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地学基礎で防災をどう教えるか



自然災害に備えるには？

①自然現象について知る。

地震、火山、気象 ・・・

②地域を知る。

地形、地質、土地利用 ・・・



①

②

③

Y高校（地学ⅠA）

GM高校（地学Ⅰ）

S高校（地学Ⅰ・Ⅱ）
（地学基礎・地学）

この背景写真データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。



■自然現象に関する知識と

身を守るための方法の両方を学ぶこと。

■地域に想定されている災害について

学ぶこと。

■学習者が実感できる教材を用いること。

■地域、行政、専門家と連携すること。

■学習者が学んだことを発信すること。



生徒に好評だった教材の紹介



（考案者：Dr.ナダレンジャーこと 納口恭明博士＠防災科技研）

揺れの周期がわかる。

固有振動おもちゃ「ゆらゆら」



３本は
高さをそろえる

これだけ
２枚を貼り合わせる

これだけ
高層建物にする

ホチキスでとめる 先端にクリップ をつけてゆらしてみる。

地震 「ゆらゆら」の作成



写真 生徒の様子①

写真 生徒の様子②



火山

①内容

国内の活火山を観察する。

②素材

地質標本館制作の絵はがきセット

・日本の火山
（↑主にこれ）

・火山噴出物

・噴火と災害

火山ツアー（日本の火山）

地質標本館（つくば市）で購入しました。



火山の解説
（絵葉書セットに
入っているもの）

絵葉書をB４サイズに
拡大したもの

火山名、写真の説明

国内の活火山の写真（B4サイズ）とその解説を机に置き、
生徒たちが写真を見たり、解説を読んだりしなが、
火山体の観察を行うものである。
「旅行しているみたい」という生徒のコメントから、
「火山ツアー」と名付けた。

観察する火山

大雪山
樽前山
昭和新山
秋田駒ヶ岳
鳥海山
蔵王山
吾妻山
磐梯山

草津白根山
伊豆大島
富士山
焼岳
御嶽
阿蘇カルデラ
雲仙岳
桜島





気象

①内容

静岡県内を通過した台風の

気象データをグラフ化して比較する。

②素材

静岡県内に上陸した台風のデータ

台風の通過と気象の変化

（図やデータの出典：気象庁HP）



（出典：気象庁HP）

このデータを
グラフにする。



静岡県内に上陸した
４つの台風のデータを
用意し、４人１班で
１つずつ担当する。

互いに発表しあって
４つの台風を比較し
考察する。



1998年 5号 2007年 9号 2011年 15号 2014年 18号

写真
他の班員に
（担当した）台風のことを
発表している様子①

写真
他の班員に
（担当した）台風のことを
発表している様子②



地域

①内容

自然災害や防災に関する

フィールドワーク（1班4人）をする。

②教材

防災ロゲイニング

防災ロゲイニング

防災ロゲイニングとは？
地域にある自然災害や防災に関するエレメントを
制限時間内に探し出し、獲得した点数を競うもの。

（2011年 美澤発案）



③災害後に必要なもの
ひなん所，病院，公衆電話，AED，食料品店，
薬局，掲示板など

②防火や防災に関するもの
消火器，消火栓，ポンプ倉庫，防災倉庫，
耐震性貯水槽など

①あぶないもの
燃料タンク，ブロック塀，自動販売機，橋など



■チームは3～5人．
■競技時間は30～60分．
■地図と写真表は，スタート5分程度前に配布される．
■エレメントをまわる順番は自由．
■歩いて移動する．
■各エレメントには，1～30点程度の点数がついている．
■エレメントの通過証明は，写真撮影による．
■競技終了時刻を超過してゴールした場合は，
毎分5点の割合で減点する．(10分以上は失格)

■順位は総得点から超過時間の減点を差し引いた
得点で決定する．

■同点者がいる場合，
先に終了した人が上の順位になる．

「防災ロゲイニング」のルール





↑写真表にある写真

こんな風に撮ってくる
（雨の日でもOK）





生徒に好評だった教材

発見やつながりがあるもの

固有周期

耐震

地震
揺れ ？

！

!?

!!!



地学基礎で学ぶ防災

①自然現象について知る。

地震、火山、気象 ・・・

②地域を知る。

地形、地質、土地利用 ・・・

教科書の内容＋ 「つなげる」実験・実習


