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地球と宇宙

教科書講座

学習のまとめ
P.141～151天体の１年の動き10

1 星や太陽の1年の動き

⑴　星の 1 年の動き　天球上の星座は，1日では約 1 °

ずつ， 1か月では約30°ずつ東から西へ動き， 1年

で 1周360°動く。このような 1年を通した天体の見

かけの位置の変化を天体の年周運動という。  ▼１

⑵　太陽の 1 年の動き　地球から見た太陽は，星座の

位置を基準にすると，黄
こう

道
どう

12星座の間を 1か月に 1

星座分ずつ西から東へ動いていき， 1年後にはほぼ

元の星座の位置に戻るように見える。  ▼２

○黄道　天球上で，太陽が星座の間を動く見かけの

通り道。黄道付近には12の星座がある。

⑶　地球の 1 年の動き　地球は， 1年かけて太陽の周

りを北極側から見て反時計回りに 1周している。地

球が太陽の周りを回ることを，地球の公転という。

2 四季があるのはなぜか

⑴　日周運動の経路の変化（日本）　

①夏
げ

至
し

の日　 1 年間で，日の出と日の入りの位置が

最も北寄りになり，南中高度は最も高くなる。昼

の長さが最も長い。

②冬
とう

至
じ

の日　 1 年間で，日の出と日の入りの位置が

最も南寄りになり，南中高度は最も低くなる。昼

の長さが最も短い。

③春分・秋分の日　日の出の位置は真東，日の入り

の位置は真西になる。昼と夜の長さはほぼ同じ。

⑵　季節による気温の変化　

太陽の南中高度が高く，昼

の長さが長いほど，地面が

1日に太陽から受けるエネ

ルギーの量が多くなるため，

夏は地面が温められやすく，

気温が高くなる。  ▼４

⑶　地軸の傾きと季節の変化　地球が地軸を公転面

に垂直な方向から約23.4°傾けて公転しているため，

1年の周期で太陽の日周運動の経路が変化し，気温

も変化することで，季節の変化が生じる。北半球で

は北極側が夏は太陽の方向に，冬はその逆に傾く。

P.141〜147教科書

▼２ 

P.148〜151教科書

 ▼３・４

太陽の高度が高いほ
ど，単位面積あたり
の地面が受ける光の
量は大きくなる。

受光面

太陽が真上太陽の
高度が低い

1m2

▼３・４ 

▼１　地球の公転と同じ時刻に見えるオリオン座の位置

12月の0時に南の空に見えたオリ
オン座は，1か月後の1月の0時
には30°西に動き，2か月後の2月
の0時にはさらに30°西に動く。
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▼２　地球の公転と季節による星座の移り変わり
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黄道

▼４　季節による太陽の日周運動などの変化（東
とう

京
きょう

都）

南中高度は
季節によっ
て変わる。

昼・夜の長
さが変わる。

●南中高度・平均気温の変化
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▼３　季節による太陽の南中高度や昼の長さ

秋分

地球夏至の日

北極
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23.4° 23.4°78.4° 31.6°

公転面

地平面 地軸

赤道
公転面
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春分

太陽

地軸地軸
公転の向き

冬至の日

夏至 冬至

夜

最大南中高度最小
地平面

昼の長さ
が長い。

夜の長さ
が長い。

北極側が太陽と
反対の方向に傾く。

北極側が太陽
の方向に傾く。
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確　認　問　題
1 星や太陽の1年の動き

□⑴　ある日の20時に南の空に見えたオリオン座を， 1か月後の同じ時刻に同

じ場所で観察すると， 1か月前と比べて，西，東のどちらに何度動いたよ

うに見えるか。

□⑵　星座の星の 1年の見かけの動きを星の何というか。

□⑶　天球上で，太陽が星座の間を動く見かけの通り道を何というか。

□⑷　太陽や星の 1年の動きは，地球の何という運動によって起こるか。

　　　　　　　次の に当てはまる言葉や数は何か。

　　　　　　　　　　　　　　　　

2 四季があるのはなぜか

□⑴　 1年のうちで日の出の位置が真東，日の入りの位置が真西になるのは，

春分の日か，夏至の日か。

□⑵　日本で， 1年のうち，太陽の南中高度が最も高くなるのは，夏至の日か，

冬至の日か。

□⑶　日本で， 1年のうち，昼の長さが最も短くなるのは，夏至の日か，冬至

の日か。

□⑷　地表が 1日に太陽から受けるエネルギーの量は，太陽の南中高度が高い

日，低い日のどちらの日が多いか。

□⑸　季節の変化が生じるのは，地球が地軸を公転面に垂直な方向から約何度

傾けて公転しているからか。小数点第 1位まで答えなさい。

　　　　　　　次の に当てはまる言葉は何か。

□①　季節による太陽の南中高度や昼の長さ　　　　　　　　　

図表で確認

　□①�　地球の公転と同じ時刻に

見えるオリオン座の位置

□②　地球の公転と季節による星座の移り変わり

図表で確認

□②　季節による太陽の日周運動の変化
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基　本　問　題
1 星や太陽の1年の動き

