどうしの境界付近では，地

じ
震
しん

や火山などの活動が活発となる。

大
たい
陸
りく
棚
だな
　（➡p.153）

大陸の周辺にみられる，海岸から緩
ゆる

やかに傾
けい

斜
しゃ

しながら続く水深200mまでの海底のこ
とを指す。漁場や海底資

し
源
げん

という点での注目

度も高いため，近年では，国際的な取り決め
により，その範

はん
囲
い

が定められつつある。

フォッサマグナ　（➡p.152）
日本の本州中央部の糸

いと
魚
い

川
がわ

市－松
まつ

本
もと

市－静
しず

岡
おか

市を結ぶ線（糸魚川－静岡構造線）を西の縁
ふち

と
して，地面が大きく落ち込

こ
んだところをフォ

ッサマグナ（大きな溝
みぞ

）という。ここには，姫
ひめ

川
かわ

，青
あお

木
き

湖
こ

，諏
す

訪
わ

湖
こ

，釜
かま

無
なし

川
がわ

，富
ふ

士
じ

川
かわ

などが
位置している。フォッサマグナを境として，
地形・地質のうえで日本の国土は東北日本と
西南日本に分けられる。

活
かつ
断
だん
層
そう
　（➡p.158）

活断層とは数十万年前以
い

降
こう

にくり返し活動が
みられ，今後も活動すると考えられる断層を
指す。1995年の阪

はん
神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

を招いた
兵
ひょう

庫
ご

県南部地震は，震
しん

源
げん

近くの活断層である
野
の

島
じま

断層が横ずれを起こしたことが原因であ
った。

平野　（➡p.151, 154, 155, 164, 232）
平野の中でも，川などの力によってけずられ
てできたものを侵

しん
食
しょく

平野という。東ヨーロッ
パ平原やアメリカ中央平原などが代表的であ
る。これに対して，川・海などの力によって
運ばれてきた土

ど
砂
しゃ

が積もってできたものを堆
たい

積
せき

平野とよんでいる。堆積平野の中で，今か
ら約１万年前以

い
降
こう

の新しい時代に，川や海な
どの力によって運ばれてきた土砂が積もって
できた平野を沖

ちゅう
積
せき

平野という。沖積平野は堆
積平野に含

ふく
まれ，日本では関

かん
東
とう

平野や濃
のう

尾
び

平
野などがこれで，生活の場となっている。

扇
せん
状
じょう
地
ち
　（➡p.155, 224, 227）

川が山地から平地に流れ出るところ（谷
たに

口
ぐち

）に，
川によって運ばれた岩や石などが積もってで
きた扇

おうぎ
の形をした地形を扇状地という。水は

けがよく，果
か

樹
じゅ

園
えん

などに利用されていること
が多い。甲

こう
府
ふ

盆
ぼん

地
ち
（山

やま
梨
なし

県）や富
と

山
やま

平野（富山
県）には扇状地が多く，平野全体がいくつも
の扇状地からできている。

三角州（デルタ）　（➡p.155, 188, 

192）
川が海や湖などに流れ込

こ
むところ（河

か
口
こう

）に，
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世界の国々

289288 ◦世界の国々のあらまし

世界の国々のあらまし
国名 面積 

（万k㎡）
人口 

（万人）
人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

アジアの国々
1 アゼルバイジャン 9 992 115 3767
2 アフガニスタン 65 3637 56 591
3 アラブ首長国連邦 8 954 114 37848
4 アルメニア 3 293 99 3691
5 イエメン 53 2892 55 935
6 イスラエル 2 845 383 38321
7 イラク 44 3934 90 4274
8 イラン 163 8201 50 5316
9 インド 329 135405 412 1685

10 インドネシア 191 26680 140 3605
11 ウズベキスタン 45 3237 72 2267
12 オマーン 31 483 16 13385
13 カザフスタン 273 1840 7 6805
14 カタール 1 270 232 58893
15 カンボジア 18 1625 90 1192
16 キプロス 0.9 119 129 23259
17 キルギス 20 613 31 1057
18 クウェート 2 420 236 29425
19 サウジアラビア 221 3355 15 20309
20 ジョージア 7 391 56 3451
21 シリア 19 1828 99 1178
22 シンガポール 720k㎡ 579 8055 51126
23 スリランカ 7 2095 319 3800
24 タイ 51 6918 135 5604
25 大韓民国 10 5116 510 27813
26 タジキスタン 14 911 64 992
27 中華人民共和国 960 141505 147 7963
28 朝鮮民主主義人民共和国 12 2561 212 667
29 トルクメニスタン 49 585 12 6080
30 トルコ 78 8192 105 10749
31 日本 38 12719 341 39881
32 ネパール 15 2962 201 733
33 パキスタン 80 20081 252 1555
34 バーレーン 770k㎡ 157 2032 21319
35 バングラデシュ 15 16637 1127 1433
36 東ティモール 2 132 89 1680
37 フィリピン 30 10651 355 3552
38 ブータン 4 82 21 2543
39 ブルネイ 0.6 43 75 28883
40 ベトナム 33 9649 292 2059
41 マレーシア 33 3204 97 9214
42 ミャンマー 68 5386 80 1239
43 モルディブ 298k㎡ 44 1481 10049
44 モンゴル 156 312 2 3437
45 ヨルダン 9 990 111 4056
46 ラオス 24 696 29 2237
47 レバノン 1 609 583 8317

