
１. 編修の基本方針

編　修　趣　意　書
（教育基本法との対照表）

※受理番号 学校 教科 種目 学年

105-75 中学校 技術・家庭 技術・家庭（家庭分野） １～３

※発行者の
番号・略称

※教科書の
記号・番号 ※教科書名

６・教図 家庭 006-72 新　技術・家庭　家庭分野　暮らしを創造する

1

　教科書のコンセプトは「つなぐ、
つながる」。中学校の学びは小学校
までの学びからつながり、日々の生
活改善につながっていきます。家族
との関係や学校の友達とのつなが
り、世代や立場、背景の異なる人と
のつながりを通じて学びを深めてい
けるように工夫しています。

　各学習は「見つめる」の導入から
始まります。日常で感じる小さな
疑問や共感、驚きから生徒の興味・
関心を引き出します。
　自分と学習を関連づけながら、家
庭分野の内容に入っていくことが
できるので、生徒一人一人が主体
的に取り組むことができます。

　実感を伴った学びになるよう、豊
富な実習例を掲載しています。体験
から得られる実践力が身につくの
で、学びを通して達成感や自己肯定
感を養うことができます。
　また、実習の際に重要になる安全
や衛生についての意識を高められ
るように工夫しています。

教科書のコンセプトは「つなぐ、つながる」
　生産年齢人口の減少、グローバル化の進展、技術革新などによって、生活や社会の環境はますま
す変化しています。これからを生きる生徒には、自らの力で未来を切り開き、諸問題に対応してい
く知識や豊かな心、態度が求められています。本書は家庭分野の学習を「つなぐ、つながる」をテー
マに、小学校の学びから未来の学びへのつながり、家族や地域・社会・地球環境とのつながりを意
識し、時代の変化に柔軟に対応できる力を育成することを目標に編修しました。

つなぐ、つながる
家 庭 分 野家 庭 分 野家 庭 分 野
　これから３年間の技術・家庭科　家庭分野の学習が始　これから３年間の技術・家庭科　家庭分野の学習が始
まります。家庭分野の学習は、おもに小学校家庭科の学
習や、家庭での実

じっ
践
せん
が基

き
礎
そ
になります。

　３年間の学習は、１年生→２年生→３年生というように、　３年間の学習は、１年生→２年生→３年生というように、　３年間の学習は、１年生→２年生→３年生というように、
積み重なり、つながり、深まっていきます。　そして、中
学校を卒業してからも、高等学校家庭科の学習や、家庭、学校を卒業してからも、高等学校家庭科の学習や、家庭、
社会での生活にもつながっていきます。

　私たちの日々の生活や行動は、地域やまわりの人たち、健康・快適・安全　私たちの日々の生活や行動は、地域やまわりの人たち、健康・快適・安全
な生活、生活文化、自然環

かん
境
きょう
と、さまざまなかたちでつながっています。こと、さまざまなかたちでつながっています。こと、さまざまなかたちでつながっています。こと、さまざまなかたちでつながっています。こ

れから学ぶ家庭分野の学習を、「つながり」をキーワードにみてみましょう。れから学ぶ家庭分野の学習を、「つながり」をキーワードにみてみましょう。れから学ぶ家庭分野の学習を、「つながり」をキーワードにみてみましょう。

ガイダンス

協力・協働

みなさんの地域には、どの
ような人が住んでいます
か？
高齢者、幼児などさまざま
な人とつながり、支え合い
ながら生活することについ
て考えてみましょう。

健康・快適・安全
健康で快適、安全な生活とはどのようなこ
とでしょうか？　よりよい生活につながる
工夫をして
みましょう。

ご近所声かけ隊と地域活動
（茨城県北茨城市）

幼児とのかかわり
（埼玉県さいたま市）

快適で安全な住まい方 

人と人をつなぐ

私たちと生活をつなぐ

口絵11

生活文化の継
け い

承
しょう

・創造

持
じ

続
ぞ く

可
か

能
の う

な社会の構築

生活文化を受け継
つ
ぎ、つなぐ大切さに

気づき、工夫してみましょう。

地球温暖化、貧
ひん
困
こん
、国
こく
際
さい
紛
ふん
争
そう
など、世界には多くの課題があ

ります。さまざまな課題を解決し、持続可能な社会をつくっ
ていくために、2015年に持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：
Sustainable Development Goals）が決められました。2030 
年までの達成を目指す、17 の世界共通の目標は、私たちの
生活とつながっています。何ができるか考えてみましょう。

地域の人たちと弁当作り（大阪府堺市）

浴
ゆ か た
衣の着付け体験（神奈川県横浜市）（神奈川県横浜市）（神奈川県横浜市）

山形県の郷土料理「いも煮」

衣服のリサイクル・リユースボックス
※ この教科書の内容については、国連の承認を得たものではありません。また、国連や
加盟国の見解を反映したものでもありません。加盟国の見解を反映したものでもありません。加盟国の見解を反映したものでもありません。

伝統をつなぐ

生活と環境をつなぐ

1

家
庭
分
野
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

①家族、地域、世界
　　　　　とつながる教科書

②生活課題の発見から解決
　　までサポートする教科書

③体験や実践を通じて
　　　生きる力を養う教科書

◀ガイダンス
　（口絵 11-p.1）



学びを生かそう

について考え、
工夫する

p.224～245で学習したことをもとに、自分の課題に取り組んでみましょう。p.224～245で学習したことをもとに、自分の課題に取り組んでみましょう。

p.224～245の学習をふり返って、「まだ十分に理解できていないと感じたテーマ」「さらに学んでみたいテー
マ」にチェックし、学習を生活に生かすために、今後取り組みたいことを考えてみよう。

