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AAAA ●私たちがどんな流域に住んでいるか知っていますか。
●ここでは、私たちが住んでいる流域を見つけて、調べてみよう。

自宅の近くを流れる川に出かけてみよう。川に着い

たら、その川の上流を眺めてみてください。山並みや

丘の連なりが見えるでしょうか。 その山並みや丘の連

なりに雨が降ると、雨はその近くの川に流れ込みます。

そして、その水はやがて、私たちが立っている川にま

で流れてきます。流域とは、雨が地表面を流れて、あ

る川に流れでる範囲のことです。つまり、見ている山

並みや丘の連なりから私たちが立っている場所までは、

私たちが住む流域です。

1 家の近くの川から上流を見てみよう

国土地理院が発行している2万5千分の1や5万分の1などの地形図を使って、私たちの住む流域マップ

をつくってみよう。

2 地形図を使って流域マップをつくってみよう

つくった流域マップをよく観察し、私たちの流

域にはどんなものがあるか、どんな土地利用がさ

れているかなどを調べてみよう。

森林はどれくらいありますか。田畑はどの程度

あるでしょうか。住居やビルなどが建つ都市的な

土地はどのくらいでしょうか。

流域マップを、土地利用の違いによって色を塗

り分けてみると、その程度や分布がよく分かるよ

うになります。そうすると、森林や田畑のように

雨がしみこむ場所と、都市のように雨がしみこみ

にくい場所のおおよその割合も把握できます。

さらに、その流域マップの範囲を、インター

ネットで見ることができる空中写真を利用して、

よく見てみてください。私たちの住む流域の様子

がよく理解できると思います。

3 流域はどんな状態か見てみよう

つくった流域マップと同じ範囲の古い地形図や空中写真を探してみて、流域の新旧のようすを比較して

みてください。古い地形図や空中写真は、国土地理院のインターネットのサイトでも見ることができます。

また、有料でコピーを手に入れることもできます。

森林の面積はどう変わったでしょうか。田畑はどの程度でしょうか。住居やビルなどが建つ都市的な土

地はどう違うでしょうか。

このような流域の土地利用の変化によって、雨が地面にしみこむ程度が変わってきます。昔の土地利用よ

り雨がしみこむ割合が減ってきていれば、雨は川に直接流れ込んでしまい、洪水になる可能性が高まりま

す。また、地下水も減少してしまい、普段の川の水が減ったり、湧水が枯れてしまうことがあります。流域

マップを見ながら、私たちの住む流域を歩いてみてください。あなたの流域は、昔と比べてどうなっている

でしょうか。

4 昔の流域も調べてみよう

川から上流を見た様子（静岡県）

私たちの住む流域マップ

私たちの住む流域マップ（航空写真）

【地形図を見る方法】
インターネットを使って、国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」で見る
ことができます。また、購入することもできます。

このように、新旧の流域の土地利用の状態を比べることで、昔と今の水循環の状態の変化を知ることができ

るのです。

流域マップのつくり方
① 地形図を用意する
② 自宅をマークする
③ 近くの川を探してマークする
④ その川の上流を地形図でた
どってみる

⑤ 途中で合流する川（支流）が
あれば、その上流もたどって
みる

⑥ ③でマークした地点の左右
にある山や丘の等高線を見
て尾根を結んでいく

⑦ 結んだ線が、④、⑤でたどっ
た川の上流端まで含まれて
いれば、それが私たちの住
む流域の境界（流域界）と
なる

⑧ 水源などを歩いてみよう。ま
たは、川に沿って海まで歩い
てみよう

もっと調べてみよう
◎ インターネットには日本各地
の流域地図を表示できるも
のもあるので調べてみよう

今の流域と昔の流域の違いを書いてみよう

川
自宅の流域界
川の全体の流域界

①流域図を準備

⑤支流もたどる⑤支流もたどる

②自宅をマーク②自宅をマーク

⑥等高線を結ぶ⑥等高線を結ぶ

③近くの川をマーク③近くの川をマーク

④上流までたどる④上流までたどる

自宅の流域界
川の全体の流域界



ワークシートA
■流域マップ ■流域の航空写真

クラス 氏　名　　　　年　　　　組

■流域マップを観察して気がついたこと ■流域の新旧を比較して気がついたこと



学校の近くの川や湧水を知ろう
ワーク
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ワーク
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BBBB ●私たちの学校にはどんな川があるのでしょうか。
●ここでは、川の環境を調べたり、大雨が降った時の川の状況をイメージしてみよう。