□⑴　次の文や式の［ ］に当てはまる数は何か。

　　　天球上の星座は，［　　　　］日で約［　　　　］°ずつ東から西へ動き，［　　　　］年で 1周［　　　　］°動

くことから， 1か月では，［　　　　］°÷［　　　　］＝［　　　　］°動くことがわかる。したがって，ある星

座を 1か月半後の同じ時刻に観察すると，［　　　　］°×［　　　　］＝［　　　　］°西に動いて見える。

　⑵　図は，太陽の周りを公転する地球と黄道付近にある四つの星座の位置関係を模式的に表したものである。

□①　地球がＡの位置にあるとき，太陽はどの星座の方向にあるか。

� ［ ］

□②　地球がＢの位置からＣの位置に公転したとき，太陽は黄道上を，ど

の星座の方向からどの星座の方向に動くか。

� ［ ］座から［ ］座

　⑶　図は，太陽の周りを公転する地球と，三つの星座の位置関係を，地球

の北極側から見て，模式的に表したものである。

□①　地球がＡの位置にあるとき，真夜中に南の空に見える星座はどれか。

� ［ ］

□②　地球が 1か月でＡからＢまで動いたとき，①で答えた星座は，東，

西のどちらの方向に約何度移動しているか。

� 方向［ ］　角度［ ］

2 四季があるのはなぜか

　⑴　次の①，②の文や表の［ ］に当てはまる言葉や数は何か。

□①　太陽の南中高度や昼の長さが季節によって変化するのは，地球が［ ］を公転面に垂直な方向か

ら約［ ］度傾けたまま，公転しているためである。

□②

　⑵　図のＡ～Ｃは，夏至，冬至，春分・秋分の日の太陽の通り道を表して

いる。

□①　太陽の南中高度が最も高いのは，Ａ～Ｃのどの通り道か。�［ ］

□②　昼の長さが最も短いのは，Ａ～Ｃのどの通り道か。� ［ ］

□③　Ａは，どの日の太陽の通り道を表しているか。�［ ］

□⑶　次の文の［ ］に当てはまる言葉や記号は何か。

　　　北半球では，夏は［ ］極側が太陽の方向に傾くた

め太陽の南中高度が［ ］くなり，冬は［ ］極側

が太陽と反対側に傾くため太陽の南中高度が［ ］く

なる。図のＡ，Ｂのうち，北緯35°の地点での，夏至の

日の太陽の南中高度を表しているのは［ ］である。

日の出の位置 日の入りの位置 太陽の南中高度 昼の長さ

夏至の日 真東から［ ］寄り 真西から［ ］寄り 最も［ ］い。 最も［ ］い。

春分・秋分の日 ［ ］ ［ ］ 夏至と冬至の日の中間 夜間の長さとほぼ同じ。
冬至の日 真東から［ ］寄り 真西から［ ］寄り 最も［ ］い。 最も［ ］い。

み
ず
が
め
座

し
し
座

さそり座

南

東 西

太陽

地球

公転の向き

自転の
向き

A
B

お
う
し
座

さ
そ
り
座

みずがめ座

太陽

北極

公転の向き 地軸

A

C

B

D

しし座

東

南

A

B
C

北

西

南中高度

南中高度

公転面に
立てた
垂線

Ａ Ｂ

南極 南極

北極北極
太

　陽

　の

　光

赤道

赤道
35°

35°

23.4°23.4°

Key理科3年教出_本冊_地学.indb   106 2021/01/08   17:56:14



10　天体の１年の動き
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練　習　問　題

⑴

⑵

⑶星座

理由

⑷

1 学習の
まとめ1

⑴

⑵

⑶日

記号

⑷

⑸

⑹Ｂ

Ｃ

Ｄ

2 学習の
まとめ2

1� 図は，地球と太陽，星座
との位置関係を模式的に表

したものである。ａは，太

陽が天球上を動くときの通

り道を表している。次の問

いに答えなさい。

□⑴　ａを何というか。

□⑵　太陽はａに沿って，㋐，㋑のどちらの向きに移動して見えるか。

□⑶　地球がＡの位置にあるとき，一晩中見ることができない星座は何か。次の

ア～エから選び，記号で答えなさい。そのように考えた理由も答えなさい。

　ア　さそり座　　　イ　みずがめ座　　　ウ　おうし座　　　エ　しし座

□⑷　地球がＢの位置にあるとき，ある日の 0時に南の

空に見えていたオリオン座は， 2か月前の 0時には，

