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は
じ
め
に

１

指
導
と
評
価
の
一
体
化

２
内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
の
評
価
規
準（
例
）

３

　

令
和
二
年
三
月
に
国
立
教
育
政
策
研
究
所
か
ら

「『
指
導
と
評
価
の
一
体
化
』の
た
め
の
学
習
評
価

に
関
す
る
参
考
資
料
」（
以
下「
参
考
資
料
」）が
発

行
さ
れ
た
。本
稿
で
は
、こ
こ
に
示
さ
れ
た
事
例
を

基
に
、「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」に
つ
い
て
具
体
的

に
説
明
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、学
習
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
、今
回

の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
伴
う
学
習
評
価
の
改
善

の
概
要
に
つ
い
て
は
、昨
年
度
の「
て
く
テ
ク
技
家

Vol.005

（
２
０
１
９
秋
号
）」で
解
説
し
て
い
る
の

で
、そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」は
、通
常
、「
指
導
に
学

習
評
価
を
生
か
す
」と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

学
習
評
価
に
は
、教
師
か
ら
見
た
機
能（
役
割
）

と
し
て
、「
教
育
の
改
善
の
た
め
に
役
立
て
る
。」が

あ
る
。こ
れ
は
、学
習
状
況
の
評
価
結
果
は
教
師
に

よ
る
指
導
の
改
善
、学
校
全
体
と
し
て
の
教
育
課
程

の
改
善
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。実
際
に
、教
師
の
皆
様
は
、「
指
導
後
」の
学
習

評
価
の
結
果
か
ら
、自
ら
の
指
導
が
適
切
で
あ
っ
た

か
を
確
認
し
、問
題
が
あ
れ
ば
改
善
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。

　

ま
た
、生
徒
か
ら
見
た
機
能（
役
割
）と
し
て「
豊

　

技
術
分
野
の
ど
の
部
分
で
望
ま
し
い
学
習
状
況

が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

生
徒
に
自
己
の
成
長
を
自
覚
さ
せ
た
り
、ど
の
部
分

に
課
題
が
認
め
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
指
導
の
改
善
に
生
か
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
分
析

的
な
評
価
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、目
標
を
細
分
化

し
、そ
の
実
現
の
状
況
を
判
断
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
る「
評
価
規
準
」を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、あ
ま
り
に
目
標
を
細
か
く
し
て
、そ
の

実
現
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
、時
間
と
労

力
が
必
要
と
な
り
、指
導
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ

る
。そ
の
た
め
に
、適
切
な「
細
か
さ
」で
評
価
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
細
か
く
す
る
」方
法
と
し
て
は
、「
資

質
・
能
力
で
分
け
る
」と
、「
内
容
・
時
間
で
分
け
る
」

の
二
つ
が
あ
る
。

　

前
者
は
、教
科
等
が
目
標
と
す
る
資
質
・
能
力
が

実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、そ
の
ま
ま
確
認
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、資
質
・
能
力
の
柱

で
分
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

後
者
は
、中
学
校
３
年
間
で
の
生
徒
の
状
況
を
確

認
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
困
難
で
あ
り
、ま
た
、

評
価
し
た
結
果
を
指
導
の
改
善
に
生
か
す
こ
と
は

CHAPTER
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の
一
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化
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学
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討
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か
な
自
己
実
現
に
役
立
て
る
。」が
あ
る
。こ
れ
は
、

学
習
評
価
に
よ
り
生
徒
一
人
一
人
の
学
習
の
成
立
を

促
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。実
際
に
、

生
徒
は
、「
指
導
中
」に
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
、自
ら

の
学
習
を
振
り
返
り
、成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
で
、

次
の
学
び
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
機
能（
役
割
）を
も
つ
学
習
評
価
を

適
切
に
行
う
こ
と
は
、適
切
な
指
導
の
た
め
に
も
必

要
で
あ
る
。こ
れ
が「
指
導
に
学
習
評
価
を
生
か
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」の

一
つ
の
側
面
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」に
つ
い
て
は
、

先
の「
指
導
後
」や「
指
導
中
」だ
け
で
な
く
、「
指
導

前
」に
お
い
て
も
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

学
習
評
価
は
、学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
に
関

し
て
、目
標
に
照
ら
し
て
、そ
の
実
現
状
況
を
評
価

す
る
も
の
で
あ
る
。特
に
、学
習
場
面
で
は
、目
標
を

達
成
し
た
生
徒
の
姿
を
事
前
に
明
確
に
し
て
お
か

な
け
れ
ば
適
切
な
学
習
評
価
は
行
い
に
く
い
。そ
し

て
、生
徒
の
姿
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
指
導
方
策

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。こ
の
よ

う
に
、適
切
な
学
習
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に「
指
導
前
」に
準
備
す
る
こ
と
は
、学
習
場
面
に

お
け
る
目
標
や
指
導
方
法
等
を
検
討
す
る
こ
と
で

も
あ
り
、こ
れ
が「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」の
も
う

一
つ
の
側
面
で
あ
る
。

　

