
地理情報と地図，地図の活用と地域調査に関して，問 1～問 4に答えよ。

問 1　ハナさんは，「時差があることは不便なことばかりなのだろうか」という主題が掲げられた

地理の授業において，資料 1～資料 3を得た。これらの資料を基にしたメモ中の下線部Ｘ，

Ｙの内容の正誤についての説明として最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選

べ。解答番号は 1 。

資料 1　世界のいくつかの証券取引所の取引時間（現地時間）

証券取引所 都　市 取引時間

東京証券取引所 東　　京 9：00～15：00

ニュージーランド証券取引所 ウェリントン 9：00～16：00

ニューヨーク証券取引所 ニューヨーク 9：30～16：00

香港証券取引所 香　　港 9：30～16：00

ロンドン証券取引所 ロンドン 8：00～16：30

注）取引の開始時刻から終了時刻までを示しており，休憩時間は考慮していない。
（https://resource.ashigaru.jp/exchange/ などにより作成）

資料 2　資料 1中の証券取引所が位置する都市と世界の等時帯地図
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（「地理屋にできること」などにより作成）
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資料 3　資料 1中のロンドンといずれか三つの証券取引所の取引時間（グリニッジ標準時）
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メモ

● 各証券取引所の取引時間は資料 1では現地時間で，資料 3ではグリニッジ標準時で示

されており，サマータイムは考慮していない。

●資料 3には，資料 1中の五つの証券取引所の取引時間のうちの一つが抜けている。

●資料 1と資料 2を踏まえると，資料 3で抜けているのはＸ東京証券取引所である。

● 資料 3に資料 1の五つの証券取引所の取引時間をすべて示すと，24 時間，五つの証

券取引所のＹいずれかが取引時間になっていることが分かる。

1　下線部Ｘのみ誤りである。

2　下線部Ｙのみ誤りである。

3　下線部Ｘと下線部Ｙはともに誤りである。

4　下線部に誤りはない。
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問 2　ハナさんたちは，「メッシュマップにはどのような有用性があるのだろうか」という主題が

掲げられた地理の授業において，資料 4と資料 5を得た。これらの資料を基にしたハナさん

たちの発言として下線部の内容が不適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 2 。

資料 4　ある地域をメッシュ（編み目）で区画した地図

注）メッシュは，20 万分の 1 地勢図の図幅を緯線方向および経線方向にそれぞれ 160 等分したものであり，この地
域では南北方向が約 460 m，東西方向が約 560 m の間隔である。

（「jSTAT MAP」により作成）
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資料 5　資料 4中のＸの範囲におけるメッシュごとの夜間人口と昼間人口（人）

Ａ　夜間人口（常住人口） Ｂ　昼間人口

141 　550 1，625 1，767 　461 1，805

209 　845 1，432 1，936 　455 1，580

265 　902 1，342 1，795 1，758 1，793

296 1，117 　837 　942 1，460 1，524

849 　935 1，811 1，299 1，360 1，505

722 1，131 　455 1，641 1，058 　703

ア

イ

150 　　9 　579 　245 　877 593

100  　90 　317 　325 2，232 369

 63 　259 　238 　320 　433 254

163 1，177 1，250 1，751 　838 315

817 　675 1，870 3，910 1，016 300

885 　921 7，434 3，582 1，014 216
イ’

1　ハナさんの発言

資料 4中のメッシュの面積は約 0．25 km2 であることから，資料 4中のＸの範囲につ

いて，メッシュの数を基にしておよその面積を把握することができます。

2　キクさんの発言

資料 5中のアとイのメッシュを比較すると，アのメッシュの方が人口密度が高いこと

が読み取れます。

3　サクラさんの発言

資料 4を踏まえたうえで資料 5中のイとイ’を比較すると，昼間には周辺から鉄道や

自動車を利用して，このメッシュに多くの人が集まってくると考えられます。

4　カエデさんの発言

資料 5中のＡとＢについて，人口が 1，000 以上のメッシュを灰色，3，000 以上のメッ

シュを黒色として，該当するメッシュを塗り分けたうえでその数を比較すると，灰色と

黒色のそれぞれのメッシュの数は，ＡがＢを上回ります。
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問 3　ハナさんは，諏
す

訪
わ

湖
こ

に面する長野県下
しも

諏
す

訪
わ

町
まち

の地域調査を行うために，資料 6と資料 7を

得た。これらの資料から読み取ったメモとして下線部の内容が不適切なものを，あとの 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 3 。

資料 6

注）1910（明治 43）年測図・1913（大正 2 ）年発行に一部加筆。
（「今昔マップ on the web」により作成）
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資料 7

注）1987（昭和 62）年修正・1988（昭和 63）年発行に一部加筆。

資料 6で使用されている地図記号 は「田」を，資料 6と資料 7で使用されている地図記号 は「工場」を， は
「桑畑」を示している。

（「今昔マップ on the web」により作成）

メモ

長野県下諏訪町は，長野県のほぼ中央に位置し，南は諏訪湖に面している。砥
と

川
がわ

が 1北か

ら南へ流れ，扇状地に発達した町であることが分かる。町の歴史は古く，江戸時代には中山

道と甲州街道が合流する交通の要衝としてにぎわった。また，諏
す

訪
わ

大
たい

社
しゃ

下
しも

社
しゃ

の御
おん

柱
ばしら

祭
さい

は全

国に知られている。土地利用の変化をみると，資料 6で「友
とも

之
の

町
まち

」付近など各所にみられた桑

畑は，資料 7では 2ほとんどみられなくなったことが分かる。また，資料 6の「四
し

王
おう

」など中

央本線「しもすは」駅南部は，資料 7では 3区画整理が進み，住宅や複数の工場などが立地し

たことが分かる。一方， 4砥川の河口や諏訪湖の湖岸の形状は変化していないことが分かる。
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問 4　ハナさんは，経済産業省「がんばる商店街 30 選（2014 年）」に下諏訪町の御
み