B-1 B-2

学校から近くの川に向かって歩いてみよう。

川の流れががどうなっているかを見てみよう。流れは速

いですか、それともゆったり流れているでしょうか。そし

て、川の上流、下流はどちらか、どこから流れてきてどこ

へ行くのかなどを観察してみよう。また、支川からの合流

がないかなども確認してみよう。

気がついた点をメモしたり、写真を撮ってみよう。

1 近くの川に行ってみよう

川岸の階段または、川岸のゆるい斜面のところから

気をつけて川に入ってみよう。

川の中で、川の流れ、水の色、川岸の様子、植物、

魚や鳥などの川の状態を観察してみよう。排水が流れ

込んでいたり、堰などで取水しているところがあるで

しょうか。大雨のときにどこまで水位が上昇したかを

知る痕跡はないでしょうか。周囲に過去の洪水であふ

れた痕跡がないかなども観察をしてみよう。気がつい

た点をメモしたり、写真を撮ってみよう。

2 川に入ってみよう

近くに湧水がないか探してみよう。湧水は、地下水が地表に自然に出てきたものです。湧水ができるまで

のみちのりを考えてみよう。雨が降ってきたらその雨は植物や地表をつたっていきます。その水は、地中に

しみこむものもあれば、水路などに入って流れていくものもあります。地中にしみこんだ水は地下水となっ

て土でろ過されていきます。その地下水があちこちでふた

たび地表にわき出てくることがあります。これが湧水です。

湧水を見つけたら、どんな状態か観察してみよう。水の

量はどうでしょうか。湧水の量はどうしたら測れるか考え

てみてください。水の色や水温はどうでしょうか。湧水の

周りに植物や動物などはいるでしょうか。その湧水は利用

されているでしょうか。湧水の様子は昔と変わっている

か、周りの人に聞いてみてください。変わっているとした

ら何が変化したのでしょうか。気がついた点をメモした

り、写真を撮ってみよう。

3 湧水を見つけて観察してみよう

川は、危険な生き物が生息していたり、急な増水の危険もあ

ります。十分に安全を確保※1した上で川の中に入ってみよう。

川に入るときは必ずライフジャケットを着てください。川の草

むらを見つけたら、タモ網で水辺の生き物を捕まえてみよう。

ひざ下くらいの水深の浅い川に入り、草の茂みがあるところを

ねらってガサガサしてみよう※2。

生きものを捕まえたら、水槽で観察してみよう。

川の水質を調べてみよう。

水質には様々な項目があります。例えば、国土交通省が毎年

実施している「身近な水環境の全国一斉調査」の水質の主な項

目で調べてみよう。

具体的には、水温、COD（化学的酸素要求量）、透視度、ｐH（水

素イオン濃度）、電気伝導度等があります。誰でも簡単にチェッ

クできる簡易水質測定キットを使ってみよう。

また、採取した生物の種類と数を調べて水質を判定する「水

生生物による水質調査」もやってみよう。

※1 川の安全確保については、「河川財団のWEBページ　水辺の安全ハンドブッ

ク」を参照してください。

※2 ガサガサとは、魚取り用のタモ網で、すぐ近くの川にすむ生き物をつかま

えるお手軽な川遊びです。

4 川の生物や水質を観察してみよう

航空写真や地形図などを

ベースにして観察マップを

つくってみよう。

観察マップに、自分で調

べて気づいたり発見した内

容を書き込んで、撮った写

真なども貼りこんでみよう。

大雨がふると川の流量が

普段より増えて、川の外に

水があふれる場合がありま

す。歩いた川や周辺につい

て、市役所などで配布され

ている洪水ハザードマップ

と見比べながら、川の状況

や洪水の時に危険となりそ

うな場所を確認してみよ

う。これらの情報を活用し

て災害に備えることもでき

ます。

5 観察結果をまとめよう

タモ網でガサガサ

タモ網でとらえた魚を観察（カワムツ）

川の様子（兵庫県）

福井県大野市の湧水
観察マップ

航空写真で見た川の様子

学校からの流域界
川の全体の流域界

川の観察記録



ワークシートB
■観察マップ

■川の生物や水質の記録

クラス 氏　名　　　　年　　　　組

■川の中で気がついたこと

■川の周りで気がついたこと（湧水など）
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生活と水循環のつながりを探ろう
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CCCC ●私たちの生活と水循環はどうつながっているのでしょう。
●ここでは、私たち、そして私たちの生活と水循環がどうつながっているのかを探ってみよう。

