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地球上の位置は、南北を緯度
い ど

で、東西を経度
け い ど

で表します。

①緯度
い ど

赤道
せきどう

面から北を北緯
ほ く い

、南を南緯
な ん い

と表します。

北極
ほっきょく

は北緯
ほ く い

90度で、南極
なんきょく

は南緯
な ん い

90度です。

また、同じ緯度
い ど

の地点を結ぶ横の線を緯線
い せ ん

といい、

夏至
げ し

の日に太陽が真上
ま う え

にくる北緯
ほ く い

23.4度の緯線
い せ ん

を

(1…漢字で？線)、冬至
と う じ

の日に太陽が真上
ま う え

にくる南緯
な ん い

(2…

小数第 1 位までの数字で)度の緯線
い せ ん

を南
みなみ

回帰線
かい きせん

といいます。

太陽はこの 2つの線の間を 1年かけて往復
おうふく

しているように見えます。

②経度
け い ど

北極
ほっきょく

と南極
なんきょく

を結ぶ縦
たて

の線を経線
けいせん

または子午線
し ご せ ん

と

いいます。基準は経度
け い ど

0度 0分 0秒の経線
けいせん

が通る

(3…漢字で？子午線)です。イギリスのグリニッジ天文台
てんもんだい

があったところです。ここより東を東経
とうけい

、西を西経
せいけい

と

して 180度までの範囲
は ん い

で表します。

③日本の都市の緯度
い ど

と経度
け い ど

と南 中
なんちゅう

時刻
じ こ く

東経
とうけい

135°の兵庫県(4)市を通る線が日本の標 準
ひょうじゅん

時
じ

子午線
し ご せ ん

です。ここに太陽が南中
なんちゅう

した時刻
じ こ く

を正午
しょうご

と決め、これを

日本全国に共通する(5…漢字で？時)としています。

そのため、東経
とうけい

139°の東京での太陽の南中
なんちゅう

時刻
じ こ く

は(4)市

よりも早くなります。地球の自転
じ て ん

の向きが西から東のため、

地球から見た太陽は東から西へ動いているように見えるた

めです。このときの太陽は、

360°÷24時間(1日)＝15°/時間(60分)ずつ動いている

ように見えますから、 ４分で１°※重要 ずつ動いていく

と計算します。

東京と(4)市とは、東経
とうけい

139°－東経
とうけい

135°＝4°離
はな

れていま

すから、東京での太陽の南中
なんちゅう

時刻
じ こ く

は(6…24 時制で○：△と

答える)くらいになるのです。
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同じようにして、長崎市(東経
とうけい

130°として)での南中
なんちゅう

時刻
じ こ く

は(7…24 時制で○：△と答える)くらいになり、根室
ね む ろ

(東経
とうけい

145°

として)と長崎(東経
とうけい

130°として)での日の出の時刻
じ こ く

は、およそ(8)分もちがうことが分かります。

④日本と世界各地の時刻
じ こ く

世界各地の時刻
じ こ く

は、15°か 7.5°をもとにして 1時間または(9)分ずつずれるように決められています。

日本の標 準
ひょうじゅん

時
じ

は 1つですが、ロシアやアメリカのように東西に広い国では、地域ごとにいくつかの標 準
ひょうじゅん

時
じ

が

つくられており、一つの国の中でもちがう時刻
じ こ く

が使われています。

⑤時差
じ さ

世界各地の標 準
ひょうじゅん

時
じ

の差を時差
じ さ

といい、日本から見た時差
じ さ

は右の

ようになっています。つまり、西の国に行くにしたがって時刻
じ こ く

が

おくれるようになっています。西の方には太陽がまだきていないため、

これから正午
しょうご

をむかえると考えると分かりやすいでしょう。

各地の時刻
じ こ く

を求めるときは、求める地域が日本から西に何度はなれているかで計算すると、求めやすくなります。

東経
とうけい

105°(タイなど)

タイは日本の 30°西になるため、この国での太陽の南中
なんちゅう

時刻は、日本の南中
なんちゅう

時刻の(10)時間あとになります。

そのため、タイでの時刻
じ こ く

は日本よりも(10)時間ほどおくれます。

経度 0°(イギリス)