田
た

町
まち

商店街が選

ばれたことを知り，現地調査を行って，資料 8のポスターを作成した。ポスター中の図や表

から読み取ったり，考察したりした内容として不適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一

つ選べ。解答番号は 4 。

資料 8　ハナさんが現地調査を基に作成したポスター

テーマ：がんばる商店街

1 　下諏訪町の位置と御田町商店街の概要

下諏訪町の位置

・ 下諏訪町の御田町通りに位置する全長 200 m ほどの小

さな商店街。

・ 1911 年に御田町通りが開通し，1913 年には劇場もで

き，製糸工場の工員などで賑わった歴史のある商店街。

2 　御田町商店街の周辺地図（自分で歩いて作成）

（60 台）

（40 台）

駅と祭りの資料館

懐古物語

古文書館民芸館

しもすわ

花
咲
町
通
り

大
門
通
り

中山道

御
田
町
通
り

中央通り

平
沢
町
通
り

諏訪大社春宮

オルゴール博物館

諏訪大社秋宮

菅野温泉

旧生糸問屋

方言館

文学館

観光案内所

相楽塚

時計博物館
御田町商店街

旧下諏訪宿伏見屋邸
街道沿いの古民家で
漬物とお茶のおもてなしに
ほっこり，無料お休み処

本陣
江戸時代の
庭園が残る

交番

民俗
資料館

おんばしら
グランドパーク

万治の石仏

しんきん

灯籠

来迎寺

下諏訪温泉
旅館街

八十二銀行

秋宮周辺

370 m

160 m

200 m

140 m

430 m

160 m

620 m

320 m

100 m
150 m

460 m

食事駐車場 温泉・足湯 トイレ凡例

 （次ページに続く）
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3 　御田町商業会加入店舗数の推移と空き店舗の状況

御田町商業会加入店舗数の推移 空き店舗の状況

既存店舗 工房型店舗

40
（軒）

6

0

23

20
29

30

2410

13

2003 2006 2015（年）

2003 年　商店街の 1/3 が空き店舗になる
→ 商店街活性化活動を開始。商店街関係者

だけでなく，地域住民を中心とするグ
ループが一体となって，空き店舗の改修
や若者の起業・創業支援を行う。

2011 年　空き店舗ゼロに
2023 年　入居を待っている人がいる状態

4 　店舗にものづくりの場を備えた工房型店舗の例

・ 店舗が，移住してきた若い世代の起業の場となっていたり，ものづくりの場を兼ねている。

・製造した商品をインターネット販売する店舗もある。

・ものづくりの町としての伝統が，商店街に生き続けていることが分かる。

5 　考察

御田町商店街が空き店舗ゼロを達成できたのは，商店街関係者だけでなく，地域住民が

一体となって商店街の活性化に取り組んだことが成功のポイントであるようだ。この取組

によって人通りが大きく増えたわけではないが，多くの人を呼び込むだけが商店街の価値

ではない。新たに空き店舗に入居した人は，下諏訪町に移住してきた若い世代が多く，商

店街の取組が活力のある地域づくりにも有効に働いている。

（下諏訪町ホームページなどにより作成）

1　御田町商店街の周辺地図から，商店街の徒歩圏に，「諏訪大社秋宮」や「時計博物館」など

複数の観光資源があることが分かる。

2　御田町商業会への加入店舗は，2003 年から 2015 年の間に，店舗に工房を備えた工房型

店舗の割合が高まったことが分かる。

3　今後は御田町商店街の全ての店舗を，伝統ある製糸工房を備えた店舗に変えていくこと

で，人通りを増やせると考えられる。

4　起業する若者を商店街に取り込むことは，下諏訪町の地域活性化につながる可能性があ

ると考えられる。
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世界の自然環境，資源・産業に関して，問 1～問 4に答えよ。

問 1　ユウタさんは，イギリスでのエアコンの普及率が低いことに興味をもち，資料 1～資料 3  

を得た。ユウタさんとイギリス出身の留学生エバンさんとの会話文中の空欄 Ｘ ，

Ｙ に当てはまる記号と語句の組合せとして最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちか

ら一つ選べ。解答番号は 5 。

資料 1　ロンドンと東京の気温と降水量（月別平均）

（℃）
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5
0

1 （月）3 5 7 9 11

Ａの平均最高気温

Ａの平均最低気温

Ｂの平均最高気温

Ｂの平均最低気温

1 （月）3 5 7 9 11

（mm）
250

200
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100

50

0

Ａの平均降水量

Ｂの平均降水量

（気象庁ホームページなどにより作成）

資料 2　イギリスの異常気象を知らせるニュース内容（2022 年 7 月）

イギリスで
観測史上初の 40 ℃
12：50 ヒースローで 40 . 2 ℃

0 10 20 30 40（℃）

（「ウェザーニュース」2022/07/19 により作成）

2
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資料 3　2021 年 6 月 20～29 日の大気の様子

モスクワ
6/23（34．8 ℃） リットン

6/29（49．6 ℃）

ビリュイスク
6/22（36．5 ℃）

ポートランド
6/28（46．7 ℃）

12100

12100

12000

12000

11900

11900

12200

12200

12300

12300

注）等値線は 200 hPa 面の高度の実況値（単位は m，一部を抜粋）を示しており，偏西風はこの線に沿って流れて 
いる。

（気象庁ホームページにより作成）

会話文

ユウタ：イギリスでは，エアコンの普及率が低いと聞きましたが，どうしてでしょうか。
エバン：イギリスは，大陸の西岸に位置し，大陸の東岸に位置する日本とは違った気候に

なっています。日本は，大陸東岸の特徴で，気温の年較差がとても大きいですね。
資料 1を見てください。ロンドンの気温と降水量を表しているのは，ＡとＢのどち
らか分かりますか。

ユウタ：東京の気候を基に考えると，ロンドンは， Ｘ だと思います。
エバン：そのとおりです。そのため，イギリスではエアコンの普及率が低いのです。
ユウタ：そうなのですね。資料 2を見てください。2022 年 7 月には，ロンドンで 40 ℃ を超

える日があったようです。これはどうしてでしょうか。
エバン：2022 年 7 月のヨーロッパでは，高温の空気が流れ込んだことにより各地で例年以

上の気温が観測されたと考えられています。前年の 2021 年にも，モスクワなど北
半球各地で記録的な高温が発生しました。資料 3は，2021 年の記録的な高温が起
こった際の大気の様子を表しています。高温をもたらす風は，どこから流れ込んだ
のでしょう。

ユウタ：資料 3の等値線から考えると， Ｙ ではないでしょうか。
エバン：そのとおりです。今回のイギリスの高温も類似する現象と考えられるかもしれません。
ユウタ：エバンさん，ありがとうございます。

Ｘ Ｙ

1 Ａ 高緯度から

2 Ａ 低緯度から

3 Ｂ 高緯度から

4 Ｂ 低緯度から
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問 2　ユウタさんは，三重県の英
あ

