
8 身近な気候と人々の暮らし

コンテンツのなかから気候と関係す
る地域の様々な事象を探してみよう

インドネシア、ジャワ島、ボゴール・バンドン間の峠にて

https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/shien.html


1．気候とかかわる生活文化

文化とは：地域における人、自然、社会の相互作用の
中で時間をかけて生み出されるもの

生活文化とは： 地域の人、自然、社会と関係性を持
続する暮らしのなかで、時間をかけて生み出されたも
の

これは近藤案。自分でも考えてみよう！

“人々の暮らしは少なからず気候の影響を受けて
いる”（教科書より）

どんな影響があるか、探してみよ
う！

気候と関わる暮らしやひとの感じ方を考えてみよう！

・雨季はいつですか
・洪水期はいつですか
・どんな衣服を着ていますか
・季節ごとに衣服は替えますか
・好きな地域の食べ物はありますか
・ふるさとはどんなところですか

ケッペンの気候区分図を見ながら、世界各地の生活文
化と気候の関係について調べてみよう！



2．気候の寒暖と生活文化



世界の衣服 （二宮書店 新編地理A）

気候と衣服の関係につい
て事例を探してみよう

インドのサードゥ(Wikipedia)

イヌイットの衣装
https://log-
bennkyou.com/2115/



世界の住居 （二宮書店 新編地理A）

気候と住居の関係につい
て事例を探してみよう

スマトラの高床式住居
https://www.indonesialove.co
m/house/

タンザニア、スクマ族の住居
https://morogoro.exblog.jp/3
611748/



伝統的な住居と、最新鋭の住居

住居の近代化は気候と住居の関係性を分断したといえるかも知れない
季節を感じさせない、快適な暮らし
・これは進歩だろうか
・敷地面積を広くとり、建ぺい率を小さくした緑豊かな住居は、身体に優しいか
・気候変動（地球温暖化）に対応するには、科学技術に頼らざるを得ないのか
⇒考えてみよう

ZEB、ZEHとは
ZEB（ゼブ）はNet Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、ZEH（ゼッチ）は、Net 
Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称で、どちらも快適な室内環境を実現しな
がら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。建物の仕
組みで大きく省エネを進めた上で、太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用することでエネルギー消費
量を正味でゼロにすることを目指しています。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/sustainability-square/glossary/word7.html

地理的空間のなかにXEB、XEH
を配置して、その機能を考えて
みよう！

https://publicdomainq.net/shirakawa-go-folk-houses-0019742/



3．限られた水資源と乾燥地の暮らし

雨の多い日本では水はあってあたりまえと思っている人
も多いかも知れない⇒どうですか？

世界のなかでは乾燥・半乾燥地域が陸地面積の半分近く
を占める

世界の代表的な水問題
・アメリカ、ハイプレーンの地下水位低下問題
・中国河北平原の地下水位低下問題
・エジプト、ニューバレー県の地下水位低下問題

地下水位低下問題
が多いようだ！

もうひとつの水問題－水があるのにつかえない－

水質汚染
汚染は近代文明人であるわたしたちの生活態度の反映

どんな未来社会をめ
ざしたら良いのか

水の利用にはルールがある 世界には地域性に応じた様々なルール⇒調べてみよう



シンガポールの水資源
①海水淡水化
②貯水池
③輸入（マレーシアから）
④NEWater（ニューウォーター）

https://www.edb.gov.sg/ja/newsroom/news-
library/singapores-four-faucets.html

モルジブの水資源
・雨水貯留（？）
・淡水レンズ：珊瑚礁の島にわずか
に貯留する淡水（？）
・海水淡水化
・輸入（ミネラルウォーター）

©Google

水が乏しい地域の水資源について考えてみよう－観光地として行く機会がありそうな地域から－



4．日本の気候

日本は（一部を除いて）温暖湿潤気候⇒日本列島は南北に長いため、気候も多様

https://www.orionbeer.co.jp/story/kanhizakura/ https://world-natural-
heritage.jp/season/shiretoko-season-jp/