まず、私たちの生活の中にある水を探してみよう。家の中で水はどこにありますか。水道から水が流れて

きます。水道の水は飲んだり、洗い物に使ったり、洗濯、お風呂など、さまざまな所で使っています。

また、食物の中にも水が含まれています。飲み物だけでなく、野菜や果物、肉などの中にも水分があるは

ずです。庭やプランターに植木があると、それらの中にも水が含まれています。土の中にも水が含まれてい

ます。

水が含まれているものを家の中で探して、どこから来たのか考えてみよう。

1 生活と水の関わりを探す

人間の身体の中には子どもで約70％、大人で約60〜65％程度

の水があります。つまり、あなたの身体の多くは水でできてい

ます。

今日は何杯の水や飲料を飲みましたか。また、食べた料理の

中にどれほど水が含まれていたでしょうか。それらからあなた

は水を得ているのです。そして、私たちの身体の中の水は、い

ずれ汗や尿として体内から出ていきます。そして、飲食をする

ことで新しい水と入れ替わります。1日に飲食で私たちの身体に

入った水と、出ていった水をおおよそ測ってみてください。

私たちの身体の中に水が循環していることに気づくはずです。

2 私たち自身の水分量を調べてみよう

家の水道の水がどこからくる

のか、実際に考えてみよう。

多くの水道の水源は、川の上

流にあるダムに貯水された水

や、地下水からくみ上げた水な

どです。そして、その水は取水

施設で取水され、浄水場で浄化

されて、水道管を通って私たち

のもとに届けられます。自宅の

水道水の水源が分かったら、そ

の場所を調べて行ってみよう。

3 水道の水はどこから
 来ているのでしょうか

生活で使った水は、どこへ行くのでしょうか。水道で使った水は、台所やトイレ、浴室の排水口から下水

道に流れていきます。その先はどこを通って、どのように処理されていくでしょう。インターネットの検索

や、市町村の下水道部に聞くことで調べることができます。

実は、下水道管は、下水処理場につながっています。そこで、必要な処理をして、川や海などに放流され

ます。その放流先はどの川や海などでしょうか。そこまで調べてみてください。

4 生活でつかった水はどこからどこへ行くかを探る

【水道の水源の調べ方】
・インターネットの検索  「水
道」「都道府県名」「市町村名」
「水源」などのキーワードを
入れて
・都道府県や市町村の水道部
局に問い合わせ

・飲み水
・生活で使っている
水

・食物に含まれてい
る水
・植木や庭にある水

自宅・学校海

水源

生活の水循環で、どこからきて、どのように水が流れていくか調べてみよう

ダム　中筋川ダム（高知県）

取水設備（堰）　秋ケ瀬取水堰（埼玉県）

浄水場　市之井手浄水場（愛媛県）

上水道　水道管（北海道）

＜上水＞

台所等（排水口）

下水道　小平市ふれあい下水道館

下水処理場　市之井手浄水場（愛媛県）

川・海　由良川・由良の門（京都府）

＜下水＞

生活と水循環のイメージ

体の中の水の量

▼

▼

▼

▼

▼

▼

こんなところを
探そう

大人
約60～65%

赤ちゃん
約75%

下水処理場

下水管

上水道

浄水場

ダム

取水堰取水堰

風呂 トイレ

川川

海 台所



ワークシートC
■生活と水の関わり（家の中や外で水があるところ）

■生活の水循環の系統図を作ろう

気づいたこと

◇水道施設、浄水場の名称

◇所在地、管理者など

◇水源となっている川、地下水など

◇気づいたこと

 

クラス 氏　名　　　　年　　　　組

■体の中の水循環

■水道水の水源

名称：

写真

名称：

写真

種　類

飲み水

生活で使っている水

食物に含まれている水

植木や庭にある水

その他

場　所 どこから来たか どう使っているか

体に入った水分の種類

合計

入った水分の量（ℓ） 体から排出した量（ℓ） メモ



地域の水文化を調べる
ワーク
シート
ワーク
シート
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DDDD ●私たちの住む地域にはどんな水文化があるのでしょうか。
●ここでは、地域の水文化を調べて考えてみよう。