虞
ご

湾を事例とする自然環境の特徴を生かした産業に興味をも

ち，資料 4と資料 5を得た。ユウタさんが作成したメモ中の空欄 Ｘ ， Ｙ に当て

はまる語句の組合せとして最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 6 。

資料 4　英虞湾の陰影図

注）・英虞湾と湾を囲む陸地の陰影が表されている。
　　・資料 4中 は，資料 5の範囲を示す。

（海上保安庁ホームページにより作成）

資料 5　資料 4中の枠内を拡大した陰影起伏図

（地理院地図により作成）
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メモ

○真珠をつくるアコヤガイの主な性質

・波が少ない穏やかな海域を好む。

・ある程度の深さをもった水深が必要。

・比較的海水温が高い暖かな海で育ちやすい。

○資料 4と資料 5から読み取れるこの地域の特徴

資料 4の枠内は， Ｘ であると考えられる。資料 5の地形は，リアス海岸や多

島海と呼ばれる山地が沈水した地形であり，遠浅の海岸と比較して水深が深い。この

ような地形は，主に雨水や河川などが侵食する Ｙ によって形成された谷に，海

水が侵入してできたものと考えられる。近海を暖流が流れており，比較的温暖な海域

である。以上から，この地域は真珠の養殖に適した地形的特徴があると考えられる。

アコヤガイは，真珠を得る以外にも，貝柱を食用にしたり，貝殻を肥料やインク

ジェット紙の原料にしたりするなどに活用されている。

Ｘ Ｙ

1 波が穏やかな内湾 外的営力

2 波が穏やかな内湾 内的営力

3 波の高い外洋 外的営力

4 波の高い外洋 内的営力
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問 3　ユウタさんは，日本の製造業の変化に興味をもち，資料 6～資料 8を得た。資料から作成

したレポートとして下線部の内容が不適切なものを，レポート中の 1～ 4のうちから一つ選

べ。解答番号は 7 。

資料 6　日本における金属工業の事業所数と従業員数の推移
（事業所数）

120，000

100，000

80，000

60，000

40，000

20，000

0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018（年）

（万人）
180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

事業所数 従業員数

資料 7　日本における粗鋼の生産量，輸出量，輸入量の推移
（万 t）
12，000

10，000

8，000

6，000

4，000

2，000

0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018（年）

生産量 輸出量 輸入量

（『数字で見る日本の 100 年』などにより作成）
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資料 8　1975 年と 2019 年の製鉄所の分布

1975 年

500 km0 250

2019 年

500 km0 250

注）この地図に示す製鉄所は，鉄鉱石から銑鉄を生産する溶鉱炉をもつ，高炉一貫型製鉄所である。
（『日本国勢図会』などにより作成）

レポート

鉄鋼業は重工業に含まれ，金属工業に区分されます。資料 6から，1950 年以降にお

ける金属工業の事業所数と従業員数の推移を見ると， 1従業員数は 1970 年頃，事業所

数は 1985 年頃にピークを迎え，その後は減少傾向にあります。

資料 7は鉄製品の原料である粗鋼の生産量，輸出量，輸入量を示します。資料 7か

ら，粗鋼の輸出量は常に， 2総生産量の半分以下であることから，国内市場向けの生産

が中心であると考えられ，2018 年現在では輸出量は生産量の約 4 割を占めます。

また，資料 8から， 3製鉄所は臨海部に立地する傾向が強いことが読み取れます。こ

れは，原料の輸入や製品の輸出に便利であるためだと思われます。

そして，資料 8から，1975 年と 2019 年を比較すると，製鉄所の数は減少しており，

資料 7から 1975 年と 2018 年を比較すると， 4粗鋼の生産量は 5，000 万 t 以上減少して

いることが分かります。
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問 4　ユウタさんは，再生可能エネルギーに興味をもち，資料 9～資料 11を得た。資料から読

み取った内容として不適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 8 。

資料 9　再生可能エネルギーの総発電容量の上位国（2019 年）

20，000
（億 kWh）

16，000

12，000

18，000

14，000

10，000

6，000

8，000

4，000

2，000

0
中華人民
共和国

ブラジル インドアメリカ
合衆国

カナダ ドイツ ロシア 日本

水力 風力 太陽光 地熱

注）・発電容量は億 kWh（億キロワット時）で示し，各発電の発電可能な最大値を示す。
　　・この資料に示す再生可能エネルギーは，水力，風力，太陽光，地熱を指す。
　　・太陽光は家庭用の太陽光発電を含まない。

資料10　再生可能エネルギー総発電容量上位国の総発電容量に占める再生可能エネルギーの

割合（2019 年）

0 4020 60 9010 50 8030 70 100 ％

中華人民共和国

ブラジル

インド

アメリカ合衆国

カナダ

ドイツ
ロシア

日本

再生可能エネルギー その他

注）この資料に示す再生可能エネルギーは，可燃性廃棄物，水力（揚水水力を除く），太陽光，地熱，潮力，バイオ
燃料，波力，風力による発電容量を示す。

（『世界国勢図会 2022/23』により作成）
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資料11　日本における再生可能エネルギーの発電容量と 2030 年度の目標導入量（2020 年）

太陽光 690 億 kWh

風力 77 億 kWh

地熱 28 億 kWh

水力 819 億 kWh

バイオマス 262 億 kWh

2020 年の発電容量 2030 年度目標導入量

1244 億 kWh

68 億 kWh

409 億 kWh

934 億 kWh

471 億 kWh

2020 年の発電容量 2030 年度目標導入量

注）発電容量は kWh（キロワット時）で示し， 1 kW の電力を 1 時間使用したときの電力量を示している。
（日本のエネルギー 2021 により作成）

1　資料 9から，ブラジルは再生可能エネルギーの発電容量は世界第 3 位であり，そのうち

水力の割合が最も高いことが読み取れる。

2　資料 9と資料 10から，再生可能エネルギーの総発電容量は中華人民共和国が最大であ

るが，総発電容量に占める再生可能エネルギーの割合は，中華人民共和国が最大ではない

ことが読み取れる。

3　資料 9と資料 10から，再生可能エネルギーのうち，水力の割合が高いブラジル，カナ

ダ，インド，ロシアはすべて，総発電容量に占める再生可能エネルギーの割合が 50 ％ を

超えていることが読み取れる。

4　資料 11から，日本の 2030 年度の発電目標導入量を見ると，水力の増加量は太陽光やバ

イオマスよりも少ないことが読み取れる。
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世界の人口，都市・村落，生活文化，民族・宗教に関して，問 1～問 4に答えよ。

問 1　シュウさんは，高齢化の進展の地域差に興味をもち，資料 1と資料 2を得た。資料 2中の
ア～ウはスウェーデン，大韓民国，日本のいずれかを示している。レポート中の空欄
Ｘ ～ Ｚ に当てはまる国名の組合せとして最も適切なものを，あとの 1～ 4のう

ちから一つ選べ。解答番号は 9 。

資料 1　いくつかの国において総人口に占める 65 歳以上の割合が 7 ％ から 14 ％ へと増加する
のに要した期間

1840 1880 19201860 1900 1940 19801960 2000 2020（年）

日本

大韓民国

イギリス

アメリカ合衆国

スウェーデン

24 年

46 年

18 年

72 年

85 年

注）グラフの左端は 65 歳以上の人口の割合が高齢化社会の基準である 7 ％ に達した年，右端は高齢社会の基準で
ある 14 ％ に達した年を示す。

資料 2　スウェーデン，大韓民国，日本のいずれかの出生率と死亡率の推移（1960～2019 年）

ア（‰）

30

45

25

40

20

10

35

15

5

0
1960 19681964 19721962 19701966 1974 19801976 1982 19861978 1984 1988 1992 1994 2000 2004 2008 2012 20161990 1996 1998 2002 2006 2010 2014 2018（年）