イギリスは日本の 135°西になるため、イギリスでの時刻
じ こ く

は日本のそれより(11)時間ほどおくれます。

西経
せいけい

150°(ハワイ)

ハワイは日本の(12)°西になるため、ハワイでの時刻
じ こ く

は日本のそれより(13)時間ほどおくれます。
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⑥緯度
い ど

と太陽の動き

太陽の高度
こ う ど

は、真南
まみなみ

にきたときが最も

高くなり、これを太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

といいます。そして、南中
なんちゅう

高度
こ う ど

は緯度
い ど

によってちがうため、各地での昼夜
ちゅうや

の

長さや気温もちがってきます。

ある地点での太陽の南 中
なんちゅう

高度
こ う ど

の求め方

南中
なんちゅう

高度
こ う ど

(春分と秋分)＝90°－その地点の緯度
い ど

  南中
なんちゅう

高度
こ う ど

(夏至)＝90°－その地点の緯度
い ど

＋23.4°

南中
なんちゅう

高度
こ う ど

(冬至)＝90°－その地点の緯度
い ど

－23.4°

つまり、南中
なんちゅう

高度
こ う ど

＝(90°－その地点の緯度
い ど

)±23.4°で求めます。

次の各地点での太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

を求めなさい。ただし、太陽が出ていないときは×と答えなさい。

○東京(北緯
ほくい

36°。春分のとき)での太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

＝(14)度

○小笠原
おが さわら

(北緯
ほくい

27°。夏至のとき)での太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

＝(15)度

○北極
ほっきょく

(北緯
ほくい

90°。夏至のとき)での太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

＝(16)度          

○南極(南緯
な ん い

90°。夏至のとき)での太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

＝(17)度

このように、北半球
きたはんきゅう

での太陽の南中
なんちゅう

高度
こ う ど

は北に行くほど低く、赤道
せきどう

に近づくほど高くなります。

そのため、ある地点で地面が太陽からもらう熱の量を同じ面積あたりでくらべたとき、太陽高度
こ う ど

が高くなるほど、

もらう熱の量が増えることが分かります。そのため、北半球
きたはんきゅう

では赤道
せきどう

に近づくほど暑
あつ

くなって、赤道
せきどう

付近で最高

になり、赤道
せきどう

を越
こ

えて南極
なんきょく

に近づくとふたたび寒くなるのです。
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方位
ほ う い

                              

右からわかるように、北半球
きたはんきゅう

ではＡ地点でもＣ地点でも、      (18)       (20)

太陽が南中
なんちゅう

する方角
ほうがく

はすべて(18…4 方位で)になります。

太陽に向かって立ったときの自分の後ろの方角
ほうがく

が常
つね

に(19…4 方位で)

になるためです。これらのことから、南半球のＤ地点とＦ地点での

太陽の見える方
ほう

位
い

は(20…4 方位で)になることが分かります。

そのため、見かけの動きで、      北半球
きたはんきゅう

      南 半 球
みなみはんきゅう

                北半球の太陽は南の空を右回りに、

南半球の太陽は北の空を左回りに動いているように見えるのです。

時刻と太陽の方向                         (22)

北極星から見た地球は、西から東へと(21…右か左で)まわりに         (23)

自転
じ て ん

しているため、昼と夜が交互
こ う ご

におとずれます。

太陽が南中
なんちゅう

したときを正午
しょうご

の時刻と決めていますから、            

右の地球のＣ地点は(22…夕方か明け方で)になり、太陽は

(23…4 方位で)の空に見えるわけです。

同じように考えると、Ａ地点では明け方になり、このときの

太陽は東の空に見えることが分かります。

こうした太陽の１日の見かけの動きを太陽の(24)運動といい、１年の見かけの動きは(25)運動といいます。

①日の出・日の入りの時刻と南 中
なんちゅう

時刻

昼の長さは、昼の長さ＝日の入りの時刻－日の出の時刻で求めます。

日の出が６時 47分、日の入りが 17時 39分のときは、(26…？時間？分で)