まず、自宅の近くの川や湖のこ

とを調べてみよう。その川や湖の

名前の由来はなんなのでしょう。

地域とどんな関わりがあったので

しょうか。その昔、川や湖の近く

に人が住んでいたのなら、人は川

や湖の恵みを利用しているはずで

す。飲み水として、水田や畑の用

水として利用していたでしょうか。

川や湖の水産物を採集していたで

しょうか。

また、湧水が豊かであった地域

では、湧水と生活や産業との関わ

りがあるはずです。それも調べて

みよう。

1 身近な川や湧水を調べる

地域には、水と関わりが深い史跡などがある場合があります。水を祀る神社、水神、古くに築かれた堤の

跡、用水、堰、ため池、水を引き込んだ庭園など、様々な水と関わりのある史跡を探してみよう。

また、水と関わりのある祭などの行事や、伝承、昔話なども存在するかもしれません。調べてみよう。

見つけたら、その存在を流域マップに書き込み、実際に見に行ってみよう。写真を撮って流域マップに

貼っていくのもいいでしょう。そして、そのような史跡や行事などが、現代にどのように息づいているのか

を考えてみよう。

2 水とつながりのある史跡や行事、施設などを調べる

さて、それでは現代の地域の水文化とはなんなのでしょうか。

近くの川や湖などで現在も行われている行事や、イベントなどがあるでしょうか。水を活かした産業は

ないでしょうか。川や湖で行われているレクリエーションにはどんなものがあるでしょうか。

インターネットで検索したり、資料で調べたり、実際に川や湖に出かけてみて行われている行事やレク

リエーションを観察してみよう。

このような調査と観察から、地域の中で川や湖、湧水などの水がどんな役割があるのかについて考えて

みよう。

3 現代の水文化を考える

出典：日本水フォーラム出典：日本水フォーラム

【観察のポイント】
・川や湖のどのような場所が使われているか　・どんな人が来ているか　・どんなことをしているか  など

史跡や行事などを
調べる
・図書館などで市町村
の郷土史を調べる
・郷土資料館で調べる
（古地図や民具など）
・インターネットの検
索「市町村名」「川の
名前」「湧水の名前」
「歴史」「史跡」「文化」
などのキーワードで
検索

身近な川との関わりを調べる
・図書館などで市町村の郷土史
を調べる
・郷土資料館で調べる（古地図
や民具など）
・インターネットの検索 「川の名
前」「湧水の名前」「由来」「歴
史」「文化」などのキーワードで
検索

道や庭先に水をまく「打ち水」は、砂ぼこりを抑え、
気化熱により夏の暑さを和らげる日本の生活の知恵

湧水や山水を家に引き込んだ
岐阜県郡上市の「水舟」

東京都新宿区で行われる川の水面に
反物を垂らすイベント「染の小道」

伝統的な日本の風景「棚田」は水を貯めづらい
急斜面の土地での上手な水の活用法

出典：水の週間実行委員会出典：水の週間実行委員会出典：水の週間実行委員会出典：水の週間実行委員会

画像提供：岐阜県郡上市画像提供：岐阜県郡上市

水害から家や田畑を守るため、土地の周りを堤防で
囲んだ長野県中野市古牧地区（千曲川）の「輪中堤」

「円筒分水」は農地などで貴重な
水を平等に自動で分け合う装置

出典：農林水産省出典：農林水産省

地域の史跡や行事を示した流域マップ

地域の水文化を調べよう

D-1 D-2

川
自宅の流域界
川の全体の流域界



ワークシートD
■身近な川や湧水

■現代の水文化

クラス 氏　名　　　　年　　　　組

■水とつながりのある史跡や行事、施設

■地域の史跡や行事を示した流域マップ

川や湧水の名称 由来や関わり どのように利用していたか メモ

史跡、行事、施設の名称 水との関わり メモ 名称 関わり方 現代における役割 メモ
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地域の水災害と防災を調べる
ワーク
シート
ワーク
シート
ワーク
シート
ワーク
シート

EEEE ●私たちの住む地域にはどんな水災害があるのでしょう。
●ここでは、地域で起こった水災害や想定を調べ、防災について考えてみよう。

私たちが住む地域は、過去に

どんな水害や土砂災害があった

のでしょうか。台風や梅雨で激

しい雨が降ったときのことを覚

えていますか。水害などにあっ

た経験があれば、それを詳しく

調べてみよう。もし、記憶にな

くても、インターネットなどで

検索してみれば、過去の水害や

土砂災害の情報がでてくると思

います。

また、ある程度大きな川にな

れば、河川整備計画という川の

整備の計画を示した資料があり

ます。この資料の中にも、流域

の過去の水害がまとめてありま

す。これもインターネットで公

開されているので、検索してみ

てください。

1 地域の水災害を調べる

市区町村が作成している洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップを見てみよう。家においてあれば