の1～5でチェックした中から学んだことを生活に生かすための課題を設定
し、実践してみよう。

買い物を
ふり返ってみよう
▶p.224～227

1

　　私の課題は

その理由は

生活の中から
問題だと思うことや
よりよくしたいことを
見つけてみましょう。

１章 私たちの消費生活

1

12

買って本当に
よかったあ！

買わなきゃ
よかった…

何を重視して購入しているかな？何を重視して購入しているかな？

問題だと思うことや
よりよくしたいことを
見つけてみましょう。

消費者としての自覚をもつこと、また、意思決定の　
プロセスにそって、商品購

こう
入
にゅう
を考えることについて…□

消費者トラブルを
防ごう
▶p.238～241

4
消費者トラブルって、消費者トラブルって、
中学生にも
関係あるの？

慎重に選んだ
はずなのに……。

事業者と消費者には情報量や交
こう
渉
しょう
力
りょく
に格差が　　　　

あることについて …………………………………………………………□

中学生に身近な消費者トラブルについて……………………□

消費者を支える仕組み
を知ろう
▶p.242～245

5
消費者を守る法律や制度について ………………………………□

消費者トラブルの解決方法と、解決のために行動する　
意味について …………………………………………………………………□

契約の
意味を考えよう
▶p.228～231

2
契
けい
約
やく
とは何か、また、契約によって発生する権利と　

義務について …………………………………………………………………□

いろいろな販
は ん

売
ば い

方法や
支
し

払
は ら

い方法を知ろう
▶p.232～237

3
いろいろな販売方法の特

とく
徴
ちょう
について……………………………□

いろいろな支払い方法の特徴について ………………………□

246

〔 〕記録レポート 1 年 2 組 9 番　名前

課題 課題設定の理由

計画
＊調べること・
実践のための準備

計画日 4 月 29日（ ） 実施日 5 月 2 日（ ）

実践

自己評価 家族より

教師より

改善 次の課題

項目 希望
商品
価格
支払い
ライト ×

アフターサービス
保証期間
色
宣伝などの
情報源

ｐ.10～11の流れも
見てみましょう。

例 2例 2例 2 例 3例 3例 3

例 1例 1例 1 No！衝動買い！新しい自転車の購入計画を立てよう！

クレジットカードを使った買い物って？ 消費生活センターの方のお話を聞きたい！

クレジットカードについて調べる。

クレジットカードのメリット、
デメリットについて考える。

クレジットカードの上手な活用方法についてまとめる。

相談員の方にインタビューし、お話を聞く。

聞いたお話を校内や地域に発信する（ポスターなど）。

問題を発見する

課題を設定する

計画・実践する

改善する

次の課題へ

評価する

●買い物のとき、見た目や価格
で選んでいる。その
他の情報は、ほとん
ど活用していない。

●情報を上手に利用して、後悔
しない買い物がしたい。

●商品選びの条件を決めて、自
転車の購入計画を立てる。

●実際に自分の目で商品を確認
する必要がある。それも情報
の一つにしたい。

◎さまざまな情報を集め、比
ひ
較
かく

・検討し、購入計画を作成す
ることができた。

○さまざまな情報を集め、購入
計画を作成することができた。

△さまざまな情報を集め、比較
・検討し、購入計画を作成す
ることができなかった。

1

2

3

5

6

消費生活センターの相談員の方を学校に招待し、上
手な買い物についてお話をうかがう計画を立てる。

1.1.

2.

3.

2.

3.

4

学習をふり返って、
自分の問題を発見し、
課題を設定しよう。

いつ、どのように行う
のか、具体的に書こう。

実践の内容を
詳しく書こう。

先生にコメントを
書いてもらおう。

次に取り組んでみ
たいことを書こう。

実践したことを
ふり返り、改善
が必要なことを
考えよう。

目標は達成できたか、
うまくできたこと、あ
まりうまくできなかっ
たことなどを書こう。

2 3 3

4 5

6●実店舗とオンラインショップ
のメリット、デメリットなど
を調べてみたい。

QR

QRコード
記録レポート用紙（PDF）
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編
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活
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２. 対照表

教育基本法に対応した教科書の構成・内容

図書の構成・内容①「学びを生かそう」コーナー

図書の構成・内容②「センパイに聞こう！」コーナー

図書の構成・内容③ 重要箇所がよくわかる、さまざまな「マーク」

（p.32-33、p.246-247 など）

「個人の価値を尊重して、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う（第２号）」ために、生活の中の課題を、ステッ
プに沿って解決する力を養う「学びを生かそう」のページを設けました。身近な生活の課題を自主的に捉え、具
体的な実践を通して「思考力・判断力・表現力」の育成を図ります。
学びを生かした実践は「幅広い知識と教養を身に付ける（第１号）」ことにつながります。

家庭分野で学ぶ内容の中でも、特に注目してほしい学びについて、以下のような個別のマークを入れてわかりや
すく示しています。「男女の平等、公共の精神（第３号）」について考えることのできる「共生」マークや、「生命
を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度（第４号）」を養う「環境」マーク、「伝統と文化を尊重し、
それらを育んできた我が国と郷土を愛する（第５号）」ことに役立つ「伝統文化」マークなどがあります。

「幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養う（第１号）」ために、他教科や小学校など、ほかの学習
との関連性を示す「関連」マークを掲載しました。カリキュラムマネジメントにも役立ちます。
また、教育基本法のさまざまな目標を実現させるため、家庭分野の学びと SDGs と関連づけた「SDGs」マークが
各学習項目を結びつける手助けをします。

「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う（第２号）」ために、家庭分野の学びとかかわる、さ
まざまな分野で活躍する方からのメッセージを掲載しました。

学びをふり返り、
自分に何が足りな
いか考えます。

理解しやすいように
実践例を掲載。

ステップに沿って
課題解決に導きます。

自分なりの課題を
見つけ出します。 生活の改善と次の課

題探しに向かいます。

導入
B

食
生
活

●
●
●

関連 ▶

1   YES・NO
2   YES・NO
3   YES・NO
4   YES・NO
5   YES・NO

自立度B

●
●

●
●
● ●

● ●
●
● ●

●

●

●
●

●

●

●

栄養のバランスは
どうだろう？

元気が出る
食事かな？

分量は
ちょうどいい？

だれといっしょに
食べたかな？

●
●

思い出してみよう

食
生
活

食
生
活

B

食
生
活

1
章1

食事
生命を維持し 健康を保持する

食文化を伝承

人間関係をつくる
共食

私たちはなぜ食事を
するか覚えていますか？

伝統文化

資料
共生

●
評価

CBA

●

●

話し合ってみよう

学ぶ

ふり返る

見つめてみよう

●

キーワード

見つめる

5

10

5

やってみよう

B

食
生
活

学びを生かそう

について考え、
工夫する

1 2

▶ ▶

1 2

　　

生活の中から
問題だと思うことや
よりよくしたいことを
見つけてみよう。

●

●
●

●
●

●

◎

○

△

1

12

1

2

3

5

6

1.1.