指
導
計
画
を
作
成
し
、そ
の
後
、ど
の
よ
う
に
学

習
評
価
を
行
う
か
を
考
え
る
と
い
っ
た
手
順
で
評

価
計
画
を
立
案
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

と
思
う
が
、「
指
導
前
」の「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」

の
側
面
を
意
識
し
て
学
習
評
価
は
検
討
す
べ
き
で

あ
り
、こ
の
考
え
に
基
づ
い
て「
参
考
資
料
」は
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、あ
る
時
間
ご
と
に
評
価
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
「
参
考
資
料
」で
は
、こ
の
考
え
方
に
従
い
、教

科
共
通
で
、「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準

（
例
）」を
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の「
資
質
・
能
力
で
分
け
る
」に
つ
い
て
は
、

今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
、各
教
科
の
目
標

が「
知
識
及
び
技
能
」、「
思
考
力
、判
断
力
、表
現

力
等
」、「
学
び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等
」で
示
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、教
科
の
目
標

の
実
現
状
況
を「
知
識
・
技
能
」、「
思
考
・
判
断
・
表

現
」、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」の
三
つ

の
観
点
で
評
価
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。技
術
分
野

の
目
標
と
、そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い

う
評
価
の
観
点
の
趣
旨
の
関
係
は
表
の「
Ａ
列
」及
び

「
Ｂ
列
」で
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

　

一
方
、「
内
容
・
時
間
で
分
け
る
」に
つ
い
て
で
あ

る
が
、あ
る
内
容
の
指
導
に
ど
の
程
度
の
時
間
を
か

け
る
か
に
つ
い
て
は
、生
徒
の
実
態
等
を
踏
ま
え
て

各
学
校
が
定
め
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
参
考
資
料
」で
は
、各
教
科
の
学
習
指
導
要
領
の

内
容
の
区
切
り
で
分
け
る
こ
と
と
し
、そ
れ
を「
内

容
の
ま
と
ま
り
」と
呼
ん
で
い
る
。

　

技
術
分
野
の
場
合
は
、各
内
容
の（
１
）、（
２
）と

い
っ
た
指
導
項
目
を「
内
容
の
ま
と
ま
り
」と
し
て
い

る
。

※

※
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な
時
点
で
適
切
に
評
価
を
行
う
た
め
の
評
価
規
準

を
作
成
す
る
た
め
に
は
、学
習
活
動
に
即
し
て
目
標

を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
り
、そ
の
た
め
に
は

と
い
う
手
順
で
作
業
を
進
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

以
下
に
こ
の
手
順
の
中
で
、特
に
重
要
と
な
る
❶

と
❸
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　

項
目
ご
と
に
作
成
さ
れ
た「
内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」を「
学
習
活
動
」程
度
に

細
分
化
す
る
た
め
に
は
、「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」

の
視
点
で
考
え
れ
ば
、こ
の
項
目
の
中
に
ど
の
よ
う

な
指
導
す
べ
き
事
項
、す
な
わ
ち
目
標
が
あ
る
の
か

を
、学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。

準
備
と
し
て
、内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評

価
規
準（
例
）を
、「
学
習
活
動
」程
度
に
細
分

化
す
る

履
修
学
年
と
授
業
時
数
等
を
踏
ま
え
て
題

材
及
び
そ
の
目
標
を
設
定
す
る
。

❷
で
設
定
し
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は

各
学
習
場
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
生
徒
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
か
と
い
っ
た

視
点
で
❶
で
作
成
し
た
も
の
を「
具
体
化
」し

た
り
、「
整
理
・
統
合
」し
た
り
す
る
。

※耐震補助器具を材料と加工で考える

生徒が考えつくオーダーメイド耐震補助器具
　①木材と金属でつっかえ棒の耐震補助器具を作る。
　②すきまにぴったりと入る棚でも耐震補助器具にもなる。

　

な
お
、今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
、「
内
容
の
ま

と
ま
り
」で
あ
る
指
導
項
目
ご
と
に
、ア
に「
知
識

及
び
技
能
」、イ
に「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
等
」

の
指
導
事
項
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
知
識
・

技
能
」及
び「
思
考
・
判
断
・
表
現
」に
つ
い
て
は
、表

の「
Ｃ
列
」と「
Ｄ
列
」を
比
較
す
れ
ば
分
か
る
よ
う

に
、学
習
指
導
要
領
の
本
文
の
文
末
を
変
更
す
る
こ

と
で「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」

は
作
成
で
き
る
。

　

ま
た
、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」に
つ

い
て
は
、指
導
項
目
に
お
け
る「
学
び
に
向
か
う
力
、

人
間
性
等
」の
中
で
、観
点
別
の
評
価
を
通
じ
て
見

取
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、技
術
分
野
の
観
点
の
趣
旨
に
基
づ
き
、