それを見てください。都道府県や市町村は、インターネットでもハザードマップを公開しています。

そのハザードマップに、まずは自宅をマークしてみよう。そして、自宅の周辺で、どの程度の浸水が想定

されているのか読みとってください。また、浸水があった場合に注意すべきこと、避難の情報も書かれてい

るのでそれを読んでみてください。

もし洪水が起きた場合に、どこに避難するのがいいか考えてみよう。避難すべき場所はどこでしょうか。  

浸水深よりも高い場所はどこでしょうか。そこに行くまでに危ない場所はないでしょうか。それらを考えな

がら、ハザードマップに避難するルートを書き込んでみてください。

2 ハザードマップで災害の想定を知る

3 流域対策を考えてみよう

洪水ハザードマップの例
北海道留萌川流域の浸水
（昭和63年洪水）

茨城県常総市の浸水状況
（平成27年9月関東・東北豪雨）

福岡県朝倉市赤谷川の土砂・洪水氾濫
（平成29年7月九州北部豪雨）

流域対策のイメージ

広島県広島市安佐南区の土砂災害
（平成26年8月土砂災害）

【水災害の調べ方】
・インターネットの検索  「水害」「浸水」「被害」「土砂災害」「都道府
県名」「市町村名」などのキーワードを入れて
・流域の川の名前「○○川」×「河川整備計画」

水災害を記録しておこう
・年月
・被害の状況（被害者数、被害額、
浸水面積など）

出典：国土地理院

私たちが住む地域の水害をどうすれば軽減できるでしょうか。

河川整備計画には、川で行うべき対策が位置づけられています。まずは、地域でどのような対策が予定さ

れているのか、読みとってみよう。堤防を整備する、川を広げたり、掘る、川岸が侵食されるのを防ぐ護岸

などが書いてあるかもしれません。

ただ、近年の気候変動の影響を考えれば、

そのような川の整備だけでは、洪水を防げない

かもしれません。あなたならどうしますか。

私たちの住む流域の状態を考えてみてくだ

さい。昔と比べて、雨がしみこむ土地はどう

変化していましたか。流域対策では、雨を浸

透させる、貯めることで洪水を軽減すること

も重要です。家やその周辺で雨を浸透させ

る、貯留するにはどうすればいいか考えてみ

よう。浸透や貯留できる施設をつくる、地面

を掘って池（遊水地）をつくるなど、流域マッ

プを見てなにができるか考えてみよう。ま

た、大きく浸水する場所の土地利用を見直す

こともありうるかもしれません。

出典：羽生市

私たちが住む地域にある流域対策を調べてみよう



ワークシートE
■地域の水災害

■流域対策を考える

◇浸水の状況（浸水深など）

◇避難すべき場所

◇避難のタイミング

◇避難のルート

◇流域で雨を浸透させるには

◇流域で雨を貯めるには

◇見直したい土地利用

◇その他（アイデア）

クラス 氏　名　　　　年　　　　組

■洪水ハザードマップ／土砂災害ハザードマップ

■ハザードマップから分かること

災害の名称 年月 被害の状況 メモ
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地域の水循環の課題を探る
ワーク
シート
ワーク
シート
ワーク
シート
ワーク
シート

