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●このテキストの使い方と特色●

このテキストは，小学生のうちに身につけておきたい社会科の学習内容について，ひとつ

ひとつていねいにわかりやすくまとめたものです。

＜学習の要点＞⇒＜まとめよう＞の順に組み立てられています。

たい重要な内容について，楽しみながら学習できるコーナーです。

の単元で学んだことを，応用して考えることができるかを確かめます。

★いっしょに学ぼう★

各単元の 
組み立て 

まとめの 
問題 

確かめよう 

先生

大切なことをわかりや
すく教えてくれます。

しばわん 

学習のポイントをいっ
しょに考えます。

みぃさん

しばわんといっしょに
社会科の学習をしてい
きます。

◆学習の要点◆
その単元で学習する

基本的な内容を，図

や史料などとともに

わかりやすく説明し

ています。

◆まとめよう◆
学習の要点で学んだ
内容を，地図を見た
り，年表・史料など
を読み取ったりして，
正しく理解できてい
るかどうかを確かめ
ましょう。

社会科について，新たな視点を身につけたり，小学生のうちに覚えておき

いくつかの単元を学習したあとには，まとめの問題があります。それぞれ

し てん
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日本の農業は，どのように行われているのだろう？
これからの農業は，どのように変わっていくのだろう？

①　日本の農業は，稲作を中心に行われてきました。
広い土地や豊かな川の水をいかして，北

ほっ

海
かい

道
どう

，東
とう

北
ほく

地方や新
にい

潟
がた

県などでさかんに行われています。これ

まで，消費量が減り続けていることで，生産量を増

やさないように，生産調整が行われてきました。

②　野菜づくりは，地
ち

域
いき

の特色をいかして，全国で行

われています。大都市の近くで生産するため，新
しん

鮮
せん

な野菜が短時間でとどけられる近
きん

郊
こう

農業（茨
いばら

城
き

県，

千
ち

葉
ば

県など），すずしい気候をいかして，ほかよりお

くらせて野菜をつくり出荷する抑
よく

制
せい

栽
さい

培
ばい

（群
ぐん

馬
ま

県，

長
なが

野
の

県など），ビニールハウスなどの施
し

設
せつ

とあたたか

い気候を利用して，早い時期に野菜をつくり出荷す

る促
そく

成
せい

栽培（高
こう

知
ち

県，宮
みや

崎
ざき

県など）などがあります。

①　果物づくりは，気候と土地の条件によって産地が
ちがいます。みかんは和

わ

歌
か

山
やま

県や愛
え

媛
ひめ

県などのあた
たかい地域，りんごは青

あお

森
もり

県や長
なが

野
の

県などのすずし
い地域でさかんにつくられています。山

やま

梨
なし

県や山形

県，福島県でも果物の生産がさかんです。

② 乳
にゅう

牛
ぎゅう

や肉牛は北海道や九
きゅう

州
しゅう

で，ぶたは九州などで

さかんに飼育されています。にわとりの卵
たまご

は，大都

市の近くで生産されています。

①　日本は食料自給率が低く，食料の多くを外国からの輸入にたよっています。国内での生産量を
増やして，食料生産を安定したものにしなければなりません。

②　農家数が減り続けており，今後，若
わか

い人がやりがいをもって農業に取り組めるようにしなけれ

ばなりません。また，安全な品質の食料をもとめる消費者が増えているため，農薬や化学肥料に

たよらない有
ゆう

機
き

栽培などの取り組みも行われています。

22 　　　農業・食料生産・水産業　　　農業・食料生産・水産業

1 稲
いな

作
さく

と野菜づくり

2 果
くだ

物
もの

づくりと畜
ちく

産
さん

復習

　①農業・食料生産

畜産とは，牛・ぶた・にわとりなどを飼って，肉や牛乳，卵など
を生産することです。酪