当
該
項
目
の
指
導
事
項
ア
、イ
に
示
さ
れ
た
資
質
・

能
力
を
育
成
す
る
学
習
活
動
を
踏
ま
え
て
作
成
し

て
い
る
。

学
習
活
動
に

即
し
た
評
価
規
準

４
　

教
科
に
よ
っ
て
は
、先
に
解
説
し
た「
内
容
の
ま

と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」が
あ
れ
ば
、実
際

の
学
習
活
動
に
お
け
る
学
習
評
価
が
行
え
る
場
合

も
あ
る
。し
か
し
、各
内
容
や
項
目
の
履
修
学
年
や

授
業
時
数
を
各
学
校
が
定
め
る
技
術
分
野
の
場
合

は
、次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

●
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
作
成
し
た「
内
容
の

ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」は
同
じ
で
あ
っ

て
も
、履
修
学
年
や
、授
業
時
間
が
異
な
る
学
校
で

は
、目
標
の
実
現
の
状
況
が「
お
お
む
ね
満
足
で
き

る
」状
況
と
判
断
で
き
る
生
徒
の
姿
が
異
な
る
も
の

と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

●
例
え
ば
、内
容「
Ａ
材
料
と
加
工
の
技
術
」の

（
２
）材
料
と
加
工
の
技
術
に
よ
る
問
題
の
解
決
を

指
導
す
る
場
合
、10
時
間
程
度
か
か
る
場
合
も
考

え
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
に
多
く
の
授
業
時
間
で
指
導

す
る
場
合
、一
つ
の「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価

規
準（
例
）」で
は
、生
徒
の
状
況
を
適
切
に
評
価
す

る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、実
際
の
学
習
活
動
に
お
い
て
、適
切

　

表
の「
Ｅ
列
」に
、学
習
指
導
要
領
解
説
の
各
項

目
に
関
す
る
部
分
に
記
述
さ
れ
た
内
容
や
p.

60
に

示
さ
れ
た「
技
術
分
野　

資
質
・
能
力
系
統
表
」を

基
に
、「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」

を
細
分
化
し
た
例
を
示
す
。

　

表
の「
Ｆ
列
」は
、「
参
考
資
料
」の
p.

48
〜
50
の

「
事
例
１ 

３
指
導
と
評
価
の
計
画
」に
示
し
た
評

価
規
準
の
例
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、生
徒
の
実
態
等
を
踏
ま
え
て
題
材
を

「
材
料
と
加
工
の
技
術
に
よ
っ
て
、安
全
な
生
活
の

実
現
を
目
指
そ
う 

〜
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
耐
震
補

強
器
具
を
開
発
し
よ
う
〜
」と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、（
１
）で
も
、市
販
さ
れ
て
い
る
耐
震
補
強
器
具

を
調
べ
る
活
動
を
設
定
し
て
い
る
。そ
の
た
め
、「
Ｅ

列
」の「
ｇ
」を「
Ｆ
列
」の
①
の
よ
う
に
具
体
化
し
て

い
る
。ま
た
、「
Ｅ
列
」の「
ｎ
」で
は「
選
択
、管
理
・

運
用
、改
良
、応
用
」と
あ
る
の
に
対
し
て
、「
Ｆ
列
」

の
⑮
で
は「
選
択
、管
理
運
用
」に
と
ど
め
て
い
る
の

も
、一
年
生
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
具
体

化
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
一
方
、指
導
時
間
の
関
係
か
ら
、課
題
を
解
決
す

る「
耐
震
補
強
器
具
」を「
構
想
」し
、「
製
作
図
等
に

表
し
」た
上
で「
試
作
」し
、問
題
が
あ
れ
ば
修
正
し

再
度「
製
作
図
等
に
表
す
」の
で
は
な
く
、「
構
想
」

し
た
も
の
を「
試
作
し
つ
つ
具
体
化
し
」、最
終
的
に

「
製
作
図
等
に
表
す
」と
い
う
指
導
の
流
れ
と
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。こ
こ
で
は
後
者
の
よ
う
な

指
導
を
す
る
こ
と
と
し
、「
Ｅ
列
」の「
ｉ
」と「
ｊ
」を

「
Ｆ
列
」の
⑦
の
よ
う
に
整
理
・
統
合
し
て
い
る
。

　

学
習
指
導
要
領
解
説
等
を
参
考
に
し
て
作
成
し

た
、言
い
換
え
れ
ば
、全
国
共
通
の「
内
容
の
ま
と
ま

り
ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」を
細
分
化
し
た
も
の

を
、ど
の
よ
う
に
し
て
具
体
化
、整
理
・
統
合
し
た
の

か
に
つ
い
て
、表
の「
Ｅ
列
」と「
Ｆ
列
」を
比
較
し
て

確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

❶ 

基
本
的
な
考
え
方

❷ 「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の

　   

評
価
規
準（
例
）」の
細
分
化

❸ 

細
分
化
し
た「
内
容
の
ま
と
ま
り

　 

ご
と
の
評
価
規
準（
例
）」の

　 

具
体
化
、整
理
・
統
合

お
わ
り
に

５
　
「
参
考
資
料
」の
p.