2.3.

2.

4

学習をふり返って、
自分の問題を発見し、
課題を設定しよう。

いつ、どのように行う
のか、具体的に書こう。

実践の内容を
詳しく書こう。

家族にコメントを
書いてもらおう。

次に取り組んでみ
たいことを書こう。

実践したことを
ふり返り、改善
が必要なことを
考えよう。

目標は達成できたか、
うまくできたこと、あ
まりうまくできなかっ
たことなどを書こう。

2 3 3

4 5

6●

QR

………………………………………………………□ …………………………………………□
………………………………□

ｐ.10～11の流れも
見てみましょう。

学びを生かそう
安全

衛生 伝統文化

防災

消費者

共生

環境

関連

資料
参考

話し合ってみよう

やってみよう

メッセージ

◀さまざまな人と支え合うこと
　を示す共生マーク

◀ 17のゴールのどこと関連するか
　を示す SDGsマーク

◀持続可能な社会を実現する
　ための環境マーク

◀日本の伝統文化をつないで
　いくための伝統文化マーク

◀他教科や小学校などとの
　つながりを示す関連マーク

（p.20、p.74、p.172 など）

導入
B

食
生
活

●
●
●

関連 ▶

1   YES・NO
2   YES・NO
3   YES・NO
4   YES・NO
5   YES・NO

自立度B

●
●

●
●
● ●

● ●
●
● ●

●

●

●
●

●

●

●

栄養のバランスは
どうだろう？

元気が出る
食事かな？

分量は
ちょうどいい？

だれといっしょに
食べたかな？

●
●

思い出してみよう

食
生
活

食
生
活

B

食
生
活

1
章1

食事
生命を維持し 健康を保持する

食文化を伝承

人間関係をつくる
共食

私たちはなぜ食事を
するか覚えていますか？

伝統文化

資料
共生

●
評価

CBA

●

●

話し合ってみよう

学ぶ

ふり返る

見つめてみよう

●

キーワード

見つめる

5

10

5

やってみよう

B

食
生
活

学びを生かそう

について考え、
工夫する

1 2

▶ ▶

1 2

　　

生活の中から
問題だと思うことや
よりよくしたいことを
見つけてみよう。

●

●
●

●
●

●

◎

○

△

1

12

1

2

3

5

6

1.1.

2.3.

2.

4

学習をふり返って、
自分の問題を発見し、
課題を設定しよう。

いつ、どのように行う
のか、具体的に書こう。

実践の内容を
詳しく書こう。

家族にコメントを
書いてもらおう。

次に取り組んでみ
たいことを書こう。

実践したことを
ふり返り、改善
が必要なことを
考えよう。

目標は達成できたか、
うまくできたこと、あ
まりうまくできなかっ
たことなどを書こう。

2 3 3

4 5

6●

QR

………………………………………………………□ …………………………………………□
………………………………□

ｐ.10～11の流れも
見てみましょう。

学びを生かそう
安全

衛生 伝統文化

防災

消費者

共生

環境

関連

資料
参考

話し合ってみよう

やってみよう

メッセージ

導入
B

食
生
活

●
●
●

関連 ▶

1   YES・NO
2   YES・NO
3   YES・NO
4   YES・NO
5   YES・NO

自立度B

●
●

●
●
● ●

● ●
●
● ●

●

●

●
●

●

●

●

栄養のバランスは
どうだろう？

元気が出る
食事かな？

分量は
ちょうどいい？

だれといっしょに
食べたかな？

●
●

思い出してみよう

食
生
活

食
生
活

B

食
生
活

1
章1

食事
生命を維持し 健康を保持する

食文化を伝承

人間関係をつくる
共食

私たちはなぜ食事を
するか覚えていますか？

伝統文化

資料
共生

●
評価

CBA

●

●

話し合ってみよう

学ぶ

ふり返る

見つめてみよう

●

キーワード

見つめる

5

10

5

やってみよう

B

食
生
活

学びを生かそう

について考え、
工夫する

1 2

▶ ▶

1 2

　　

生活の中から
問題だと思うことや
よりよくしたいことを
見つけてみよう。

●

●
●

●
●

●

◎

○

△

1

12

1

2

3

5

6

1.1.

2.3.

2.

4
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思いから
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一から製作

の と

社会のつながり

など

など（p.73 など）

（p.222 など）

（p.174 など） （p.55 など）

日本最高齢
フィットネス
インストラクター

防災アプリの
開発者

フィギュアスケート
の衣装デザイナー

（p.35）
（p.197）

（p.221）
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【巻頭・ガイダンス】

【A編　家族・家庭生活】

「伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する態度を養う」ために、日本の伝統的な年中行事を行事食などとと
もに写真やイラストで紹介するなど工夫しました（第５号）。また、「幅広い知識と教養を身に付ける」ため、
小学校の学びをふり返り、中学校の学びにスムースにつながるよう構成されています（第１号）。

「男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる態度を養う」ために、男女共同参画社会に関するコラムを掲載しま
した。また「公共の精神に基づいて主体的に社会の形成に参画する態度を養う」ために、地域で活躍している
中学生や高齢者、幼児の成長の様子がわかる写真などを多数掲載しています（第３号）。