東と西のどちらに何度動いた位置にあったか。

2� 図 1 のＡ～Ｄは，春分，夏至，秋�
分，冬至の日の地球の位置を表した

ものである。また，図 2，図 3は，

東京での 1年間の太陽の南中高度の

変化と，日の出と日の入りの時刻の

変化を表したグラフである。図 2の

ａ～ｄ，図 3のｅ～ｈは，図 1のＡ～Ｄのいずれかに地球がある日の記録であ

る。次の問いに答えなさい。

□⑴　図 1で，地球が公転している向きは，

Ｘ，Ｙのどちらか。記号で答えなさい。

□⑵　図 1で，秋分の日の地球の位置を表

しているのはどれか。Ａ～Ｄから選び，

記号で答えなさい。

□⑶　地球が図 1のＡの位置にあるときの

日はいつか。また，図 2のａ～ｄのう�

ち，その日を表しているのはどれか。

記号で答えなさい。

□⑷　図 3で，日の入りの時刻の変化を表

しているのは，Ⓐ，Ⓑのどちらか。記

号で答えなさい。

□⑸　図 3のＺは何の長さを表しているか。

□⑹　図 3のｅ～ｈのうち，地球が図 1のＢ，Ｃ，Ｄの位置にある日を表してい

るのはどれか。それぞれ選び，記号で答えなさい。

 計算・グラフ・作図のワークP.110・111
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図２（南中高度の変化）

図３（日の出と日の入りの時刻の変化）
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Keyプラス
まとめ

1       星の年周運動と時刻	理解・計算 

2    星座の見える方位	理解 P.144，147教科書

しし座が真夜中に南中する。春

さそり座が
真夜中に
南中する。

オリオン座
が真夜中に
南中する。

　　ペガスス座が真夜中に南中する。

オリオン座

ペガスス座

しし座

さそり座

ボール
（地球）

電球（太陽）春
夏 夏

冬

冬

秋

秋

冬の星座の
見える方位

●四季の地球と星座の位置関係

自転の向き

北極

南にオリオン座
東にしし座
西にペガスス座

南にペガスス座
東にオリオン座

南にしし座
西にオリオン座

日の入り

日の出

南

南

南

東

東

東

西

西

西

真
夜
中

オ
リ
オ
ン
座

しし座

ペガスス座

●冬の地球
ボールを地球に
電球を太陽に見立てている。

P.141教科書

20時

22時北極星

９月５日

30°

22時

北極星 30°
22時

北極星

10月５日

30°

30°30°

22時

4時北極星

６月５日

１か月後の同じ時刻
に見える位置は？

３か月前に同じ位置に見えた時刻は？

同じ位置に
見える時刻は？

10月５日に同じ位置に見える
のは，22時－2時間＝20時

１か月後，星座が同じ位置に見える時刻を考える。

❶地球の公転により，１か月に30°移動する。（年周運動）
❷地球の自転により，１時間に15°，２時間に30°移動する。（日周運動）

❶１か月に30°移動する。

❶３か月前なので，
　30°×３＝90°
　戻った位置に見える。

❷90°移動するのに６時間
　かかるので，６月５日の
　同じ時刻に見えるのは，
　22時＋6時間＝4時

❷２時間に30°移動する。

ポイント！　星座が同じ時刻に見える位置は，
　１か月に２時間ずつ早くなる。

3       地軸の傾きと季節，季節と南中高度	
　もしも地軸が傾いていなかったら

　太陽の南中高度の求め方（北緯35°の地点の場合）

理解・計算 P.150教科書

90°ー緯度 90°ー(緯度＋23.4°)90°ー(緯度－23.4°)

90°ー35°
＝55° 90°ー(35°ー23.4°）

＝78.4°

35°ー23.4°

35°＋23.4°

90°ー(35°＋23.4°）
＝31.6°

●春分・秋分 ●夏至 ●冬至
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光
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23.4°