死亡率 出生率

イ（‰）

12

20

18

10

16

8

4

14

6

2

0
1960 19681964 19721962 19701966 1974 19801976 1982 19861978 1984 1988 1992 1994 2000 2004 2008 2012 20161990 1996 1998 2002 2006 2010 2014 2018（年）

死亡率 出生率

（令和 4 年版『高齢社会白書』などにより作成）

3
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ウ（‰）

12

20

18

10

16

8

4

14

6

2

0
1960 19681964 19721962 19701966 1974 19801976 1982 19861978 1984 1988 1992 1994 2000 2004 2008 2012 20161990 1996 1998 2002 2006 2010 2014 2018（年）

死亡率 出生率

注）人口増加率の単位は千分率のパーミル（‰）を使用している。
（https://graphtochart.com/make.php により作成）

レポート

資料 1は，スウェーデン，大韓民国，日本が高齢化社会から高齢社会に移行するまで

の期間を示したグラフです。いつ，高齢化社会や高齢社会に達したかを読み取ることが

できます。スウェーデンは 1880 年代には高齢化社会に入り，1970 年代に高齢社会へと

至りましたが，その期間は 85 年でした。それに比べると，日本と大韓民国は，高齢化

社会になった時期が欧米諸国よりも遅く，かつ，短期間で高齢社会に達したことが分か

ります。65 歳以上の割合が 7 ％ から 14 ％ になるまでの期間は，大韓民国の方が日本

よりも短いようです。

資料 2は，各国の 1960 年からの出生率と死亡率を示したグラフです。

アは 1960 年当時は出生率が 40 ‰ を超え，死亡率を大きく上回っていました。しか

し近年はその差がほとんどなくなり，今後人口が減少することが予想されます。

イは死亡率が 10 ‰ 前後で変化していないこと，一度下がった出生率が上昇している

ことが特徴です。死亡率が一定であり，出生率との差が小さいことから，人口の変化は

少ないことが推察されます。

ウは 1970 年代半ばごろから出生率が大きく減少し，2000 年代半ば以降からは，死亡

率が出生率を上回っており，人口減少の局面にあることが特徴です。

以上の分析より，アが Ｘ ，イが Ｙ ，ウが Ｚ であると考えられます。

Ｘ Ｙ Ｚ

1 大韓民国 スウェーデン 日本

2 大韓民国 日本 スウェーデン

3 日本 スウェーデン 大韓民国

4 スウェーデン 大韓民国 日本
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問 2　シュウさんは，都市の再開発に興味をもち，資料 3と資料 4を得た。シュウさんと先生の

会話文中の空欄 Ｘ ， Ｙ に当てはまる語の組合せとして最も適切なものを，あと

の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 10 。

資料 3　ニューヨーク市ブルックリン北部周辺における専門職への就業者率（2010 年）

マンハッタン

クイーンズ

ブルックリン

ウォール街

0 2 km

Ａ

30～49％

50～69％

0 ～29％

公共空間

70％～

注）ここでの専門職とは，管理，業務，科学，
芸術就業者を指す。

資料 4　ブルックリン北部の民族構成の変化（2000～2010 年）
0 800 m

白人（ヒスパ
ニック以外）

アジア系

アフリカ系

ヒスパニック

- 500

500
200

- 200
0

人数の変化（人）

（「ニューヨーク市ブルックリン北部によるジェントリフィケーション」による）

060



2023KN2A-04-― 60 ―

Ⓑ

地理

会話文

シュウ：先生，大都市では，古くなった地域を再開発する動きがあるようです。再開発

によって，どのような変化が見られるのでしょうか。

先　生：実際には様々な変化が起こっていますが，一つの例として，資料 3を見てくだ

さい。マンハッタン，ブルックリン，クイーンズにおいて管理，科学などの専

門職に就く富裕層の割合を示した資料です。マンハッタンには世界金融の中心

地の一つであるウォール街があります。資料 3のエリアでは，再開発によって

2000 年から 2010 年の間にどのような変化があったと考えられますか。

シュウ：専門職が 50 ％ 以上を占める地区も存在するため，マンハッタンやブルックリ

ンでは専門職への就業者の割合が Ｘ したと考えられます。

先　生：そうですね。次に資料 4を見てください。資料 4は資料 3中のＡで示した地域

の 2000～2010 年におけるブルックリン北部の民族構成の変化です。地図から

どのような変化が読み取れますか。

シュウ：はい。地図からは人々の流入と流出が読み取れます。ヒスパニックは Ｙ

したことが読み取れます。

先　生：そうですね。再開発による地価の上昇も理由の一つかもしれません。再開発は

様々な面において，地域に変化をもたらすことが分かります。

Ｘ Ｙ

1 増加 流入

2 増加 流出

3 減少 流入

4 減少 流出
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問 3　シュウさんは，ＥＵ（ヨーロッパ連合）の本部が置かれた都市の文化的な背景に興味をも

ち，資料 5と資料 6を得た。シュウさんと先生の会話文中の空欄 Ｘ ， Ｙ に当て

はまる記号と語句の組合せとして最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 11 。

資料 5　ＥＣ（ヨーロッパ共同体）の原加盟国と 1980 年代までにＥＣに加盟した国

ＥＣの原加盟国

1980 年代までの加盟国

注）原加盟国とは，発足当初から加盟していた国を指す。
（http://geographico.blog.fc2.com/blog-entry-1020.html により作成）

資料 6　ヨーロッパの言語分布

ゲルマン系言語

スラブ系言語

ラテン系言語

その他

デンマーク語

ア

スペイン語

ドイツ語

ドイツ語

アイルランド語

ポ
ル
ト
ガ
ル
語

オランダ語

イ

（バスク語） フランス語

イ

リ
タ

ア
語

英語
英語

（Diercke Weltatlas により作成）
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会話文