▲日本の伝統的な年中行事や行事食の紹介（口絵３-８）

▲他国の伝統的な衣食住に触れる（口絵９-10） ▲小学校家庭科と中学校３年間の学習の見通しを持たせるガイダンス
　（p.4-5）

▲男女共同参画社会を目指す
　（p.19）

▲地域の人々や高齢者とかかわる（p.30）▲地域を支える中学生（p.28 ／ p.31）

▲幼児の成長がわかる資料（p.42-43）

節分
2月3日ごろ2月3日ごろ

いわしの頭・ひいらぎ

恵
え
方
ほう
巻き

年中行事とは、一年の間に行
われる儀

ぎ

式
しき

・行事のことです。
もとは宮中で行われるものを
いいましたが、後に民間の行
事・祭事も年中行事と呼ぶよ
うになりました。
ここにあげているのは、ほん
の一例で、 地域や家庭によっ
て、行事の楽しみ方・行い方
は異なっています。

※ここでは、日本の伝統的な年中
行事だけでなく、ハロウィンのよ
うに最近になって海外から日本に
伝わり定着したものも含

ふく
め、毎年

特定の時期に行われる行事を取り
上げました。

年
中
行
事
と

私
た
ち
の
暮
ら
し

の
つ
な
が
り

かずのこ…子
し
孫
そん
が繁
はん
栄
えい
するように

えび…腰
こし
が曲がるまで長生きできるように

黒豆…まめ（健康）に暮らせるように
こんぶ巻き…よろこぶことが多いように

おせち料理に込
こ
められた願いとは？

1月1日（元日）～7日
までを松の内という。

お正月

鏡開き
1月11日

春の七草（左から、は
こべら・すずな・すず
しろ・ほとけのざ・せ
り・なずな・ごぎょう）

22月 February 如
きさ

月
らぎ11月 January 睦

む

月
つき

チョコレート

バレンタインデー
2月14日

七草がゆ

七草
1月7日

までを松の内という。

鏡
かがみかがみ
餅餅
もちもちもちもち

月の英語名と和名も
言ってみましょう！

おしるこ

めぐる季節と年中行事

自分の住んでいる地域や
家庭で行われている行事、
知っている行事などを
書き加えてみましょう。

口絵3

春の彼
ひ

岸岸
が んが ん

3月20日ごろ

さくらもち

赤ちゃん誕
たん
生
じょう
の7日目の夜のこと。赤ちゃ

んの名前を書いた命名書を飾
かざ
るなどして、

すこやかな成長を願い、赤飯などで祝う。

赤ちゃん誕生の31～33日目ごろに、神社
にお参りし、成長を祈

いの
る行事。父方の祖母

が赤ちゃんを抱
だ
くとされていたが、最近は

多様化している。 

人生のお祝い事

ホワイトデー
3月14日

33月 March 弥
やよい

生 44月 April 卯
う

月
づき

はまぐりの吸い物、ちらしずし

マシュマロ、クッキーなど

お花見弁当お花見弁当

お七
しち
夜
や

ひな祭り 上
じょう
巳
し
の節句

桃
もも
の節句

3月3日

関西

お花見
3月～5月初めごろ

関東

お宮参り

さくらもちは、
関東と関西では
違
ちが

うんだね！

家族やいろいろな人たちに
見守られて、つながりながら
成長してきたんだね。

家族のお祝いもして
あげたいな！

口絵4

鎧
よろい
飾
かざ
りこいのぼり

かしわもち

衣
ころも

替
が

え
「更衣」とも書く

父の日
6月第3日曜日6月第3日曜日

夏
げ

至
し

1年の中で最も昼間の長い日1年の中で最も昼間の長い日
6月21日ごろ

生まれた日のお祝い。

誕生日

子どもが生まれてはじめて迎
むか
える節句を初

節句という。女の子は3月3日、男の子は5
月5日にお祝いする。

生後100日目ごろに「一生食べ物に困らな
いように」と、尾

お
頭
かしら
つきの鯛

たい
や赤飯などの

祝い膳
ぜん
を用意し、食べさせるまねをする。

お食い初め

55月 May 皐
さ

月
つき 66月 June 水

み

無
な

月
づき

梅雨

あじさいの花あじさいの花

カーネーション

初節句

子どもの日
5月5日
端
たん
午
ご
の節句

母の日
5月第2日曜日

八
は ち

十
じゅう

八
は ち

夜
や

農作業の開始、
茶つみ

梅雨の時期を
快適に過ごすには
どうしたらいいかな？

口絵5

盆
ぼ ん

踊
お ど

り
8月中旬

じゅん

～下旬ごろ～下旬ごろ

※７月に行う地域もある

お盆
ぼ ん

8月13～16日ごろ

そうめん

七夕
7月7日

土用の丑
う し

の日
7月終わり～8月初めごろ

うなぎ

77月 July 文
ふみ

月
づき 88月 August 葉

は

月
づき

夏祭り
7～8月ごろ

夏バテ予防のために
「う」のつく食べものを

食べるとよいと
言われているらしいよ。

入園・入学式や、卒園・卒業式は、本人にとっても家族にとっても大
きな節目となる。

3歳
さい
、5歳、7歳の子どもの、健康を祈

いの
り、

成長を祝う行事。11月15日ごろに神社や
寺にお参りする。

七五三 入園・入学式, 卒園・卒業式

口絵6

七五三七五三
11月15日ごろ11月15日ごろ

紅
もみじ

葉狩
が

り

大掃
そ う

除
じ

12月13日（すす払いの日）ごろから

冬冬
と う

至
じ

12月22日ごろ12月22日ごろ

ゆず湯 冬至かぼちゃ

大晦
みそか

日
12月31日

年
とし
越
こ
しそばしそば

神社や教会などでの結婚式、ホテルやレス
トランなどでの披

ひ
露
ろう
宴
えん
やパーティなど、さ

まざまな形式がある。

60歳（数えで61歳）のお祝い。赤いちゃ
んちゃんこや、ずきんを贈

おく
ってお祝いする

習慣がある。

還
かん
暦
れき

  90歳 卒
そつ

寿
じゅ

  99歳 白
はく

寿
じゅ

100歳 百
ひゃく

寿
じゅ

120歳 大
だい

還
かん

暦
れき

61歳 還暦
70歳 古

こ

希
き

77歳 喜
き

寿
じゅ

80歳 傘
さん

寿
じゅ

88歳 米
べい

寿
じゅ

長
ちょう
寿
じゅ
のおもなお祝い

（年
ねん
齢
れい
は、数え年）

1111月 November 霜
しも

月
つき 1212月 December 師

しわす

走

クリスマス・イヴ
12月24日

クリスマス
12月25日

結
けっ
婚
こん
式

スポーツの秋、
食欲の秋、芸術の秋、