54
に
は
、表
の「
Ｆ
列
」⑭
に

つ
い
て
、ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
評
価
す
る
場
合
の
、全
て

の
生
徒
に
到
達
し
て
ほ
し
い「『
お
お
む
ね
満
足
で

き
る
』状
況（
Ｂ
）と
判
断
し
た
生
徒
の
具
体
的
な

記
述
例
」を
載
せ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
生
徒
の
姿

を
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
く
こ
と
が
、「
努
力
を

要
す
る
」状
況（
Ｃ
）と
判
断
さ
れ
る
生
徒
へ
の
指
導

の
手
立
て
を
準
備
し
た
り
、そ
の
状
況
に
至
る
こ
と

の
な
い
よ
う
生
徒
個
人
に
応
じ
た
助
言
や
具
体
例

の
提
示
な
ど
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
あ
る
。

　

目
標
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
適
切
な
評
価
に
つ

な
が
る
。そ
し
て
、適
切
な
評
価
に
よ
り
目
標
が
達

成
で
き
て
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
、生
徒
の
成

長
や
教
師
の
成
長
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
、コ
ロ
ナ
禍
に
対
応
す
る
た
め
に
皆
様
は
大

変
お
忙
し
い
状
況
だ
と
思
わ
れ
る
。た
だ
、こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
だ
か
ら
こ
そ
学
習
評
価
が
重
要
と

な
る
。「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」の
視
点
か
ら
、適

切
な
評
価
の
た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
く
こ
と

を
お
願
い
し
た
い
。

❶❷❸

※
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は
じ
め
に

１

学
習
評
価
の
意
義
や
機
能

２

学
習
評
価
の
改
善
の
概
要

３

　

平
成
二
九
年
三
月
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要

領
で
は
、各
教
科
等
の
目
標
及
び
内
容
が
育
成
を

目
指
す
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
で
再
整
理
さ
れ
、

各
教
科
等
で
育
成
す
る
資
質
・
能
力
が
明
確
に
さ
れ

た
。ま
た
、授
業
の
改
善
と
評
価
の
改
善
を
両
輪
と

し
て
行
う
よ
う「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」の
必
要

性
が
よ
り
一
層
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

各
中
学
校
に
お
い
て
、令
和
三
年
度
か
ら
の
新
学

習
指
導
要
領
学
習
全
面
実
施
に
向
け
、「
指
導
と
評

価
の
一
体
化
」が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、国
立
教
育
政

策
研
究
所
で
は
、「『
指
導
と
評
価
の
一
体
化
』の
た

め
の
学
習
評
価
に
関
す
る
参
考
資
料
」（
以
下「
参

考
資
料
」）を
作
成
し
た
。作
成
に
当
た
っ
て
は
、「
幼

稚
園
、小
学
校
、中
学
校
、高
等
学
校
及
び
特
別
支

　

学
習
評
価
は
、学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
に
関

し
、生
徒
の
学
習
状
況
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、生
徒
の
学
習
状
況
を
的
確
に
捉
え
、教
師
が

指
導
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、生
徒
が
自
ら
の
学

び
を
振
り
返
っ
て
次
の
学
び
に
向
か
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、学
習
評
価
の
在
り
方
が

極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

　

各
教
科
の
評
価
に
つ
い
て
は
、学
習
状
況
を
分
析

的
に
捉
え
る「
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
」と
こ
れ

ら
を
総
括
的
に
捉
え
る「
評
定
」が
学
習
指
導
要
領

に
定
め
る「
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
」と
し
て
実
施

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
」と
は
、学
校
に
お

け
る
生
徒
の
学
習
状
況
を
、複
数
の
観
点
か
ら
、そ

　

前
述
し
た
よ
う
に
、新
学
習
指
導
要
領
で
は
、各

教
科
等
に
お
け
る
目
標
及
び
内
容
に
つ
い
て「
知

識
及
び
技
能
」、「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
等
」、

「
学
び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等
」の
資
質
・
能
力

の
三
つ
の
柱
に
基
づ
い
て
再
整
理
さ
れ
て
い
る
。こ

れ
ら
を
踏
ま
え
、新
学
習
指
導
要
領
の
下
で
の
指

導
と
評
価
の
一
体
化
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、観
点

別
学
習
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
も
、「
知
識
・
技
能
」、

「
思
考
・
判
断
・
表
現
」、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り

組
む
態
度
」の
三
観
点
に
整
理
し
て
い
る
。特
に「
学

び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等
」に
は
、①「
主
体
的
に

学
習
に
取
り
組
む
態
度
」と
し
て
観
点
別
学
習
状

況
の
評
価
を
通
じ
て
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
部
分

と
、②
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
に
は
な
じ
ま
ず
、

個
人
内
評
価
等
を
通
じ
て
見
取
る
部
分
が
あ
る
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。そ
の
た
め

②
に
つ
い
て
は
、観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
の
対
象

外
と
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る【
資
料

１
】。

CHAPTER

02

技
術
・
家
庭
科
（
家
庭
分
野
）

技
術
・
家
庭
科
（
家
庭
分
野
）

に
お
け
る
学
習
評
価

に
お
け
る
学
習
評
価

丸山 早苗

文部科学省　
初等中等教育局教育課程課 教科調査官
国立教育政策研究所　
教育課程研究センター　
研究開発部 教育課程調査官

援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な

方
策
等
に
つ
い
て（
答
申
）」（
Ｈ
28.