アフリカの国々
1 アルジェリア 238 4201 18 3890
2 アンゴラ 125 3077 25 3554

国名 面積 
（万k㎡）

人口 
（万人）

人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

3 ウガンダ 24 4427 183 600
4 エジプト 100 9938 99 2778
5 エスワティニ 2 139 80 2321
6 エチオピア 110 10754 97 684
7 エリトリア 12 519 44 1083
8 ガーナ 24 2946 124 1468
9 カーボベルデ 0.4 55 137 2883

10 ガボン 27 207 8 6584
11 カメルーン 48 2468 52 1358
12 ガンビア 1 216 192 469
13 ギニア 25 1305 53 628
14 ギニアビサウ 4 191 53 617
15 ケニア 59 5095 86 1441
16 コートジボワール 32 2491 77 1499
17 コモロ 0.2 83 372 1447
18 コンゴ共和国 34 540 16 1428
19 コンゴ民主共和国 235 8401 36 503
20 サントメ・プリンシペ 0.1 21 217 1720
21 ザンビア 75 1761 23 1226
22 シエラレオネ 7 772 107 459
23 ジブチ 2 97 42 2143
24 ジンバブエ 39 1691 43 957
25 スーダン 188 4151 22 1820
26 セーシェル 460k㎡ 10 208 14235
27 赤道ギニア 3 131 47 5827
28 セネガル 20 1629 83 915
29 ソマリア 64 1518 24 88
30 タンザニア 95 5909 62 861
31 チャド 128 1535 12 765
32 中央アフリカ 62 474 8 394
33 チュニジア 16 1166 71 3501
34 トーゴ 6 799 141 538
35 ナイジェリア 92 19588 212 2129
36 ナミビア 82 259 3 4312
37 ニジェール 127 2231 18 356
38 ブルキナファソ 27 1975 72 609
39 ブルンジ 3 1122 403 271
40 ベナン 12 1149 100 812
41 ボツワナ 58 233 4 6639
42 マダガスカル 59 2626 45 432
43 マラウイ 12 1917 162 287
44 マリ 124 1911 15 751
45 南アフリカ共和国 122 5740 47 5128
46 南スーダン共和国 64 1292 20 546
47 モザンビーク 80 3053 38 370
48 モーリシャス 0.2 127 644 9628
49 モーリタニア 103 454 4 1046
50 モロッコ 45 3619 81 2883
51 リビア 168 647 4 7029
52 リベリア 11 485 44 518
53 ルワンダ 3 1250 475 688

国名 面積 
（万k㎡）

人口 
（万人）

人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

54 レソト 3 226 75 1139
ヨーロッパの国々

1 アイスランド 10 34 3 62103
2 アイルランド 7 480 69 53304
3 アルバニア 3 293 102 4038
4 アンドラ 468k㎡ 8 164 36987
5 イギリス 24 6657 275 39333
6 イタリア 30 5929 196 31349
7 ウクライナ 60 4401 73 2078
8 エストニア 5 131 29 17435
9 オーストリア 8 875 104 44834

10 オランダ 4 1708 411 45206
11 北マケドニア 3 209 81 4944
12 ギリシャ 13 1114 84 17321
13 クロアチア 6 417 74 11789
14 コソボ 1 183 168 3863
15 サンマリノ  61k㎡ 3 550 40586
16 スイス 4 854 207 80350
17 スウェーデン 44 998 23 52849
18 スペイン 51 4640 92 26689
19 スロバキア 5 545 111 16062
20 スロベニア 2 208 103 20836
21 セルビア 8 702 91 5119
22 チェコ 8 1063 135 17228
23 デンマーク ＊4 575 134 55115
24 ドイツ 36 8229 230 43174
25 ノルウェー ＊32 535 17 74380
26 バチカン市国 0.44k㎡ 0.08 1820 −
27 ハンガリー 9 969 104 12396
28 フィンランド 34 554 16 43777
29 フランス 55 6523 118 37412
30 ブルガリア 11 704 63 7446
31 ベラルーシ 21 945 46 4760
32 ベルギー 3 1150 377 40728
33 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 350 68 4740
34 ポーランド 31 3811 122 11870
35 ポルトガル 9 1029 112 19322
36 マルタ 316k㎡ 43 1372 24036
37 モナコ 　2k㎡ 4 19449 168004
38 モルドバ 3 404 119 1773
39 モンテネグロ 1 63 46 7051
40 ラトビア 7 193 30 13959
41 リトアニア 7 288 44 14127
42 リヒテンシュタイン 160k㎡ 4 238 134660
43 ルクセンブルク 0.3 59 228 69259
44 ルーマニア 24 1958 82 9216
45 ロシア連邦 1710 14397 8 8422