読書の秋…。
いろんな秋を

楽しみたいですね。

冬至は一年の中で
最も昼間が短い日です。

口絵8

秋祭り
9～10月ごろ

衣
ころも

替
が

え

秋の運動会
体育の日など体育の日など

ハロウィンハロウィンハロウィン
10月31日

敬老の日敬老の日
9月の第3月曜日9月の第3月曜日

秋の彼
ひ

岸
が ん

9月23日ごろ
おはぎ

昔の成人式にあたる「元
げん
服
ぷく
」にちなんで、

14歳
さい
（中学2年生）をお祝いする行事。愛

媛県では少年式と呼ばれるなど、地域によ
り異なる。

立志式

新入社員が集まり、社会人としての心構え
を確認する儀

ぎ
式
しき
。会社によっては、ユニー

クな入社式もある。

成年になったことを祝う行事。１月の第二
月曜日の成人の日（祝日）に、晴れ着を着
て成人式に参加する人が多い。

成人式 入社式

99月 September 長
なが

月
つき 1010月 October 神

かん　な　づき

無月

菊
きく
祭り・菊

きっ
花
か
展

ぶどう狩
が
り

月見
9月15日ごろ

十五夜・中秋の名月

口絵7

カナダ

ほかの国や地域の衣食住についても調べてみよう。また、日本
の衣食住との違いを見つけて、その理由をまとめてみよう。

トトラは植物の名
前で葦

あし
の一種。接

せっ

着
ちゃく
剤
ざい
を使わず、ト

トラを積み重ねて
住居をつくる。

トトラで
つくられた住居

牛肉と野菜、フラ
イドポテトをいた
めたもの。味つけ
にしょうゆを使うな
ど、アジアの料理
に似た特徴をもつ。

ロモ・サルタードロモ・サルタード

布の中央の穴に頭
を通して着用する
男性の民族衣装。
鮮やかなしま模様
や幾

き
何
か
学
がく
模様が特

徴。

ポンチョ

ペルー

一年のほとんどが雪や氷に覆
おお
われてい

るため植物が育たず、動物の肉がおも
な栄養源となる。

生肉

雪の塊
かたまり
をらせん状に積み上げてつくる。

内側は、保温のためにトナカイなどの
毛皮を張っている。

イグルー

イヌイットの毛皮
アザラシやカリブーな
ど動物の毛皮でできた
フードつきの防寒着。
アノラックともいう。

チマチョゴリチマチョゴリ
丈
たけ
が短い上着（チョゴリ）
と巻きスカート（チマ）
で構成される女性の民族
衣装。お祝いや年中行事
などで着用する。

ビビンバ
「ビビン」は混
ぜる、「バ」は
ご飯のこと。ご
飯にもやし、白
菜、わらびなど
の具材を混ぜた
もの。

韓
国

オンドル
かまどの煙

けむり
を床

下に通して床を
温める暖

だん
房
ぼう
設備。

現在は、床下の
パイプに温水を
循
じゅん
環
かん
させて温め

る方法が主流。

それぞれの国や
地域にあった

暮らし方があるんだね。

口絵10

調べてみよう

ケニア

インド　

地方により異なるが、女性のヴェー
ルと刺

し
繍
しゅう
のデザインが特

とく
徴
ちょう
。祭りで

は民族衣装を着て行進する。

サルデーニャ島の民族衣装 おもな原料は小麦粉で、その形状
からラザニア、スパゲッティ、マ
カロニなどさまざまな種類に分け
られる。

パスタ（ラザニア）
石灰岩でできており、漆

しっ
喰
くい
の壁

かべ
と

円
えん
錐
すい
型
がた
の屋根が特徴。漆喰の白色

は紫
し
外
がい
線
せん
を防ぎ、外気を遮

さえぎ
り保温

効果がある。

トゥルッリ

イ
タ
リ
ア

おもな原料はトウモロコシやキャッサ
バなどの穀物。ケニアの主食のひとつ
で、肉や魚などといっしょに食べる。

ウガリ

骨組みは木で、外
がい
壁
へき
は牛

ぎゅう
糞
ふん
、わら、灰

を練り固めたもの。乾
かん
燥
そう
させているた

め、臭
くさ
くない。すべて女性がつくる。

マサイ族の住居

マサイシュカ
軽くて丈

じょう
夫
ぶ
な布

でつくられたブ
ランケット（毛布）。
鮮
あざや
やかな赤色を

基調とし、チェッ
ク柄

がら
やしま模様

などがある。

さまざまな香
こう
辛
しん
料
りょう

を使うのが特徴。
日本のカレーと違

ちが

い、とろみが少な
くサラサラしてい
る。

カレー

外気を遮る石づく
りが特徴。白い外
壁は紫外線を防ぐ。
床
ゆか
にも大理石など
の石が使われてい
ることが多い。

石づくりの住居

5m以上ある1枚の布
を巻きつけて着用する
女性の民族衣装。身分
によって着方や布の素
材などが異なる。

サリーサリー

世界の衣食住
家庭分野では、日本の衣食住
について学習していきます。
ここでは、 世界の衣食住の特

とく

徴
ちょう

や伝統を見てみましょう。

世界の衣食住
発展

口絵9

ガイダンス 家庭分野家庭分野の学習を

はじめよう！

家族・家庭
（p.14～25）

地域とのかかわり
（p.26～35）

地域の人との
かかわり

家族との団らん

幼児の生活と家族
（p.36～69）

調理と食文化
（p.94～151）

何をどれだけ食べたらよいか何をどれだけ食べたらよいか
（p.80～93）

ごはん・
みそ汁の調理

食事の役割、大切さ

健康と食生活
（p.70～79）

B編　衣食住の生活

小 学 校 の学習と
小 学 校 の学習と

食生活

食生活

A編　家族・家庭生活

のつながり

の

4

私たちの衣生活
（p.152～175）

生活を豊かにする製作
（p.176～197）

私たちの住生活
（p.198～221）

快適な住まい方

身近な環境との
かかわり

消費者の権利と責任
（p.248～265）

私たちの消費生活（p.222～247）

物やお金の
使い方・買い物

C編　消費生活・環境

布を用いた製作布を用いた製作布を用いた製作

生活の自立を目指して
　中学校技術・家庭［家庭分野］では、小学校家庭科と同様に、A編「家族・家庭生活」、B編「衣
食住の生活」、C編「消費生活・環境」に関することを、それぞれの学びをつなぎ、関連させながら、
生活の自立に必要な知識や技能などを学習していきます。
　小学校で学んだことをふり返りながら、中学校では学習をさらに深めていきましょう。

小
学
校 の学習と

衣生活

住生活

衣生活

住生活

つな
がり

のつながり

5

家
庭
分
野
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