シュウ：先生，ＥＵの加盟国数が 28 か国から 27 か国になったと聞きました。イギリス

の離脱のためですが，そもそもＥＵはどのように構成されたのでしょうか。

先　生：ＥＵの前身はＥＣです。資料 5に示す国家がＥＣに加盟していた国々です。Ｅ

Ｃはヨーロッパ石炭・鉄鋼共同体，ヨーロッパ経済共同体，ヨーロッパ原子力

共同体が統合されて結成されました。ＥＵの本部は，ＥＣの本部と同じ都市に

置かれています。資料 6中のアとイのどちらにＥＵの本部は置かれていると思

いますか。

シュウ：はい。 Ｘ だと思います。

先　生：そうですね。ヨーロッパの多くの国家ではキリスト教の信者数が宗教別に見る

と最多ですが，言語的には多様な面もあります。そうした事実も理解したいで

すね。言語面に注目すると， Ｙ に本部が置かれたといえるかもしれませ

んね。

Ｘ Ｙ

1 ア 文化の境界に近い都市

2 ア 特定の文化の中心的な都市

3 イ 文化の境界に近い都市

4 イ 特定の文化の中心的な都市
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問 4　シュウさんは，異なる地域から伝播
ぱ

した宗教が国内で最大の割合を占めている地域を調

べ，フィリピンとマレーシアに関する資料 7～資料 9を得た。資料 8のＡとＢは，イスラー

ムまたはキリスト教の伝播ルートを示しており，資料 9のＸとＹはイスラームまたはキリス

ト教に関する建造物を示している。これらの資料のうち，イスラームに関する資料の組合せ

として最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 12 。

資料 7　フィリピンとマレーシアの宗教別人口割合

フィリピン マレーシア

キリスト教 イスラーム その他 キリスト教イスラーム その他仏教 ヒンドゥー教

（外務省資料により作成）

資料 8　イスラーム教徒またはキリスト教徒の分布と，それぞれの宗教の伝播ルート

宗教の伝播

Ａ

Ｂ

フィリピン

マレーシア

（Diercke Weltatlas などにより作成）
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資料 9　イスラームまたはキリスト教に関連する建造物

Ｘ Ｙ

この宗教に関する建造物としては国内最

古の建造物であり，布教活動の拠点と

なった。この建造物の宗教は植民地支配

をした国により伝えられたとされる。

この宗教に関する建造物としては，国内

最大である。一つの青いドームと四つの

尖塔からなる。この建造物の宗教は交易を

していた商人により伝えられたとされる。

（https://marukabb.hatenablog.com/entry/2018/09/26/195848 などにより作成）

資料 8 資料 9

1 Ａ Ｘ

2 Ａ Ｙ

3 Ｂ Ｘ

4 Ｂ Ｙ
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現代世界の諸地域に関して，問 1～問 4に答えよ。

問 1　ジロウさんは，北ヨーロッパ地域の自然環境に興味をもち，資料 1～資料 3を得た。資料 

2と資料 3のうちフィンランドで主にみられる地形とフィンランドの首都の雨温図の組合せ

として最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 13 。

資料 1　北ヨーロッパ地域にある 5 か国の位置

アイスランド

スウェーデン

ノルウェー

フィンランド

デンマーク

は首都の位置

資料 2　アイスランドとフィンランドのいずれかの国内でみられる地形

ア イ

活発な火山活動がみられる一方で，氷

河の侵食作用でつくられた谷もみられ

る。

火山活動はみられないが，氷河によっ

て形成された湖が多数みられる。

（在アイスランド日本国大使館ホームページなどにより作成）

4
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資料 3　アイスランドとフィンランドの首都のいずれかの雨温図
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（月）

30

10

-10

20

0

-20

500

300

100

400

200

0
1 5

年平均気温：5．1 ℃　年降水量：878．5 mm
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エ（℃） （mm）

（気象庁資料により作成）

資料 2 資料 3

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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問 2　ジロウさんは，北ヨーロッパ地域にはＥＵ（ヨーロッパ連合）に加盟している国と加盟して

いない国があることに着目し， 5 か国のデータを資料 4と資料 5にまとめた。これらの資料

から読み取ったり，推察したりしたメモ中の下線部の内容が不適切なものを，あとの 1～ 4

のうちから一つ選べ。解答番号は 14 。

資料 4

ＥＵへの加盟状況
（○加盟，×非加盟）

共通通貨である 
ユーロの導入状況 

（○導入，×非導入）

入国審査を必要としない
シェンゲン協定

（○加盟，×非加盟）

アイスランド × × ○

スウェーデン ○ × ○

デンマーク ○ × ○

ノルウェー × × ○

フィンランド ○ ○ ○

注）・デンマークは，フェロー諸島・グリーンランドを除く。
　　・2023 年 3 月時点。

資料 5

一人当たり
ＧＤＰ（2020 年）

主な産業 主な輸出品

アイスランド 63，644 ドル
観光業，水産業，水産加工業，
金属（アルミニウム精練）

未加工アルミ，水産物，
肉・くず肉の粉等，合金鉄

スウェーデン 53，575 ドル
機械工業（含：自動車），
化学工業，林業，ＩＴ

機械，鉄道以外の輸送用機
器，電気機器，紙・パルプ， 
鉱物性燃料

デンマーク 61，477 ドル
流通・小売り，医薬品，
畜産・農業，運輸，エネルギー

医薬品，産業機械及びその
部品，衣料品

ノルウェー 66，871 ドル
石油・ガス生産業，電力多消費
産業（アルミニウム，シリコン，
化学肥料等加工産業），水産業

原油・天然ガス，水産物，
非鉄金属

フィンランド 48，685 ドル
紙・パルプ等，金属，機械，
電気・電子機器，情報通信

機械・車両，加工製品（自然
資源等），化学製品

注）デンマークは，フェロー諸島・グリーンランドを除く。
（『世界国勢図会 2022/23』などにより作成）
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メモ

1　資料 4から， 5 か国の中ではＥＵ加盟国であっても，共通通貨ユーロを導入してい

ない国もあることが分かる。

2　資料 4から， 5 か国の中ではＥＵ加盟国のスウェーデンと非加盟国のノルウェーと

の間を往来する際には，入国審査を必要とすることが分かる。

3　資料 5から，デンマークにおける畜産業やアイスランドやノルウェーにおける水産

業など，第一次産業がみられない国はほとんどないと推察できる。

4　資料 4と資料 5から，産油国であるノルウェーがＥＵに加盟していないのは，一人

当たりＧＤＰが 5 か国の中で最も高く，石油資源から得られる利益などによる経済的

な豊かさがあるからであろうと推察できる。
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問 3　ジロウさんは，北ヨーロッパ地域への移民について調べ，資料 6～資料 9を得た。これら