12.

21 

中
央
教

育
審
議
会
）（
※
）や「
児
童
生
徒
の
学
習
評
価
の
在

り
方
に
つ
い
て（
報
告
）」（
Ｈ
31.

1.

21 

中
央
教
育

審
議
会 

教
育
課
程
部
会
）に
お
い
て
、学
習
指
導
要

領
改
訂
を
受
け
て
作
成
さ
れ
る
学
習
評
価
の
工
夫

改
善
に
関
す
る
参
考
資
料
は
、評
価
規
準
の
設
定

例
を
詳
細
に
示
す
の
で
は
な
く
、各
教
科
等
の
特
質

に
応
じ
て
、教
員
が
評
価
規
準
を
作
成
し
見
取
っ
て

い
く
た
め
に
必
要
な
手
順
を
示
す
も
の
と
な
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
示
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、参
考
資
料
に
沿
っ
て
、中
学

校
技
術
・
家
庭
科（
家
庭
分
野
）に
お
け
る
学
習
評

価
の
評
価
規
準
の
作
成
の
手
順
等
に
つ
い
て
解
説
を

す
る
。

れ
ぞ
れ
の
観
点
ご
と
に
分
析
す
る
評
価
の
こ
と
で
あ

る
。生
徒
が
各
教
科
等
で
の
学
習
に
お
い
て
、ど
の

観
点
で
望
ま
し
い
学
習
状
況
が
認
め
ら
れ
、ど
の
観

点
に
課
題
が
認
め
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、具
体
的
な
学
習
や
指
導
の
改
善
に
生
か

す
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。各
学
校
に
お

い
て
目
標
に
準
拠
し
た
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、観
点
ご
と
に
評
価
規
準
を

定
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
評
価
規
準
」と
は
、観
点
別
学
習
状
況
の
評
価

を
的
確
に
行
う
た
め
、学
習
指
導
要
領
に
示
す
目

標
の
実
現
の
状
況
を
判
断
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
評
定
」と
は
、各
教
科
の
観
点
別
学
習
状
況
の

評
価
を
総
括
し
た
数
値
を
示
す
も
の
で
あ
る
。評
定

は
、生
徒
が
ど
の
教
科
の
学
習
に
望
ま
し
い
学
習
状

況
が
認
め
ら
れ
、ど
の
教
科
の
学
習
に
課
題
が
認
め

ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、教
育

課
程
全
体
を
見
渡
し
た
学
習
状
況
の
把
握
と
指
導

や
学
習
の
改
善
に
生
か
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

▼【資料１】評価の基本的な考え方

※
学習指導要領の改定に伴う学習評価の検討について，
従来，学習指導要領の改定を終えた後に行うのが一般
的であったが，今回の改訂では，教育課程と学習評価
の改善について一体的に検討され，学習評価の改善に
ついても本答申に示された。
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家
庭
分
野
に
お
け
る

評
価
の
観
点
の
趣
旨

４
「
内
容
の
ま
と
ま
り
」と

「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の

 

評
価
規
準
」の
作
成

５

 「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の

評
価
規
準
」の

考
え
方
を
踏
ま
え
た

題
材
の
評
価
規
準
の
作
成

６

　

中
学
校
技
術
・
家
庭
科
の
目
標
や
家
庭
分
野
の

目
標
を
踏
ま
え
、観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
の
対

象
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
が
、「
小
学

校
、中
学
校
、高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
等
に

お
け
る
児
童
生
徒
の
学
習
評
価
及
び
指
導
要
録
の

改
善
等
に
つ
い
て（
通
知
）」 （
Ｈ
31.
3.

29
）初
等
中

等
教
育
局
長
通
知
）で
示
さ
れ
た「
評
価
の
観
点
及

び
そ
の
趣
旨
」や「
学
年
別（
又
は
分
野
別
）の
評
価

の
観
点
の
趣
旨
」で
あ
る
。家
庭
分
野
の
評
価
規
準

の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、分
野
の
目
標
と
そ
れ
に
対

応
す
る「
家
庭
分
野
の
評
価
の
観
点
の
趣
旨
」と
の

関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る【
資
料
２
】。

　

新
学
習
指
導
要
領「
第
２ 

各
分
野
の
目
標
及
び

内
容
」の「
２ 

内
容
」の
項
目
を
整
理
し
た
も
の
を

「
内
容
の
ま
と
ま
り
」と
い
う
。家
庭
分
野
に
お
け
る

「
内
容
の
ま
と
ま
り
」を
資
料
３
に
示
す
。

　

家
庭
分
野
で
は
、学
習
指
導
要
領
の
各
項
目
に

示
さ
れ
る
指
導
内
容
を
指
導
単
位
に
ま
と
め
て
組

織
し
た
題
材
を
構
成
し
、教
科
目
標
の
実
現
を
目

　
「
内
容
の
ま
と
ま
り
」を
基
に「
内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
の
評
価
規
準
」を
作
成
す
る
。新
学
習
指
導
要