日本はアメリカや
スウェーデンと比べて
夫婦間の家事時間に
大きな差があるけど、
なんでだろう？

資料

家族の一員
協力 分担

●  ............................................................................................................................

●  ........................................................................................

ふり返る
評価

C

C

B

B

A

A

❶
❷

▶

▶

▶

❷１日の中で家事・育児にかける時間

※６歳未満の子どもを持つ夫婦の場合
（内閣府「男女共同参画白書平成30年版」より）

日本

アメリカ

スウェーデン

1時間23分

3時間10分

3時間21分

5時間40分

5時間29分

7時間34分

夫

夫

夫

妻

妻

妻

資料

●❶育児休業取得率（令和３年度）

（厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査」より）

女性 85.1%
男性 13.97%

18.5

24.3

26.5

27.7

31.9

33.5

67.8

料理をする（食事を作る）

動物（ペットなど）や
植物の世話をする

ごみを出す
買い物をする

洗濯をする

掃除をする

せんたく

食器を並べる・かたづける

（％）0 100755025

●

考えてみよう

5

A

きちんとあいさつをする。

呼ぶときは、名前で呼ぶ。

相手が望むこと、
　必要なことだけを手伝う。

相手の目を見て、
　はきはきと、はっきり話す。

介助するときは、
声をかけてから行う。

介助

❶
❷
 ❸

話し合ってみよう

▶
安全

地域の人々や高齢者とかかわるときのおもなマナーや、歩行の介助の注意点図 8図 8図 8

何かお手伝い
することは
ありませんか？

◯◯さん

おばあちゃん

おじいちゃん

声をかけてから行う。

呼ぶときは、名前で呼ぶ。

おばあちゃん

●

●

●

●

●

●

5

地域の一員

❶ 自分たちの地域で行わ
れている活動を調べて
みよう。
❷ 必要とされている活動
や、これからやってみ
たい活動について話し
合ってみよう。

調べてみよう

地域の中で、中学生ができることを考えてみよう。

児童館などでの交流 小学生への絵本の
読み聞かせ

地域の祭りへの参加

メッセージ

●  .....................................................................................................................................

● ...........................................................................

●  ..........................................................................................................

ふり返る
評価

C

C

B

B

A

A

CBA

A

5

キーワード

章1

●
●

4

地域の人々

助け合い

学ぶ
共生

浄法寺町スノーバスターズのみなさん

　岩手県二
にのへ
戸市

し
浄
じょう
法
ぼう
寺
じ
町
まち
は、冬になると大雪が降り積もる地域で

す。一人暮らしのお年寄りや障がいのある人たちにとって、冬の
間の雪かきは、大きな問題になっています。しかし、浄法寺町に
は、強力な雪かきボランティアがいます。その名も「浄法寺町ス
ノーバスターズ」！　
　浄法寺町スノーバスターズは、浄法寺中学校の生徒、地域住民、
二戸市社会福

ふく
祉
し
協議会の職員などが集まり、毎年雪が降り始める

と活動を開始します。1994年から始まったこの活動は、地域に
なくてはならない助け合いの活動になっています。

中学生が地域を支える！資料
防災

見つめてみよう

お向かいの
関口さん

大谷さん

となりの山口さん

近所の
河村さん
・あいさつをする
・父の友達
・町内会長

・あいさつを
する

・母の友達

・あいさつをする
・生協の共同購入
・妹を預かってもらう
・回覧板を回す

・あいさつをする
・犬の散歩で会う

・同じクラス
・同じピアノ教室

佐藤さん

私の家族

住んでいる地域の
よいところ、困って
いるところを

考えてみましょう。

見つめる

55

10

キーワード

章1

●

3

見つめてみよう

学ぶ

私のおじいちゃんも
地域の活動に
参加しているよ。

共生

関連　

地域で活躍する高齢者図 5図 5図 5

0

20

40

60

80

100
（％） 17.4

68.1

14.6

9.1

67.4

23.5

28.9

59.4

11.8
2000年1980年 2021年0

■ 0～14歳
■ 15～64歳
■ 65歳以上

注意

見つめる

5

10

資料

3歳 ごろ2歳 ごろ1歳さ い ごろ

体
の
発
達

全
身

心
の
発
達

手
先

身長
男子　74.9cm
女子　73.3cm

体重
男子　9.28kg
女子　8.71kg

身長
男子　95.1cm
女子　93.9cm

体重
男子　14.10kg
女子　13.59kg

身長
男子　86.7cm
女子　85.4cm

体重
男子　12.03kg
女子　11.39kg

QR

少しずついろいろな
ことができるように
なっていくんだね。

いろいろな人とかかわって
いるね。

A

● .................................................................................................

● .............................................................