北アメリカの国々
1 アメリカ合衆国 983 32677 33 58876
2 アンティグア・バーブーダ 440k㎡ 10 233 13973
3 エルサルバドル 2 641 305 4030

国名 面積 
（万k㎡）

人口 
（万人）

人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

4 カナダ 999 3695 4 41568
5 キューバ 11 1149 105 7709
6 グアテマラ 11 1725 158 4035
7 グレナダ 340k㎡ 11 314 9139
8 コスタリカ 5 495 97 11212
9 ジャマイカ 1 290 264 4652

10 セントクリストファー・ネービス 260k㎡ 6 214 16050

11 セントビンセント及び
グレナディーン諸島 390k㎡ 11 283 6831

12 セントルシア 620k㎡ 18 333 7070
13 ドミニカ共和国 5 1088 224 6422
14 ドミニカ国 750k㎡ 7 99 6819
15 トリニダード・トバゴ 0.5 137 268 17039
16 ニカラグア 13 629 48 2094
17 ハイチ 3 1111 400 709
18 パナマ 8 416 55 12475
19 バハマ 1 40 29 31780
20 バルバドス 430k㎡ 29 664 15514
21 ベリーズ 2 38 17 4495
22 ホンジュラス 11 942 84 2199
23 メキシコ 196 13076 67 8388

南アメリカの国々
1 アルゼンチン 278 4469 16 12161
2 ウルグアイ 17 347 20 14847
3 エクアドル 26 1686 66 5869
4 ガイアナ 22 78 4 4451
5 コロンビア 114 4947 43 5662
6 スリナム 16 57 3 5669
7 チリ 76 1820 24 13397
8 パラグアイ 41 690 17 3862
9 ブラジル 852 21087 25 8467

10 ベネズエラ 91 3238 36 8991
11 ペルー 129 3255 25 5800
12 ボリビア 110 1122 10 3044

オセアニアの国々
1 オーストラリア 769 2477 3 52730
2 キリバス 730k㎡ 12 163 2402
3 クック諸島 237k㎡ 2 74 16698
4 サモア 0.3 20 70 4115
5 ソロモン諸島 3 62 22 1742
6 ツバル 26k㎡ 1 434 5363
7 トンガ 720k㎡ 11 146 3827
8 ナウル 21k㎡ 1 539 9420
9 ニウエ 259k㎡ 0.2 6 −

10 ニュージーランド 27 475 18 39223
11 バヌアツ 1 28 23 3045
12 パプアニューギニア 46 842 18 2352
13 パラオ 488k㎡ 2 48 13134
14 フィジー共和国 2 91 50 4969
15 マーシャル諸島 180k㎡ 5 294 4678
16 ミクロネシア連邦 700k㎡ 11 151 3662

（面積 2015年，人口 2018年7月1日現在，国民一人当たりGNI［国民総所得］ 2016年，『デモグラフィックイヤーブック』ほか）

＊ノルウェーの面積には，スバールバル諸島・ヤンマイエン島（6.2万k㎡）を含
ふく

む。デンマークの面積には，グリーンランド（216.6万k㎡）を含まず。

インターネットを活用して 
学びを広げることができる「まなびリンク」
章・節の扉ページに「まなびリンク」を設けました。教育出版のウェブサ
イトから，学習に役立つさまざまな情報にアクセスすることができます。
※無料で利用できますが，通信料がかかります。また，端末の操作やインターネットの
利用のルール，情報リテラシーについては適宜ご指導ください。

▲ p.282 ▲ p.288
▼︎ p.28-29

巻末の，充実の用語解説と
世界と日本の統計資料
難解な用語や補足説明の必要な箇所
には巻末に丁寧な用語解説を付けま
した。統計資料も世界・日本をそれ
ぞれ掲載しています。

特別支援やユニバーサルデザインの視点を
大切にした教科書づくり
教育のユニバーサルデザインの実現にむけ，埼玉大学の
名
な
越
ごし
斉
なお
子
こ
先生に社会科全体を監修していただきました。

より多くの生徒が学びやすいように，レイアウトや配色，
書体などの表現を工夫しています。

「世界の国々のあらまし」 【p.288-289】と，
「日本の都道府県のあらまし【p.290-291】」も

掲載しています。

図やグラフなど，教科書中の表
現には，色覚の個人差を問わず，
より多くの人に見やすいカラー
ユニバーサルデザインを取り入
れています。

例えば，吹き出し
中 の 読 みや す い
改行の工夫。

本文や注など，教科書中の文章
には，見やすく読みまちがえに
くいユニバーサルデザインフォ
ントを使用しています。

特色 3  − 3  のポイント：学びに向かう力／ユニバーサルデザイン／カラーユニバーサルデザイン／まなびリンク 19
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