らく

農
のう

とは，畜産のなかでも，乳
牛を飼育し，牛乳やバターなどを生産することです。

①新潟

②北海道

③秋田

⑦福島

⑥茨城

④山形
⑤宮城

⑧栃木

⑨千葉

⑩岩手
62.0

57.4

50.1

33.6

34.4

39.4
35.3

30.1

27.8

26.9

（2022/23年版「日本国勢図会」）

2021年（単位：万t）

やまがた いわ て
みや ぎ

ふくしま

とち ぎ

▲米の生産量が多い都道府県（①～⑩位）

3 これからの食料生産

▲果物の生産量が多い都道府県

2020年（単位：万t）

和歌山 みかん 16.7

愛媛 みかん 11.3

静岡 みかん 12.0
しずおか

青森 りんご 46.3

長野 りんご 13.5
　　 ぶどう 3.2
　 　もも　 1.0

千葉 日本なし 1.8
茨城 日本なし 1.4
栃木 日本なし 1.1

福島 もも 2.3

山梨 ぶどう 3.5
　　 もも　 3.0

山形 さくらんぼ 1.3
ぶどう 1.6
りんご 4.2

（2022/23年版「日本国勢図会」）
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を使って確かめよう！を地図地図地図地図地図
● 次の農作物の生産量，家畜の飼育頭数が最も多い都道府県名を答えなさい。

●学習日　　　月　　　日

を使って確かめよう！を資料資料資料資料資料

米は2021年，りんごは2020年
（単位：万t）

青森 りんご 46.3

北海道 米 57.4

長野 りんご 13.5

秋田 米 50.1

山形 りんご4.2

新潟 米 62.0

（2022/23年版「日本国勢図会」）

▲米とりんごの生産量の多い都道府県

● 　食料生産について，次の問いに答えなさい。
⑤　野菜の生産について，次の農業がさかんな都道府県を
あとのア～オから１つずつ選び，記号で答えなさい。

近郊農業〔　　　　　〕
抑制栽培〔　　　　　〕
促成栽培〔　　　　　〕

ア　千葉県　　　イ 福
ふく

井
い

県　　　ウ　長野県　　　エ 大
おお

分
いた

県　　　オ　高知県

⑥　右のグラフは，日本のおもな食料の自給率を表し
ています。自給率が特に低い食料を２つ答えなさい。

 〔　　　　　〕〔　　　　　〕
⑦　これからの食料生産について誤

あやま

っているものを，
次のア～ウから１つ選び，記号で答えなさい。
ア　農業で働く若い人を増やす。
イ　外国からの食料の輸入をやめる。
ウ 　安全な食料をつくるために，農薬や化学肥料の
使用をできるだけ減らす。

〔　　　　　〕

あ

い

う

①米〔　　　　〕②りんご〔　　　　〕③乳牛〔　　　　〕④ぶた〔　　　　〕

野菜づくりは，地域の特色を生かして
行われます。あたたかい気候，すずし
い気候，消費地に近いところ…など，
それぞれよい値

ね

段
だん

で野菜が売れるよう
な生産，出荷のしかたを
しているんだよ。

米

（2022/23年版｢日本国勢図会｣）（2020年）

97％

15％

6％

38％

80％

53％

61％

小麦

だいず

くだもの

野菜

肉類

牛乳
乳製品

▲日本のおもな食料の自給率

▲家畜の飼育数の多い都道府県

2021年（単位：万頭）

北海道 乳牛 83.0
　　　 肉牛 53.6

熊本 乳牛 4.4

宮崎 ぶた 79.7
　　 肉牛 25.0

鹿児島 ぶた 123.4
　　　 肉牛 35.1

栃木 乳牛 5.3

（2022/23年版「日本国勢図会」）
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日本の水産業には，どのような特色があるのだろう？
日本の水産業は，どのように変わってきているのだろう？

①　日本は，まわりを海に囲まれていて，昔から水産業がさかんでした。暖流や寒流が近くを流れ，
海そうやプランクトンが多い大陸だなが広がっているため，よい漁場となっています。
②　水あげ量の多い漁港は，銚