ふり返る

CB

評価
CBA

A

6歳 ごろ5歳 ごろ4歳 ごろ

身長
男子　102.0cm
女子　100.9cm

体重
男子　15.99kg
女子　15.65kg

身長
男子　108.2cm
女子　107.3cm

体重
男子　17.88kg
女子　17.64kg

身長
男子　114.9cm
女子　113.7cm

体重
男子　20.05kg
女子　19.66kg

教科書の各章と教育基本法の関係

特に意を用いた点や特色

特に意を用いた点や特色

▲地域で活躍する高齢者（p.26）



▶

日本の伝統的な住まい
～各部の名

めい
称
しょう
と意味～

図 3図 3図 3 関連 ▶口絵９「発展　世界の衣食住」
小学校　家庭科「季節の変化に合わせた住まい方」

話し合ってみよう

たたみって
いいにおい
だよね。

伝統文化
QR

季節や行事に合わせて、かけ軸
じく
や

花を飾
かざ
る場所。

床
とこ
の間

薄
うす
い和紙をはっているので、閉じ

ても外の光を採り入れることがで
きる。

障
しょう
子
じ

西洋のテーブルと、床
ゆか
やたたみに

座って食事をする日本の古くから
の様式とが合わさって生まれた低
いテーブル。

座
ざ
卓
たく

わらの床
とこ
に、い草

ぐさ
でつくったござを張った日本の伝統的な敷

しき
物。吸

きゅう
湿
しつ
性
せい

と保温性がある。たたみの周りにつけられた布をたたみべりという。

たたみ

クッションとしての役割だけでな
く、客をもてなすという作

さ
法
ほう
で重

要な意味をもつ。

座
ざ
布
ぶ
団
とん

木の骨組みに紙や布をはったもの
で、部屋の仕切りに使用する。水
平に引いて開閉する。

ふすま

部屋の外に張り出した板張り
の空間。通路のように使った
り、座って庭を眺

なが
めたりする

こともできる。

縁
えん
側
がわ

5

4

「環境の保全や、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」ためにエシカル消費などについて取り上げました。
「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う」ため、プラスチックごみ問題や食品ロスにつ
いて気づきを促す写真も多数掲載しています（第４号、第５号）。
「幅広い知識と教養を身につけ、自主及び自律の精神を養う」ために、インターネット販売やキャッシュレス決済
などの今日的な題材も掲載しています（第１号、第２号）。

「個人の価値を尊重して、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う」ために、巻末には生活の中の課題を解決す
る実践として「生活の課題と実践」の課題例を掲載しています（第２号）。

▲和食の紹介（p.146）

◀技術分野との
　連携課題の例
　（p.270-271）

▲浴衣を着てみよう（p.159） ▶日本の伝統的な住居
　（p.202）

▲プラスチックごみや食品ロス問題（p.258）

▲クレジットカードと三者間契約（p.236）

やってみよう

関連 ▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

呉
ご
汁
じる
（埼玉県）

おもな材料 　大豆、さといも、　大豆、さといも、
だいこん、にんじん、長ねぎ、
しいたけ、油揚げ、みそ　など

三平汁（北海道）
おもな材料 　さけのあら、だい　さけのあら、だい
こん、にんじん、じゃがいも、
こんぶ、ねぎ、塩　など

静岡おでん（静岡県）
おもな材料 　黒はんぺん、牛す　黒はんぺん、牛す
じ肉、卵、だいこん、しょうゆ、
青のり、だし粉　など

いわしのだんご汁（千葉県）
おもな材料 　いわし、ねぎ、し　いわし、ねぎ、し
ょうが、みそ、かたくり粉、し
ょうゆ　など

なぜその食材が
地域特有のものに
なったのか

調べてみましょう。

関西では、「煮物」を
「炊

た

いたん」って
いうことが
あるそうです。

旬の野菜を使った
汁物か煮物を考えて、
グループで
調理てみます。

【各地の汁物や煮物の例】

●  ............................................................................................

●  ......................................................................................................