の資料から考察した内容として文章中の下線部が不適切なものを，あとの 1～ 4のうちから

一つ選べ。解答番号は 15 。

資料 6　北ヨーロッパ地域への移民の出身地域と移民数の変化

400

ヨーロッパ
300

100 アジア

北中南米

アフリカ
200

0

その他・
不明

出身地域 2020 年 居住国

フィンランド

デンマーク

ノルウェー

スウェーデン

（万人）
200

ヨーロッパ

100

アジア

（万人）

北中南米
アフリカ

0
その他・不明

出身地域 2000 年 居住国

フィンランド

デンマーク

ノルウェー

スウェーデン

1　資料 6から，2000 年から 2020 年の間に北

ヨーロッパ地域への移民数は 2 倍以上に増加

し，スウェーデンではアジア出身者の移民の

割合が増加したと考えられる。

（日本経済新聞ホームページにより作成）

資料 7　スウェーデンにおける出生地別の人口の推移

1，000

200

600

800

0

400

900

100

500

700

300

2002 0604 0803 0705 09 11 1410 1312 （年）

スウェーデン生まれの両親を持つスウェーデン生まれ
スウェーデン生まれの親と外国生まれの親を持つスウェーデン生まれ
外国生まれの両親を持つスウェーデン生まれ
外国生まれ

（万人） 2　資料 7から，2002 年から 2014

年の間に，スウェーデンの人口は

増加し続けており，特に外国生ま

れの人々の増加が要因の一つと

なっていると考えられる。

（「スウェーデンにおける移民の流入と居住分化」により作成）
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資料 8　スウェーデンにおける人口分布（2014 年）（左）と人口増減（1968～2014 年）（右）

ストックホルム ストックホルム

イェーテボリ イェーテボリ

マルメ マルメ

1 ドット＝1，000 人

1 - 8，890
8，891 - 20，589
20，590 - 43，859
43，860 - 153，059

人口増減（人）

0 100 200 km

印のない地域は減少

3　資料 8から，スウェーデンの 3 大都市圏と呼ばれるストックホルム，イェーテボリ，マ

ルメに人口分布は偏っており，1968 年から 2014 年の間に 3 大都市圏への人口集中が進ん

だと考えられる。

資料 9　スウェーデンにおける地域別の「外国に背景を持つ人」の割合

ストックホルム ストックホルム

イェーテボリ イェーテボリ

マルメ マルメ

 0 ％ 以上 10 ％ 未満
10 ％ 以上 15 ％ 未満
15 ％ 以上 22 ％ 未満
22 ％ 以上 34 ％ 未満
34 ％ 以上 56 ％ 未満

外国に背景を持つ人の割合

0 100 200 km

2002 年 2014 年

注）「外国に背景を持つ人」とは，外国生まれ及び外国生まれの両親を持つスウェーデン生まれの人を指す。
（「スウェーデンにおける移民の流入と居住分化」により作成）

4　資料 8と資料 9から，「外国に背景を持つ人」の割合が 10 ％ 以上となる地域は，2002 年

よりも 2014 年のほうが広い範囲に広がっていることが分かる。資料 8の人口分布も併せ

て読み取ると，「外国に背景を持つ人」は特に南部よりも北部で増加したと考えられる。
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問 4　ジロウさんたちは，スウェーデンにおける移民の流入について興味を持ち，資料 10～資

料 13を得た。これらの資料をもとにしたプレゼンテーション中の空欄 Ｘ ， Ｙ

に当てはまる記号と語句の組合せとして最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選

べ。解答番号は 16 。

資料10　イェーテボリ市における外国生まれ人口の推移

1985 年 2000 年 2013 年

53，082 人 87，846 人 125，095 人

資料11　スウェーデン全体またはイェーテボリ市の年齢別人口構成

男 女

100以上

85～89

55～59

70～74

40～44

20～24

 5～ 9

（歳）

90～94

60～64

75～79

45～49

25～29

10～14

95～99

80～84

50～54

30～34

65～69

35～39

15～19

 0～ 4
8 84 46 60 02 2（％）

Ｃ

100以上

85～89

55～59

70～74

40～44

20～24

 5～ 9

（歳）

90～94

60～64

75～79

45～49

25～29

10～14

95～99

80～84

50～54

30～34

65～69

35～39

15～19

 0～ 4
8 84 46 60 02 2（％）

Ｄ

資料12　イェーテボリ市における地区別の「外国に背景を持つ人」の割合（2012 年）

市の中心部

移民の多いＡ地区

10 km50

外国に背景を持つ人の割合（％）
61．6 以上 89．3 未満
42．3 以上 61．6 未満
25．3 以上 42．3 未満
16．4 以上 25．3 未満
6．4 以上 16．4 未満

注）「外国に背景を持つ人」とは，外国生まれ及び外国生まれの両親を持つスウェーデン生まれの人を指す。
（「スウェーデンにおける移民の流入と居住分化」により作成）
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資料13　Ａ地区の集合住宅

パラボラアンテナ

衛星放送を受信するためのパラボラアン 
テナが多数設置されている。

（「スウェーデンにおける移民の流入と居住分化」により作成）

プレゼンテーション

ジロウ：スウェーデンの人口は，約 1，045 万人です。そのうちイェーテボリ市の人口は，1985

年の約 42．5 万人から 2012 年の約 52．6 万人に増加し，その間の人口増加率は 23．6 ％

でした。資料 10のように，外国生まれの人に絞ってみると，1985 年には約 5．3 万人

でしたが，2012 年には約 12．1 万人に増加しました。その間の増加率は 129．1 ％ で，

外国生まれの人は 1985 年から 2012 年までの 27 年間に 2 倍以上に増えたことになり

ます。では，イェーテボリ市の年齢別人口構成を示す図は，資料 11のＣとＤのどち

らでしょうか。

シノブ：イェーテボリ市には大きな大学があり，約 6 万人の大学生が居住しているそうです。

大きな大学のある都市では，学生の流入など多文化の特徴を有しています。このことか 

ら，イェーテボリ市の年齢別人口構成を示す図は，資料11の Ｘ と考えられます。

ジロウ：資料 12から，地区別の特徴をみると，北東部には「外国に背景を持つ人」の割合が高

い地区が多く，80 ％ を超える地区もあります。

シノブ：スウェーデン政府は，国民に良好な住宅を適度な価格で提供する政策を進め，住宅を

建設してきました。イェーテボリ市でも，郊外人口の増加に対応するための資料 13

のような集合住宅が多く建設され，これらの地区には移民の流入も増えました。資料

13に見られるパラボラアンテナは， Ｙ ために「外国に背景を持つ人」によって

多数設置されたと推察できます。

Ｘ Ｙ

1 Ｃ 背景に持つ外国の情報をその国の言語で受け取る

2 Ｃ スウェーデン国内の情報をスウェーデン語で受け取る

3 Ｄ 背景に持つ外国の情報をその国の言語で受け取る

4 Ｄ スウェーデン国内の情報をスウェーデン語で受け取る
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現代世界と日本に関して，問 1～問 4に答えよ。