1月、沖縄では緋寒桜が咲き、

北海道知床では流氷が接岸する

https://www.orionbeer.co.jp/story/kanhizakura/

https://shiretoko-1.com/blog/13

5月、沖縄では梅雨が始まる。

ただし、スコール性の雨で、こ
んな格好でも大丈夫だそう。北
海道では蝦夷山桜が開花。

北海道沖縄



4．日本の気候 夏

梅雨期の東アジア周辺地域の気圧と
気流分布（風景のなかの自然地理）

8月のグローバルな平均風、および降水量や雲量の多い
地域（赤メッシュ）（風景のなかの自然地理）

・梅雨明け後の夏季は太平洋高気圧に覆われて、からっと暑い。
・偏西風（ジェット気流）の蛇行が生じると、日本では猛暑となることがある
・オホーツク海高気圧が強くなると、冷たい北東の風が吹き（ヤマセ）、東北地方の冷害をもたらした
・台風がたくさんやってくる（発生は一年中、夏季が多いということ）



4．日本の気候 冬

冬の北西季節風と、日本海側、太平洋側のコントラスト
・冬はからっと晴天、どんより雪雲、どっちが好き？



4．日本の気候 ブロッキング高気圧

中緯度上空を流れる偏西風が大きく南北に持続的に蛇行し、それが持続すると気温や降水が平年とは異
なる状態が続くことになるため、偏西風の蛇行は異常気象をもたらす重要な要因の一つです。この蛇行
が高緯度側にひときわ大きく起こっている場所ではブロッキング高気圧が形成されている。(東大AORI)

梅雨時にオホーツク海付近でブロッキング高気圧が形
成されると、北東の冷たい気流が東北地方に流入し、
冷害や米の作況指数の低下をもたらす。

イーハトーブを冷害から救うためにはどうすれば良い
のだろうか。火山を噴火させてCO2を放出させよう！
（宮沢賢治、グルコーブドリの伝記）

https://eiga.com/movie/57598/ https://www.tarc-agrimet.affrc.go.jp/reigai/zusetu/kisyo/block.html



4．日本の気候

標準的な日本の季節区分。ただし、地域によっても異
なる。最近は気候変動により季節感も変わってきた。

①冬（12月中旬～3月上旬）
②春（3月中旬～6月上旬）
③梅雨（6月中旬～7月中旬）
④夏（7月下旬～8月上旬）
⑤秋雨（9月上旬～9月下旬）
⑥秋（10月上旬～12月上旬）

それぞれの季節にどんな特徴的な事象があるか、調べ
てみよう。



コラム 日本の気候景観

気候要素 自然景観 文化景観

風

•植生分布（風衝地植生、しっ
ぽ状植生[注釈 2]）、森林限界、
縞枯れ
•偏形樹、樹幹の偏倚・年輪
•風食地形（砂丘など）、風食
礫（三稜石など）
気候景観：モンスター[注釈 3]、
樹氷、エビノシッポ、着氷の方
向、雪面形[注釈 4]

•屋敷林（カイニョ、イグネ、
築地松など）
•防風林、耕地防風林（防砂林、
防雪林、防霧林、防霜林など）
•しぶきよけ[注釈 5]

•雪囲い、間垣
•家屋の形態・配置（煙だしの
方向、蔵・母屋の配列など）

気温

•植生分布、森林限界
•生物季節（開花・発芽・紅
葉・落葉現象）
•周氷河地形
気候景観：降霜、雪形

•防霜林（ササ竹）
•桑畑の分布・仕立て方
•茶畑、果樹園の分布
•霜害の分布

積雪

•植生分布（雪田群落など）
•着生植物の分布高度
•偏形樹、針葉樹の枝の下垂、
枝抜け
•根曲がり
•周氷河地形

•雪囲い
•防雪林
•雁木造
•家屋の形態（屋根の形、窓や
戸の位置など）

その他 •着生植物の分布（乾湿）
•山間地における集落の位置
•土地利用（日照）

地域における気候が自然や暮らしに反映された景観

Wikipediaにも載っているが、具体的な事例を探してみよう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E6%99%AF%E8%A6%B3#cite_note-12
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E9%99%90%E7%95%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%9E%E6%9E%AF%E3%82%8C%E7%8F%BE%E8%B1%A1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%81%8F%E5%BD%A2%E6%A8%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E8%BC%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E4%B8%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%A8%9C%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E6%99%AF%E8%A6%B3#cite_note-13
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%B9%E6%B0%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E6%99%AF%E8%A6%B3#cite_note-15
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E6%95%B7%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E9%A2%A8%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E6%99%AF%E8%A6%B3#cite_note-17
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E5%9B%B2%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E6%B8%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E8%8A%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E6%B0%B7%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%91%E7%95%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E7%95%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%8D%E9%9B%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9D%80%E7%94%9F%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E8%91%89%E6%A8%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E9%9B%AA%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%81%E6%9C%A8%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%B1%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E6%A0%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E8%90%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8
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