領
が
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
で
指
導
事
項
を
再
整
理

し
た
こ
と
か
ら
、基
本
的
に「
第
２ 

各
分
野
の
目
標

及
び
内
容
」の「
２ 

内
容
」に
、「
内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
」に
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。し
た
が
っ
て
、「
２ 

内
容
」

の
指
導
事
項
の
文
末
を「
〜
す
る
こ
と
」か
ら「
〜
し

て
い
る
」と
変
換
す
る
こ
と
で「
内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
の
評
価
規
準
」を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、家
庭
分
野
に
つ
い
て
は
、家
庭
分
野
の
目

標
の「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
等
」に
そ
の
育
成

に
係
る
学
習
過
程
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、こ
れ

ら
を
踏
ま
え
て「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価

規
準
」を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。ま
た
、「
主
体
的

に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」に
関
し
て
は
、時
間
を

か
け
て
育
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
か

ら「
２ 

内
容
」に
記
載
が
な
い
。そ
の
た
め
、「
第
２　

各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
」の「
１ 

目
標
」を
参
考

に
し
つ
つ
、必
要
に
応
じ
て「
評
価
の
観
点
の
趣
旨
」

の「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」に
関
わ
る

部
分
を
用
い
て「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規

指
し
て
い
る
。題
材
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、各
項
目

及
び
各
項
目
に
示
す
指
導
事
項
と
の
関
連
を
見
極

め
、相
互
に
有
機
的
な
関
連
を
図
り
、系
統
的
及
び

総
合
的
に
学
習
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
。ま
た
、各
項
目
に
配
当
す
る
授
業
時
数

と
履
修
学
年
に
つ
い
て
は
、生
徒
や
学
校
、地
域
の

実
態
等
に
応
じ
て
、各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。

　

題
材
の
目
標
は
、学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た

分
野
の
目
標
並
び
に
題
材
で
指
導
す
る
項
目
及
び

指
導
事
項
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
。

　

題
材
の
評
価
規
準
は
、「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と

の
評
価
規
準（
例
）」か
ら
題
材
に
お
い
て
指
導
す
る

項
目
及
び
指
導
事
項
に
関
係
す
る
部
分
を
抜
き
出

し
、評
価
の
観
点
ご
と
に
整
理
・
統
合
、具
体
化
す

る
な
ど
し
て
作
成
す
る
。

準
」を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、資
料
４
に
示
す「
内
容
の
ま

と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準
」を
作
成
す
る
際
の
観
点

ご
と
の
ポ
イ
ン
ト
に
し
た
が
っ
て
、「
内
容
の
ま
と
ま

り
ご
と
の
評
価
規
準
」を
作
成
す
る
。

　

な
お
、A（
１
）「
自
分
の
成
長
と
家
族
・
家
庭
生

活
」及
び
A（
４
）、B（
７
）、C（
３
）の「
生
活
の

課
題
と
実
践
」は
、指
導
事
項
ア
の
み
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。 

A（
１
）の
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
は
、「
知

識
・
技
能
」、A（
４
）、B（
７
）、C（
３
）の
評
価
の

観
点
に
つ
い
て
は
、家
庭
や
地
域
な
ど
で
実
践
を
行

い
、課
題
を
解
決
す
る
力
を
養
う
こ
と
か
ら
、「
思

考
・
判
断
・
表
現
」及
び「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組

む
態
度
」で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

❶ 

題
材
の
設
定

❷ 

題
材
の
目
標
の
設
定

❸ 

題
材
の
評
価
規
準
の
設
定

❶ 

家
庭
分
野
の

　

 「
内
容
の
ま
と
ま
り
」の
確
認

❷ 

家
庭
分
野
の「
内
容
の
ま
と
ま
り

 　
ご
と
の
評
価
規
準
」の

　

 

作
成
の
手
順

▼【資料2】家庭分野の目標と評価の観点の趣旨との対応関係

▼【資料3】家庭分野における内容のまとまり
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こ
の
ほ
か
に
も
、観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
に
係

る
記
録
の
総
括
に
つ
い
て
は
様
々
な
考
え
方
や
方

法
が
あ
る
た
め
、各
学
校
に
お
い
て
工
夫
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
。

　

題
材
ご
と
の
観
点
別
評
価
を
合
わ
せ
て
分
野
ご

と
の
総
括
と
す
る
。例
え
ば
、年
間
に
家
庭
分
野
で

３
題
材
を
取
り
扱
っ
た
場
合
、題
材
１
、題
材
２
、

題
材
３
の
観
点
別
評
価
を
行
い
、観
点
ご
と
に
総
括

し
て
、家
庭
分
野
の
観
点
別
評
価
と
す
る
。

　

以
上
の
手
順
等
を
踏
ま
え

て
、参
考
資
料
を
確
認
し
な

が
ら
家
庭
分
野
に
お
け
る
学

習
評
価
を
実
施
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

　

家
庭
分
野
に
お
け
る
題
材
ご
と
の
観
点
別
学
習

状
況
の
評
価
の
評
定
へ
の
総
括
に
つ
い
て
、二
つ
の
方

法
を
例
と
し
て
示
す
。

題
材
の
評
価
規
準
の

学
習
活
動
に

即
し
た
具
体
化
の
検
討

７

観
点
別
学
習
状
況
の

評
価
の
総
括

８

　