問 1　タクミさんは，世界の子育て支援に興味をもち，資料 1～資料 3を得た。これらの資料か

ら読み取った内容として不適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 17 。

資料 1　スウェーデン，ドイツ，日本，ノルウェーにおける子育て支援政策の評価の比較

国名 総合順位 育児休業制度
学齢期までの子どものための

保育サービスへの参加率

スウェーデン 3 位 9 位 4 位

ドイツ 5 位 13 位 21 位

日本 21 位 1 位 31 位

ノルウェー 4 位 6 位 12 位

注）・各指標の順位は経済開発協力機構やヨーロッパ連合に加盟する先進 41か国の中の2021年における順位である。
　　・ 「総合順位」とは，育児休業制度，学齢期までの子どものための保育サービスへの参加率に加えて保育サービ

スの質，料金の手軽さを総合的に評価した際の順位である。
　　・ 「育児休業制度」の順位は男性・女性における有償の産後休暇・育児休暇の取得可能週数，「学齢期までの子

どものための保育サービスへの参加率」は就学前の子どもが幼児教育や保育サービスを利用している割合を
もとに算出している。

（『Where do rich countries stand on childcare』により作成）

資料 2　スウェーデン，ドイツ，日本，ノルウェーにおける男性の育児休暇取得率

（％）
100

60

20

80

40

0
スウェーデン
（2013 年）

日本
（2019 年）

ドイツ
（2014 年）

ノルウェー
（2012 年）

88．3 ％

7．5 ％

34．2 ％

90．0 ％

（『男性の育休　家族・企業・経済はこう変わる』により作成）

5
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資料 3　スウェーデン，ドイツ，日本，ノルウェーにおける 6 歳未満の子どもを持つ夫婦の 

1 日当たりの家事・育児関連時間

233 225229
（分）

180

60

240

120

0

134
121

34

119

199 189

67 59 49
73

130 138 137

スウェーデン ドイツ 日本 ノルウェー

夫の家事関連時間 夫の育児関連時間

妻の家事関連時間 妻の育児関連時間
注）日本は 2018 年，スウェーデン，ドイツ，ノルウェーは 2004 年における調査結果である。

（『男女共同参画白書　令和元年版』により作成）

1　資料 1から，スウェーデン，ドイツ，ノルウェーに比べて，日本は「学齢期までの子ど

ものための保育サービスへの参加率」の順位が最も低いが，「育児休業制度」の順位は最も

高いことが分かる。

2　資料 1と資料 2から，日本よりも子育て支援政策の「総合順位」が高いスウェーデン，ド

イツ，ノルウェーの方が，男性の育児休暇取得率は日本よりも高いことが分かる。

3　資料 3から，夫と妻の 1 日当たりの家事関連時間及び育児関連時間を比較すると，どの

国も夫の方が妻より 1 日当たりの家事関連時間，育児関連時間のいずれも少ないことが分

かる。

4　資料 3から， 4 か国それぞれの夫の 1 日当たりの家事関連時間と育児関連時間を比較す

ると，家事関連時間の方が育児関連時間よりも長い国は日本のみであることが分かる。
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問 2　タクミさんは，日本の保育サービスの地域差に注目し，資料 4～資料 6を得た。タクミさ

んとハルナさんとの会話文中の空欄 Ｘ ， Ｙ に当てはまる記号と語句の組合せと

して最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 18 。

資料 4　2016 年と 2021 年のいずれかにおける東北・関東地方の都県別待機児童数

Ａ Ｂ

50 km0

100（人）

50 km0

100（人）

注）待機児童は「保育の必要性があり，保育施設の利用申し込みがあるが，保育施設を利用できない児童」を意味する。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20600.html などにより作成）

資料 5　青森県の保育士養成学校卒業生の出身高等学校及び就職先の所在地

2000 年～2002 年

東北 5 県
（青森・岩手・
秋田・山形・

福島）

100 %

98 %

2 %
青森県の

保育士養成
学校

出身高等学校 保育士養成学校 就職先

宮城県

東京都

その他の
道府県

東北 5 県

東北 5 県
（青森・岩手・
秋田・山形・

福島）

青森県の
保育士養成

学校

2016 年～2018 年

100 %

71 %

4 %

出身高等学校 保育士養成学校 就職先

宮城県

東京都

その他の
道府県

東北 5 県

24 %

1 %

注）青森県の四つの保育士養成学校の卒業生を対象として，出身の高等学校及び卒業後の就職先の割合を示している。
（「東京圏における保育士不足がもたらした地方圏の保育労働市場への影響」により作成）
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資料 6　全国，青森県，宮城県，東京都の全人口に占める 0 ～ 6 歳の割合，保育施設数，保

育士の有効求人倍率

都道府県
全人口に占める 0 ～ 6 歳の割合

（2020 年）
保育施設数
（2021 年）

保育士の有効求人倍率
（2021 年）

全国 5．2 ％ 29，995 2．29

青森県 4．4 ％    472 1．62

宮城県 5．0 ％    506 2．63

東京都 5．3 ％  3，523 3．09

注）有効求人倍率は一人当たりの有効求人数を意味し，値が大きいほど求人が多い。
（「令和 2 年国勢調査」などにより作成）

会話文

ハルナ：保育施設に子どもを預けたいと思っていても利用できない保護者の方がいるという

「待機児童」に関するニュースを見ました。資料 4を見ると，首都圏の都県や地方中

枢都市の仙台市を含む宮城県は待機児童が発生しています。

タクミ：そういった背景もあって，国は 2013 年の待機児童加速化解消プランや 2018 年の子

育て安心プランによって保育施設を積極的に増やしました。保育施設が増えた結果，

保育施設に通うことができる子どもが増えて，全国的に待機児童は減少しています。

ハルナ：そうすると，2021 年の待機児童の分布を示しているのは地図 Ｘ ですね。保

育施設を増やすことは大切ですが，何か課題はありますか。

タクミ：資料 5から，2000 年～2002 年と 2016 年～2018 年を比較すると，青森県の保育士

養成学校の卒業生の就職先が変化しています。資料 6を見ると，東京都や宮城県の

保育士の有効求人倍率は青森県よりも高くなっています。このことや資料 4の待機

児童の発生状況を考えると， Ｙ 地域で保育士の人材不足が課題になっている

ことが予想できます。

ハルナ：そうですね。今後，人材の確保も対策が必要ですね。

Ｘ Ｙ

1 Ａ 東京都や宮城県などの待機児童の発生数が多い

2 Ａ 青森県などの待機児童の発生数が少ない

3 Ｂ 東京都や宮城県などの待機児童の発生数が多い

4 Ｂ 青森県などの待機児童の発生数が少ない
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問 3　タクミさんは，保育施設の立地に興味をもち，資料 7と資料 8を得た。これらの資料を基