23.4°

23.4° 23.4°

地球
北極

南極

太陽

地軸

公転の向き

赤道

地球への太陽の光の当たり
方が1年を通して同じにな
り，太陽の通り道は春分・
秋分の日と同じになる。

地球

北極

南極

太陽

地軸の傾きがなかったら
地軸

公転の向き

赤道

南中高度 南中高度
一定 一定

南中高度
高い

夏至の日

冬至の日

春分の日

秋分の日

低い
南中高度
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問題
1� 星の年周運動と時刻　次の問いに答えなさい。
□⑴　図１は，日本での夏至，冬至の日の太陽の経路

を透明半球に記録したものである。秋分の経路

を，図２にかきなさい。�［ 図２にかく。 ］

□⑵　もし，地軸が公転面に垂直だったとしたら，

季節ごとの太陽の日周運動はどうなるか。

� ［ ］

　⑶　図３は，冬至の日の地球への太陽の光の当たり方である。

　□①�　南緯34°付近の点Ｐで，この日，最も高くなったときの

太陽の高度を， で示しなさい。

� ［ 図３にかく。 ］

　□②　図３の地球の夜の部分を，斜線で示しなさい。

� ［ 図３にかく。 ］

□⑷　北緯40°の地点での，春分・秋分，夏至，冬至の日の太陽の南中高度は，それぞれ何度か。

� 春分・秋分の日［ ］　夏至の日［ ］　冬至の日［ ］

2� 星座の見える方位　図は，公転している地球と太陽，
星座との位置関係を模式的に表したものである。次の

問いに答えなさい。

　⑴　地球がＡの位置にあるとき，次の①，②に当ては

まる星座はどれか。図の㋐～㋓からそれぞれ選び，

記号で答えなさい。

　　□①　夕方に南の空に見える。� ［ ］

　　□②　明け方に西の空に見える。� ［ ］

□⑵　地球がAの位置にあるとき，真夜中に南の空に見えた星座は， 3か月後の夕方には，東，西，南のどちら

の空に見えるか。� ［ ］

□⑶　夕方に，みずがめ座が南の空に見える地球の位置はどれか。Ａ～Ｄから選び，記号で答えなさい。�［ ］

3� 地軸の傾きと季節，季節と南中高度　図のように，11月10日の午後10
時に北の空で，カシオペヤ座がＰの位置に観察された。。

□⑴　11月11日の午前０時にカシオペヤ座が見られる位置を，ａ～ｄの記

号で答えなさい。� ［ ］

□⑵　⑴のように，１日のうちで，時間とともに星の見られる位置が移動

していくのは，地球が何をしているからか。� ［ ］

□⑶　12月10日の午後10時にカシオペヤ座が見られる位置を，ａ～ｄの記

号で答えなさい。� ［ ］

□⑷　⑶のように，１か月後の同じ時刻に見られる位置が移動したのは，

地球が何をしているからか。� ［ ］

□⑸　12月10日に，カシオペヤ座がＰの位置で見られる時刻は何時か。� ［ ］

㋓ しし座

㋒ おうし座㋑ みずがめ座

A

B C

D地球

太陽

㋐ さそり座

a

b

北極星

d

30°
30°

11月10日
午後10時

30°30°

cＰ

北

南 北

西

O
東

図１

(冬至)
a

b(夏至)