授
業
に
お
い
て
評
価
を
行
う
際
に
は
、「
題
材
の

評
価
規
準
」を
学
習
活
動
に
即
し
て
具
体
化
す
る

必
要
が
あ
る
。そ
こ
で「
題
材
の
評
価
規
準
」の
基
に

な
っ
て
い
る「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準

（
例
）」を
資
料
５
に
示
す
ポ
イ
ン
ト
に
留
意
し
て

具
体
化
す
る
。こ
の
よ
う
に
、「『
内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
の
評
価
規
準（
例
）』を
具
体
化
し
た
例
」を
項

目
ご
と
に
作
成
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

な
お
、「
生
活
の
課
題
と
実
践
」で
あ
る
A（
４
）、

B（
７
）、C（
３
）の「『
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の

評
価
規
準（
例
）』を
具
体
化
し
た
例
」に
つ
い
て
は
、

11
頁
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
思
考
・
判
断
・
表
現
」及
び

「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」が
評
価
の
観

点
で
あ
る
こ
と
や
、家
庭
や
地
域
な
ど
で
の
実
践
に

よ
り
、課
題
を
解
決
す
る
力
を
養
う
こ
と
か
ら
資
料

５
に
示
す
ポ
イ
ン
ト
と
文
言
が
違
う
部
分
が
あ
る
。

資
料
６
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

❶ 「
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の

　

 

評
価
規
準（
例
）」の
具
体
化
の
検
討

❷ 

題
材
の
評
価
規
準
を

　

 

学
習
活
動
に
即
し
て
具
体
化

❶ 

題
材
の
観
点
別
評
価
の
総
括

❷ 

家
庭
分
野
の
観
点
別
評
価
の
総
括

　
「『
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準（
例
）』

を
具
体
化
し
た
例
」を
基
に
、学
習
指
導
要
領
解
説

に
お
け
る
記
述
を
参
考
に
学
習
活
動
に
即
し
て
、具

体
的
な
評
価
規
準（
授
業
に
お
け
る
評
価
規
準
）を

設
定
す
る
。こ
れ
ら
を
設
定
す
る
こ
と
で
、三
観
点

に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
ど
の
学
習
活
動
で
評
価
を
行

う
の
か
、ど
の
よ
う
な
方
法
で
評
価
を
行
う
の
か
、

生
徒
の
学
習
状
況
は
ど
う
な
の
か
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

評
価
結
果
の
Ａ
、Ｂ
、Ｃ
の
数
を
基
に
総
括
す
る
場
合

で
は
、評
価
結
果
の
Ａ
、Ｂ
、Ｃ
の
数
を
目
安
と
し
て

各
観
点
の
評
価
結
果
の
数
が
多
い
も
の
を
総
括
し
た

評
価
と
す
る
。

評
価
結
果
の
Ａ
、Ｂ
、Ｃ
を
数
値
に
置
き
換
え
て
総
括

す
る
場
合
で
は
、評
価
結
果
の
数
値
に
よ
っ
て
表
し
、

合
計
や
平
均
す
る
こ
と
で
総
括
す
る
。

❶❷

▼【資料6】「Ｃ 消費生活・環境」の
　(3)「消費生活・環境についての課題と実践」の
　『内容のまとまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」

▼【資料4】

▼【資料5】

1213



　「実習はできるのでしょうか･･」新型コロナウイルス感
染症の影響は，家庭科教育にも大きな影を落としました。
しかし，調理実習や被服製作は，生徒の興味・関心を高め
る上で必要不可欠なもの。何としても実施したいという
思いから，様々な配慮や工夫をして取り組んだ６月・７月の
「食に関する授業」について，紹介したいと思います。
　まず，文部科学省等から示された新型コロナウイルス
感染症対策について，特に次の項目に着目し配慮しまし
た。（手洗いや身支度の徹底などは，これまでも行ってい
ます。）

道明寺粉4班分を熱する→蒸す→4分割する→各班で5等分にする→1人1個しそ餅の形にする。
扱いやすい分量で実習するため，グループ実習が不可欠です。

お弁当「いわしの手開き（照り焼き）・切り干し大根の煮物・万願寺唐辛子の炒め煮」を
２時間連続授業で実施します。

本来は，（一般社団法人）日本乳業協会関西相談室から講師を招聘し，講義と牛乳・乳製品を活用した調理実習を行う予定でしたが，
新型コロナウイルス感染症予防の観点から調理については，デモンストレーションに切り換え，家庭経営室で実施しました。
スクリーンやテレビを用意し，一方で講義内容等を，もう一方で調理の説明を行いました。

今回は，既製の「しそ餅」を昼休みに教室で配付，生徒は昼食後のデザートとして試食します。
5時間目教室で「しそ餅」の作り方を説明。しそ餅の感想を聞くと共におやつの意義に等について学習しました。