にタクミさんが作成したレポート中の下線部ＡとＢの正誤の組合せとして最も適切なもの

を，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 19 。

資料 7　保護者が保育施設を選ぶ際に重視する点（有効回答数 100 人・複数回答可）
0 4020 6010 5030 70（%）

家からの距離

施設面積・定員数

清潔感

保育カリキュラム

職員の雰囲気

運営母体

知り合いにおける評判

認可の有無

方針・理念

保育士数

保育時間

庭の有無

慣れ保育の有無

インターネット・ＳＮＳにおける評判
その他

（https://www.g-asuka.co.jp/topics/20210129.html により作成）

レポート

保育施設の立地に関する考察

1．保育施設の役割や整備の状況について

保育施設は保護者が子どもを預け，保護者の代わりに育児を行う保育サービスを行っている。

待機児童を減らしたり，子育て支援を促進したりするために，近年，保育施設は増えてきている。

2 ．保育施設に通う年齢の子どもがいる人々は何を重視して保育施設を選ぶのか

資料 7は保育施設に通う年齢の子どもがいる保護者が，保育施設を選ぶときに重視するこ

とをウェブ上でアンケート調査した結果である。資料 7から，Ａ保護者が保育施設を選ぶ際

に最も重視するのはインターネットやＳＮＳにおける評判だと分かる。

3 ．保育施設はどのような場所に立地しているか

実際にどのような場所に保育施設が多く立地しているか，具体的な事例をもとに考える。

資料 8の 2015 年と 2021 年の二つの地図を比較すると，2015 年に比べて 2021 年の方が，

保育施設が増えていることが分かる。これは保育施設を増やすことで待機児童を減らそうと

してきたためであることと推測できる。また，この二つの地図を比較すると，Ｂ 2016 年以

降に新しく保育施設が設置された場所は，駅の 1 km 圏内や鉄道の沿線に多いことが分かる。

これは通勤や帰宅途中に子どもを送迎しやすい利便性の高い場所だからだと考えられる。

これらから，保育施設による子育て支援を充実させ，働きながら子育てをしやすい社会を

創り出すためには，保育施設を利用する人々にとって利便性の高い場所に保育施設を設置す

るという視点も重要だと分かった。

 （次ページに続く）
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資料 8　2015年と2021年における保育施設（認可）の立地と小地域別の6歳未満を含む世帯の割合

2 km0 1

凡例

区役所
2015 年の保育施設
ＪＲ（駅）
ＪＲ（鉄道）

6 歳未満を含む世帯の割合

20 % 以上

なし
～10 %
10 %～20 ％

2015 年

2 km0 1

凡例

区役所

2015 年から存在する
保育施設
ＪＲ（駅）

2016 年以降に設置された
保育施設

ＪＲ（鉄道）

6 歳未満を含む世帯の割合

20 % 以上

なし
～10 %
10 %～20 ％

2021 年

注）小地域別の 6 歳未満を含む世帯の割合は 2015 年と 2020 年，保育施設の立地は 2015 年と 2021 年時点の情報で
ある。2016 年以降に設置された保育施設には，設置主体の新規認可などを含む。

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ などにより作成）

Ａ Ｂ

1 正 正

2 正 誤

3 誤 正

4 誤 誤
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問 4　タクミさんは，千葉県 流
ながれ

山
やま

市が実施する「送迎保育ステーション」という子育て支援策に注

目し，資料 9～資料 11を得た。タクミさんと先生との会話文中の空欄 Ｘ ， Ｙ

に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを，あとの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 20 。

資料 9　送迎保育サービスの概要と送迎保育ステーションの立地

■送迎保育サービス

・送迎保育ステーションに子どもを預けると，市内の保育施設へのバス送迎を受けられる

・朝と夕方の両方で送迎保育サービスを実施している

・保護者の送迎が遅くなる場合，送迎保育ステーションで子どもを保育するサービスがある

○送迎保育サービスの仕組み

自宅

職場

保育施設

送迎保育
ステーション

資料 10　送迎保育ステーションを中心に半径 2 km 圏内に立地する保育施設

西初石

三輪野山

駒木

豊四季 半径 2 km圏内
豊四季駅

流山
セントラルパーク駅

流山
おおたかの森駅

初石駅

流山駅

（流山市ホームページなどにより作成）

凡例

保育施設

送迎保育
ステーション

鉄道

主要な道路
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資料11　流山市における 2005 年及び 2020 年の年齢別人口構成

2005 年 2020 年

08，000 4，0006，000 2，000 4，000 8，0002，000 6，000 （人）

男性 女性
（歳）

60～64

100 以上

40～44

20～24

80～84

50～54

90～94

30～34

10～14

0～4

70～74

55～59

95～99

35～39

15～19

75～79

45～49

85～89

25～29

5～9

65～69

08，000 4，0006，000 2，000 4，000 8，0002，000 6，000 （人）

男性 女性
（歳）

60～64

100 以上

40～44

20～24

80～84

50～54

90～94

30～34

10～14

0～4

70～74

55～59

95～99

35～39

15～19

75～79

45～49

85～89

25～29

5～9

65～69

（「国勢調査」により作成）

会話文

タクミ：保育施設を増やし，保育士を確保できれば，子育てしやすい街は実現するのでしょうか。

先　生：先進的な事例に注目してみたらどうですか。資料 9は送迎保育サービスという仕組み

で，子育て世代の生活を支援しています。この仕組みは，新たに開通した鉄道沿線に

おける人口増加に伴って保育施設の需要が増えたことをきっかけに誕生したそうです。

タクミ：資料 10を見ると，鉄道沿線から離れた地域に保育施設が立地しています。こう

いった保育施設を利用する場合，送迎に時間がかかりそうです。

先　生：そのとおりです。鉄道沿線に新しく住み始めた人々にとって，駅から遠い保育施設

を利用することは大変です。この問題を解決すれば，子育てのしやすさにつながり

そうです。

タクミ：だから， Ｘ に送迎するサービスを整備したのですね。そうすることで，より

多くの人々が働きながら少ない負担で保育施設を利用できるようになると思います。

先　生：このような先進的な取組が効果を発揮して，子育てしやすい街として評判が高まっ

ていきました。資料 11の流山市の年齢別人口構成を見てください。

タクミ：2005 年と 2020 年を比較すると， Ｙ の年齢層が増加しています。子育て支援

を必要とする人々が増加していることがよく分かります。

Ｘ Ｙ

1 朝と夕方にバスを活用して，子どもを自宅や職場 20～29 歳

2 朝と夕方にバスを活用して，子どもを自宅や職場 0 ～ 9 歳と 35～49 歳

3
送迎保育ステーションが設置された駅で朝に保護者が
子どもを預け，そこから保育施設

20～29 歳

4
送迎保育ステーションが設置された駅で朝に保護者が
子どもを預け，そこから保育施設

0 ～ 9 歳と 35～49 歳
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