になります。

また、南中
なんちゅう

時刻は 2人の平均と同じ求め方ですから

南中
なんちゅう

時刻＝(日の入りの時刻＋日の出の時刻)÷2 で求め、南中
なんちゅう

時刻は

(27…24 時制で○：△と答える)になることが分かります。

しかし、実際の南中
なんちゅう

時刻は毎日少しずつちがっ

ています。地球の公転軌道
き ど う

が楕円
だ え ん

をえがいている

ためです。

左下は明石市で 12:00のときの太陽の位置を

観測
かんそく

したものです。もし、南中
なんちゅう

時刻が毎日同じ

ならば、南中
なんちゅう

高度の変化は地平線に対して垂直

な変化をするはずです。
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                   均
きん

時
じ

差
さ

(正午
しょうご

と実際の太陽の南中
なんちゅう

時刻との差)のグラフを見ると

                   正午
しょうご

ちょうどに太陽が南中
なんちゅう

する日は、1年に 4回しかないことが

分かります。もちろん、南中
なんちゅう

時刻の問題を解くときは、このことは

無視してかまいません。

気温と地温
ち お ん

の変化

太陽熱と地温
ち お ん

の変化

1日のうちで、地温が最高になるのは(28…24時制で)時ごろで、最低になるのは(29…いつごろの表現で)です。

地面
じ め ん

がもらう熱が最高になるのは太陽が南中
なんちゅう

したときですが、あたたまるのに時間がかかるためです。

これをすぎると、地面
じ め ん

の熱の放射
ほうしゃ

の方がもらう熱よりも多くなるため、地温
ち お ん

は下がり続け、最低になるのが翌日
よくじつ

の(29)のころになるのです。

気温と地温の変化

１日のうちで、気温が最高になるのは(30…24時制で)時ごろで、

最低になるのは日の出前のころです。空気が太陽の熱で直接暖
あたた

め

られることはなく、地面
じ め ん

からの熱によってあたためられるため、

地面よりも 1時間ほどあたたまるのがおくれるのです。

このあと気温は下がり続け、日の出前のころに最低になります。

また、地面は空気よりもあたたまりやすく冷めやすいため、

地温
ち お ん

の変化の方が気温の変化より(31…大きくか小さくで)なります。

右グラフで、地温
ち お ん

の変化を表しているのは(32…Aか Bで)の方です。
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また、晴れた日に地面からのいろいろな高さの気温の変化を調べると、

右グラフのようになります。地面に近いほど地面の熱の影響
えいきょう

を受けやすく

なり、地面に近いところの気温は高く、地面から離
はな

れるにしたがって低く

なっていき、やがて温度の変化が少なくなります。

そのため、気温は地上(33…○～△と答える)mの高さのところで測
はか

ります。

天気と気温の関係

                ①晴れ

晴れの日は最高気温と最低気温の差が(34…大きくか小さくで)なります。

                ②くもり

くもりの日は晴れの日より気温の変化が(35…大きくか小さくで)なります。

③雨

気温の変化がほとんどありません。雨の日は空に雲
くも

があるため、地面
じ め ん

が太陽

からの熱を受けにくく、地面から放射
ほうしゃ

する熱も雲
くも

によって地面
じ め ん

に反射され

逃
に

げないためです。

地温と気温の１年の変化

地温が最高になるのは(36)月の中 旬
ちゅうじゅん

～下旬
げじゅん

頃
ごろ

で、最低になる

のは(37)月の上 旬
じょうじゅん

頃
ごろ

です。

気温が最高になるのは 7月の下旬
げじゅん

～(38)月の中 旬
ちゅうじゅん

頃
ごろ

で、

最低が 1月の下旬
げじゅん

～(39)月の上 旬
じょうじゅん

頃
ごろ

です。

このように、太陽高度と気温と地温の最高と最低の時期が

ずれるのは、1日の変化と同じように暖
あたた

まったり、冷
ひ

えたり

するのに時間がかかるためです。

地中
ちちゅう

の温度の上がり方は、地温の影響
えいきょう

からさらに遅
おく

れるため、

深くなるにしたがって遅
おそ

くなり、深さ(40)ｍでほぼ一定の温度に

なっていきます。