今回は，家庭経営室で40人全員に作り方を説明。その後クラスを２分割して（奇数・偶数）一方はその場で課題に取り組み，もう一方は調
理室で「切り干し大根の煮物」を35分程度でひとりで作ります。そして，容器に詰めて教室へ持ち帰り，昼食時に試食します。これを２週
続けて行います。

次週(7/8)，調理グループになります。

●マスクの着用や共有の教材，教具，機器，設備などを
　適切に消毒するとともに常時換気する
●共用の教材，教具，機器や設備などを触る前後で手洗い・
　除菌行為を徹底する
●実習においては教員・生徒同士の接触を極力避け，個人で
　使用する材料や道具の配布及び回収は生徒個人が行う
●生徒同士の距離を可能な限り確保（概ね１～２メートル）し，
　対面とならないよう配置する
●空間を分割した少人数での活動を行う

【中学３年生：子どものおやつ「しそ餅」】

【中学２年生：「ミルク教室」】

【中学２年生：ひとりクッキング「切り干し大根の煮物」】

　そして，これらを踏まえ，次に示すような形で授業を進
めました。順に説明します。

CHAPTER

03 「家庭科」実習の工夫

６月30日(火)昼休み･５限目

通常の実習内容

通常の実習内容

●課題取り組みグループ

▲生徒の食事中，使い切りタイプの
　手袋をして配付

▲材料や調理器具の準備，
　講師の態勢も万全

▲調理の様子や手元がよく見える

▲小型カメラなので(ボトル上に設置)
　手元の邪魔にならない

▲講義や実習の手順等を説明

▲調理の説明とともに，手順もスクリーンに映し理解を深める

▲特別に個別包装

▲５時間目，家庭経営室で授業
　(普通教室より広い)

▲ボトルの上にカメラを設置
　作業内容がスクリーンに映る

●調理開始･･新型コロナウイルス感染症対策も含めて

▲丁寧に手を洗ったあと，
　まず，まな板などの調理器具を
　台所用洗剤で洗うように指示，
　すすぎも湯を使うよう指示

▲マスクをとるのは味見のため▲横に並んで野菜を切る
　火を使うときも，なるべく互い
　に離れて行うよう指示

▲後片付けも丁寧に洗剤で
　洗浄後，ペーパータオルで拭く

▲互いに味見をしたり，
　私が試食して評価できない
　のは残念･･

切り干し大根の煮物完成
昼食前に試食

7/8出欠確認後，すぐに調理を始め，35分で完成

授業時間残り10分，クラス全体(40人)で今回の調理実習についての振り返り

▲様子を見つつ手伝う生徒達

●全体説明

▲説明前の準備の様子
　調理室の準備も完了

▲説明開始
　野菜の切り方を示範中

▲ひとりで作らないといけないので，
　真剣に視聴(食材を炒め中)

※調理の手順やポイントをより分かりやすくするため，講師の方と相談し，
　デモンストレーションを行うことにしました。
　野菜を切る音やごま油で野菜を炒めた時の香りなどが直接生徒に伝わり，
　DVDとは異なる生きた学びができました。

※調理室と家庭経営室が廊下を挟んで隣の教室になるため，
　課題に取り組む生徒の様子もよくわかります。
　また，学年の先生に「ひとりクッキング」の取り組みについて説明し，
　生徒の状況を見てもらうよう協力要請もしました。

※カメラを使うことで，手元がよく見えるので作業内容がよく分かり，しそ餅を作る工程が理解しやすいと思います。これで，家庭で作ることができます。

６月３日(水)２･３限目

７月１日･８日(水)３限目･４限目

●調理の準備･･新型コロナウイルス感染症対策も含めて

▲食材等も手袋をして準備 ▲調理の準備完了対面にならないよう１台に２人が作業

鍋
皿計
量スプーン
菜箸
木へら
ボール等

鍋も区別が
つくよう
２種類準備

台所用洗剤
は新型コロ
ナウイルス
対策対応の
物を準備

布巾は使わずペーパータオル

スポンジは１人１つずつ使用色の異なる物を準備

調味料も各自計量スプーンを持って計量

調理で使う容器等，すべて台所用洗剤で洗浄し，
自然乾燥

※準備は慎重の上に慎重を･･神経を使いました。調理と後片付けが中心のひとりクッキングです。

京都府立洛北高等学校 
　　　　洛北高等学校附属中学校
　　　　教諭

竝川 幸子

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
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これからの家庭科教育の手引書

新たな時代に求められる家庭科の資質・能力と
SDGsの関連を解説
「探究的で深い学び」をつくる家庭科のカリキュ
ラム・デザイン，具体的事例を紹介
新学習指導要領の家庭科の4つの視点の特徴と
SDGsのかかわりを分析
現代的な生活課題と授業化のポイントを提示
SDGsにかかわる7つの授業実践事例を掲載

アフターコロナを意識した新しい時代の準備の
ために，そして社会の中で自立を阻まれている可
能性のある児童・生徒やその保護者たちを力づ
けることができる家庭科授業を構築しようとされ
る全ての実践者のために…
地域や家庭との連携・協働を意識した小・中・高
の授業実践と教材を紹介！

SDGｓと家庭科
カリキュラム・デザイン
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