ちょう

子
し

（千
ち

葉
ば

県），焼
やい

津
づ

（静
しず

岡
おか

県），釧
くし

路
ろ

（北
ほっ

海
かい

道
どう

），境
さかい

（鳥
とっ

取
とり

県・島
しま

根
ね

県），

八
はちの

戸
へ

（青
あお

森
もり

県）などで，港には水産業のためのさまざまな施
し

設
せつ

が整えられています。

③　水産業のさかんな日本ですが，最近では水あげ量が少なくなっているため，水産物を輸入にた
よる割合が増えています。

①　とる漁業には，遠
えん

洋
よう

漁業・沖
おき

合
あい

漁業・沿
えん

岸
がん

漁業があり
ます。どの漁業も生産量は，水産資

し

源
げん

の減少や，漁業で

働く人の減少などで，少なくなっています。一定の大き

さより小さい魚はとらない，漁の時期を決めるなどして，

水産資源を守る取り組みが行われています。

②　漁業のなかでも遠洋漁業は，排
はい

他
た

的
てき

経
けい

済
ざい

水
すい

域
いき

の取り決

めにより，自由に漁を行うことができなくなりました。

生産量は1970年代から，大きく減り続けています。

③　水産物の生産量を増やし，安定した収
しゅう

入
にゅう

を得るために，育てる漁

業が行われています。育てる漁業には，養しょく業と栽
さい

培
ばい

漁業があ
ります。養しょく業とは，たまごからかえった稚

ち

魚
ぎょ

などをいけすな

どで大きくなるまで育てて出荷する漁業のことをいいます。栽培漁

業とは，ある程度まで大きくなった稚魚を海や川に放流し，自然の

なかで大きくしてからとる漁業のことをいいます。

1 日本の近海と水産業

　②水産業

2 とる漁業と育てる漁業

養しょく業・栽培漁業で
は，魚類を育てるだけで
はなく，海をきれいにす
るなど，環

かん

境
きょう

を整えるこ
ともたいせつ
です。

海面

200m大陸だな

（2022/23年版｢日本国勢図会｣）

1980年

2000年

2020年

0 500 1000（万t）

1043
169

574
588

国内生産量
輸　入　量371

389

▲大陸だな

（2022/23年版｢日本国勢図会｣ほか）

万t

年

沖合漁業

遠洋漁業

養しょく業

700

600

500

400

300

200

100

0
1964 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 2015

沿岸漁業
（養しょくをのぞく）

▲漁業別の生産量の変化

つしま

ち しまおやしお

くろしお

リマン海流

親潮（千島海流）

対馬海流

黒潮（日本海流）

潮目

暖　　流
だん りゅう

かん りゅう

寒　　流
大陸だな

日 本 海

太 平 洋

▲魚
ぎょ

介
かい

類の国内生産量と輸入量の変化SAM
PLE
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を使って確かめよう！を地図地図地図地図地図
● 　日本の水産業について，次の問いに答えなさい。

●学習日　　　月　　　日

①　日本の近海を流れるあといの海
流の名前を答えなさい。

あ〔　　　　　〕
い〔　　　　　〕

②　地図で　　　で表している深さ
200mくらいまでのゆるやかな斜

しゃ

面
めん

の海底を何といいますか。

〔　　　　　〕
③　水あげ量が最も多い漁港を答え
なさい。

〔　　　　　〕

リマン海流

い

黒潮（日本海流）

潮目

暖　　流
寒　　流

（2020年）単位：千t

あ
八戸（61）石巻（100）

銚子（272）

釧路（192）釧路（192）

境（103）境（103）

松浦（51）
まつうら

焼津（151）

（2022/23年版「日本国勢図会」）

日 本 海

太 平 洋

▲日本の近海と，年間水あげ量の多い漁港

を使って確かめよう！を資料資料資料資料資料
● 　漁業について，次の問いに答えなさい。
④　右のグラフは，漁業別生産量の変化を表して
います。2020年で最も生産量が多い漁業は何

ですか。

〔　　　　　〕
⑤ ④の，最も多いときの水あげ量を答えなさい。

およそ〔　　　　　〕万t
⑥　排他的経済水域の取り決めの影

えい

響
きょう

が大きい漁

業は何ですか。

〔　　　　　〕
⑦　魚をたまごからかえして，大きくなるまでい
けすなどで育ててから出荷する漁業を何といい

ますか。

〔　　　　　〕
⑧　右の栽培漁業を表す図について，あといにあ
てはまることばを答えなさい。

あ〔　　　　　〕い〔　　　　　〕

（2022/23年版｢日本国勢図会｣ほか）

万t

年

沖合漁業

遠洋漁業

養しょく業

700

600

500

400

300

200

100

0
1964 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 2015

沿岸漁業
（養しょくをのぞく）

▲漁業別の生産量の変化

▲栽培漁業のようす

➡

⬇ ⬆

魚や貝の（　　　）をとるあ

ふ化させて育てる

成長した魚や貝をとる

（　（　　　）を放流する　　）を放流するい（　　　）を放流するい
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