図３

P
公転面

北極

地球南極

赤道太
陽
の
光

34°

（図１を真東から見た図）

図２

南 東 北

b

a

 計算・グラフ・作図のワークP.111
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地球と宇宙

1� 太陽の１日の動き　透明半球に記録した１時間
ごとの太陽の位置を，図１のように滑らかな曲線

で結び，それを透明半球の縁まで伸ばした。その

曲線に沿ってビニルテープを貼って，１時間ごとの

印を写し取り，図２のように，点と点の間隔をはかった。次の問いに答えなさい。

□⑴　日の出から9：00の点まで，透明半球上を太陽が移動するのに，何時間何

分かかったか。

□⑵　この日の南中時刻は何時何分か。

□⑶　この日の日の出，日の入りの時刻は何時何分か。

2� 星の日周運動と時刻　図１はある夜，一定時
間ごとに観察したカシオペヤ座の位置を記録し

たものである。図２は，別の夜，一定時間ごと

に観察したオリオン座の位置を記録したもので

ある。次の問いに答えなさい。

□⑴　星は，１日たつと元の位置に戻ってく

る。１時間では約何度移動するか。

□⑵　図１は何時間おきに観察したものか。

□⑶　図１のａ，ｂを観察したのはそれぞれ

何時か。

□⑷　図２は，何時間おきに観察したものか。

□⑸　図２のｃ，ｄを観察したのはそれぞれ何時か

3� 星の年周運動と時刻　図１，図２は，毎
月15日の20時に観察したオリオン座とカシ

オペヤ座の位置を記録したものである。次

の問いに答えなさい。

□⑴　同じ時刻に見える星の位置は，毎日少

しずつ移動し，１年で元の位置に戻るよ

うに見える。星は，１日に約何度移動するか。ま

た，１か月に約何度移動するか。

□⑵　図１のａ，ｂを観察したのは何月か。

□⑶　図２のｃ，ｄを観察したのは何月か。

□⑷　ある星座を１か月半後の同じ時刻に観察すると，

星座は約何度，移動して見えるか。

⑵の
類題

⑶の
類題

⑴

⑵

⑶日の出

日の入り

1

⑴

⑵

⑶ａ

ｂ

⑷

⑸ｃ

ｄ

2

⑴１日　�約

１か月�約

⑵ａ

ｂ

⑶ｃ

ｄ

⑷

3

学習の
まとめ P.98 1

学習の
まとめ P.98 1

学習の
まとめ P.104 1

結んだ線を縁まで伸ばす。

図１
西

南

東

北

1.8cm 南中縁と交わったところ(日の出)図２ 縁と交わったところ(日の入り)

9:00 10:00 11:00 12:00

2.4cm 2.4cm 2.4cm

13:00

2.4cm

14:00

2.4cm

15:00

2.4cm 4.0cm5.2cm

b

a図１

45°

45°

45°

22時北極星

30° 30°
30° 30°

西東

南

c
0時図２

d

2月図１

東 西

a

b

南南

(毎月15日，20時の位置)

北極星

図２

2月

c

d

北西

(毎月15日，20時の位置)
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4� 同じ位置に見える星座の時刻など　
　�　図は，ある日の19時から２時間おき

に観察したオリオン座の位置を記録し

たものである。次の問いに答えなさい。

□⑴　１か月後の19時と23時のオリオン

座は，Ａ～Ｅのどの位置にあるか。それぞれ記号で答えなさい。

□⑵　１か月前と２か月後，オリオン座がＣの位置にあるのは，それぞれ何時ご

ろか。

□⑶　17時ごろＤの位置にオリオン座があるのは，観察した日から約何か月後か。

□⑷　９か月後の３時のオリオン座は，Ａ～Ｅのどの位置付近にあるか。記号で

答えなさい。

5� 太陽の通り道　図は，日本の北緯40°のある地
点での夏至，冬至の日の太陽の通り道を透明半球

に記録したものである。次の問いに答えなさい。

□⑴　この地点での春分の日の太陽の通り道を，透

明半球に記録した。このときの経路を真横から

見た線を，解答欄の図にかきなさい。

□⑵　赤道上のある地点での春分の日の太陽の通り道を，透明半球に記録した。

このときの通り道を真横から見た線を，解答欄の図にかきなさい。また，夏

至の日と冬至の日の通り道を真横から見た線もかきなさい。

　⑶　次の①～③の地点での夏至の日（日本の夏）の太陽の通り道はどうなるか。

それぞれ，図の点線にならってかきなさい。

□①　アラスカ（北緯50°）　　□②　北極付近　　　□③　ニュージーランド
� （南緯40°）

6�  Keyプラス  太陽の南中高度の求め方　次の問いに答えなさい。
　⑴　図１は冬至の

日（日本の冬）の，

図２は夏至の日

（日本の夏）の，

地球への太陽の

光の当たり方を表している。

□①　それぞれの日の地点Ｐで，太陽の南中高度を で表しなさい。

□②　それぞれの日の，地球の夜の部分を斜線で示しなさい。

□⑵　北緯35°の地点で，春分の日の太陽の南中高度は何度か。

□⑶　北緯30°の地点で，冬至の日の太陽の南中高度は何度か。

⑴19時

23時

⑵１か月前

２か月後

⑶

⑷

4

⑴①　図１，図２にかく。

②　図１，図２にかく。

⑵　

⑶

6

学習の
まとめ P.104 1C

B

A

D

E

南東 西

南 北

西

O
東

a

b(夏至の日)冬至
の日（　　） ⑴

⑵

⑶①～③　図にかく。

5 学習の
まとめ P.104 2

90°

0°

30°

60°

180°
北南 東

（真横から見た図）

透明半球

a

b

150°

120°

90°

0°

30°

60°

180°
北南 東

（真横から見た図）

透明半球

a

b

150°

120°

南 北O
東

西

南 北O
東

西

南 北O
東

西

図１
P

公転面

北極

地球南極

赤道

太
陽
の
光

図２

P

北極

地球
南極

赤道太
陽
の
光

公転面

Key
プラス P.108 3
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