FFFF ●私たちの住む地域にはどんな水循環の問題があるのでしょうか。
●ここでは、地域の水循環の課題を探りだし、その解決方法を考えてみよう。

私たちが住む流域には、どんな水循環の問題があるでしょうか。現在の川や湖

などの環境が以前と比べてどのように変わったかを探ってみよう。

まず、家の近くの川や湖、湧水がある場所に出かけてみよう。水は多いでしょ

うか。水質はどうでしょうか。生き物はいるでしょうか。排水は流れ込んでいる

でしょうか。ゴミはどうでしょうか。よく観察してみてください。

試薬で水質を測定したり、網で生き物を探してみるのもいいでしょう。川底の

水生生物の採集で水質を判定する方法もあります。

また、地域で環境活動をしている団体に聞いたり、川の資料館や科学学習館に

行ってみたり、インターネットを検索して見てください。もっと多くのことがわ

かると思います。

1 地域の水循環の課題を探る

つくった流域マップを活用してみよう。住宅や

ビルなどの都市的な土地はどの程度あるでしょう

か。森林や田畑はあるでしょうか。コンクリート

やアスファルトで土が覆われている面積が多いと、

雨がしみこみにくくなっています。都市が発達す

る前は、雨が土にしみこみ、地下水となり、ゆっ

くりと川に流れ出ていたはずです。

昔の地形図と見比べてみて、森林や田畑の面積

はどう変わったでしょうか。住宅やビルなどが建

つ都市的な土地は以前はどうだったでしょうか。

流域の土地利用の変化によって、雨が地面にし

みこむ程度が変わってきます。

昔より雨がしみこむ土地の割合が減ってきてい

れば、雨が降ったときに川に直接流れ込んでしま

い、洪水になる可能性が高まります。また、地下

水も少なくなってしまい、普段の川の水が減った

り、湧水が枯れてしまうことがあります。住宅や

ビルなどが増えていれば、使用する水の量も増え、

下水道に流れる排水も増えているはずです。

このようなことから、地域の水循環の問題点をあげてみてください。

2 流域マップで探る

流域によっては、水循環に関する計画が作られている場合があります。

このような計画には、流域の水循環の問題が調査されて書いてあります。私た

ちで探ってみた問題は、取り上げてあるでしょうか。読んでみてください。また、

計画には問題解決のために必要な取り組みも検討されています。どんな取り組み

が書いてあるのか見てみてください。私たちでもできる、参加できる取り組みが

あるでしょうか。

3 流域水循環計画を見てみよう

私たちの住む流域の水循環の問題が

探れたら、その問題を解決するにはど

うしたらいいのか考えてみよう。

自宅や街の地面に水がしみこむよう

にするにはどうすればよいでしょうか。

川や湖の水を豊かに、きれいにするに

はどうしたらいいでしょうか。湧水を

復活するには何ができるでしょうか。

問題の解決を考えるには、その問題

の原因を考えてみることです。その原

因を取り除いたり、弱めることなどが

できれば解決につながるはずです。

コンクリートなどで覆われた面積を

少なくする、コンクリートなどに水が

浸透するようにする、家に降った雨を

4 水循環の問題の解決策を考えよう

水質が汚染している川

水路から流入する生活排水

問題の原因を示した図の例

河川敷のゴミの不法投棄

流域水循環計画の例
（千葉市水環境保全計画）

1954年（昭和29年）の地形図

【流域水循環計画】
内閣官房水循環政策本部事務局では、各地でつくられた「流域水循環計画」を
インターネットで紹介しています。
▶https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/category/planning_status.html

水循環の課題を調べる
・川や湧水を観察する ・水質調査や生き物を採集してみる
・地域で活動する団体に話を聞く ・川の資料館に出かけてみる
・インターネットの検索 「川の名前」「環境」「水質」「生物」などのキーワードで検索

森林や農地が住宅地
に開発された

地面がアスファルト
などで被覆された

雨が土にしみこまな
くなった

川の流量が少なく
なった

住宅地から汚れた水
が排水される

川の水質が悪化した

川岸がコンクリート
で固められた

生き物の住んでいる
場所が減少した

Ａ川の環境悪化
流量減少、水質悪化、川岸のコン
クリート化（ハビタットの減少）

生き物が減った

川で遊ぶ子供達の姿
も見られなくなった影　響

中心的問題

原　因

浸透するようにする、木を植えて森林を増やす、川や湖に流れ込む汚水を少なくする、汚水を浄化するな

ど、さまざまな方法が見つかるはずです。私たちは何ができるでしょうか。

先に紹介した流域水循環計画には、問題の解決のための取り組みがあげられています。それも見てみて

ください。

【水循環の問題の例】
・雨が浸透しにくい土地が多い ・川の水量が少ない
・水質に問題がある ・湧水が枯れている
・洪水がおきやすい　など

自宅の流域界
川の全体の流域界

出典：国土地理院

私たちが考えた課題と解決策



ワークシートF
■地域の水循環の問題として考えられること

■水循環の問題の解決のアイデア

◇都市的な土地利用はどうか

◇森林や田畑はどう変化しているか

◇土地利用から読み取れる水循環の問題とは

◇水量はどうか

◇水質はどうか

◇生き物はどうか

◇排水の流入、ゴミなどはどうか

◇その他

クラス 氏　名　　　　年　　　　組

■水循環の問題の原因として考えられること

■流域マップから読み取れること