ふり返る
評価

C

C

B

B

A

A

やってみよう

浴衣を自分で着てみよう

▶

QR

QR

一人で着るのが
難しければ、

はじめは家族や友達に
手伝ってもらうとよいですよ。

帯の結び方の例

貝の口 文庫結び

背縫い

背縫い

左わき 左腰骨

おはしょり

えりを
合わせる

帯を結ぶ。

10㎝ほど
くるぶしの位置

左腰骨
の位置

❷右の下前のえり先が左腰
こし
骨
ぼね
の

位置になるように左わきに入
れ、左の上前を重ねる。

❸腰ひもは前から後ろに回し、
さらに前に回して結ぶ。余っ
た部分は巻いたひもにはさむ。

❶すそはくるぶしの位置まで上
げる。背縫いが背の中心にく
るように、左右のえり先を合
わせる。

❶背縫いが背の中心にくるよう
に、左右のえり先を合わせる。

❷左手の上前を右わきまで持ってき
て位置を決め、もう一度広げて右
手の下前のえり先が左腰骨の位置
になるようにし、左の上前を重ね
る。浴衣の下前のつま先は床

ゆか
から

10cmほど上げる。

❹胸
むな
元
もと
を整え、えりを合わせ、

胸の下でひもを結ぶ。背のし
わは両わきにくるようにのば
す。

❸ひもを前から後ろへ回し、さ
らに前に回して結ぶ。ひもの
余った部分は巻き込

こ
む。身八

つ口から両手を入れ、おはし
ょりを下ろす。

❺ ❻ ❼

❶ ❷ ❸ ❹

男性

女性

手伝ってもらうとよいですよ。

B

衣
生
活

　2013年4月24日、バングラデシュの「ラナプラザ」のビルが
崩
ほう
壊
かい
しました。ビルの中には、先進国の大手企

き
業
ぎょう
の服をつくる縫

ほう
製
せい

工場が入っており、1,100人以上の労働者の命が犠
ぎ
牲
せい
になりました。

建物は違
い
法
ほう
な増改築がくり返され、工場主は安全よりも、商品の生

産性を優先し、労働者たちに仕事を続けさせていました。この事故
により、先進国の大手企業の服づくりが、発展途上国の劣

れつ
悪
あく
な労働

環境や安価な労働力に依
い
存
ぞん
していることが明らかになり、大きな論

議を呼びました。

ラナプラザの悲劇発展

▶

❶

❷

❸

考えてみよう

＊

＊

環境

どんな方法で、
生産された
のかな？

省エネに
役立つかな？

リサイクルに
なるかな？

C

資料

▶p.229の 図 4図 4図 4 と、商品やお金の流れを比
ひ
較
かく
してみよう。

手数料を
支払う

代金の請
せい
求
きゅう

代金を
立て替える

＊ 実際は、銀行などの金融機関に
ある消費者の預金口座から引き
落とされるのが一般的です。

❷加盟店契約❸立
たて
替
かえ
払契約 *

代金を後払いする
（銀行口座から引き落とし）

クレジットカードによる買い物の仕組み

商品

カード提示・サインなど

❶売買契約

消費者（カード会員） 販売店（カード加盟店）

クレジットカード会社

カードで
買います！

はい、
わかりました。

二者間契約
（▶p.229図4）と
三者間契約は
どこが違うかな？

【B編　衣食住の生活】

【C編　消費生活・環境】

【巻末・生活の課題と実践】

「伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する態度を養う」ために、だしを使った料理、浴衣の着付け、日本の伝
統的な住まいなどを写真やイラストを用いて、わかりやすく掲載しています（第５号）。

▲ラナプラザの事故（p.257）

自分たちでつくっただいこんをおいしく食べよう ！

民族衣
い

装
しょう

について、家族や友達に聞いてみよう

編 1章～3章  「食生活」の課題と実
じっ
践
せんB

編 4章B

班ごとに、それぞれおいしい食
べ方を研究しました。だいこん
の収

しゅう
穫
かく
後には、いろいろと教え

てくださった地域の方々を学校
に招待して、調理コンクールと
実践の発表会を開くことにしま
した。

4つの班に分かれ、それぞれお
いしい食べ方を調べ、食べ方を
考えることにしました。

技術分野の授業で、だいこんを
栽
さい
培
ばい
しています。もうすぐ収

しゅう
穫
かく

時期になります。自分たちで育
てただいこんをおいしく食べる
ためにはどうしたらよいか、み
んなで調べたり、調理したりす
ることにしました。

栽培中のだいこん 皮のきんぴら

だいこんの
かつらむき

皮のきんぴら

学校の近くの
調理師専門学校の先生に
相談する。

1班

まちのお菓
か
子
し
屋さんに、

だいこんスイーツの
相談をする。

2班

地域の農家の方と
女性会の方に
おいしい食べ方を聞く。

3班

インターネットで人気の
レシピを集める。

4班

漣
れん

さんの取り組み

1

2

3

計画・実践する3課題を設定する2問題を発見する1

321

選
択

1 へへ

1

家族のためにおいしいだいこん
料理をつくる計画を立て始めま
した。家に持ち帰った切り干し
だいこんの料理も工夫してみた
いです。

今回、だいこんをまるごと一本
味わう料理について、調べたり、
プロの方にお話を聞いたりする
ことができました。次は、教わ
ったことを家でも試してみたい
です。

あまっただいこんは、農家の方
に教えていただいた切り干しだ
いこんにして、持ち帰りました。

どの班もおいしい料理をつくる
ことができ、みんな大満足でし
た。環

かん
境
きょう
に配
はい
慮
りょ
した調理として、

皮や葉を使った料理も教えてい
ただきました。ほかの班の料理
も、今度つくってみたいです。 です。

あまっただいこんは、農家の方
に教えていただいた切り干しだ
いこんにして、持ち帰りました。

も、今度つくってみたいです。

葉のふりかけ葉のふりかけ

だいこんのジャムだいこんのジャム だいこんを干す準備

関連 A編1章「家族・家庭や地域とのかかわり」、C編2章「消費者の権利と責任」

関連

次の課題へ6改善する5評価する4

654

捨てる
ところがない！

● ...............................................................................................................

● ..........................................................................................................

ふり返る
評価

C

C

B

B

A

A

あらかじめクレジットカードや銀行口座の情報などを
スマートフォンなどに登録しておき、支払いに利用する。

▶

▶スマートフォン・スマートウォッチなど ▶

資料

プリペイドカード プリペイド式の
電子マネーカード

デビットカード

▶

クレジットカード

タッチ決済
店に置かれた端

たん
末
まつ
にスマー

トフォンなどをかざして支
払う。

コード決済
スマートフォンなどに表示された二次元
コードなどを店が読み取る、または店が
提示する二次元コードなどを読み取るな
どして支払う。

前 即 後

◀キャッシュレス決済
　（p.235）

キーワード

章2

見つめる

●
●

環境

4

地球温暖化

二酸化炭素（CO2）の増加

資源

省エネルギー

学ぶ

見つめてみよう

事例1と2は、
SDGs（▶p.1）の
1～17のどれと
関連が深いかな？

関連 ▶

さまざまな環境問題図 7図 7図 7

世界全体では、使用済みのプラスチックの多く
がごみとして捨てられ、リサイクルされていな
い。川や海に流れ込

こ
んでしまったプラスチック

が、環境を汚
お
染
せん
している。写真はプラスチック

ごみとクロウミガメ。

まだ食べられるのに捨てられている食品が大量まだ食べられるのに捨てられている食品が大量
にあり、社会問題となっている（食品ロス）。）。
写真は約135世帯3日分のごみから出てきた写真は約135世帯3日分のごみから出てきた
手つかず食品（令和2年度京都市家庭ごみ組成手つかず食品（令和2年度京都市家庭ごみ組成
調査）。

事例1

事例2

5

10

特に意を用いた点や特色

特に意を用いた点や特色

特に意を用いた点や特色



5

３. 上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色

① 現代的な課題への対応 グローバル化、少子高齢社会の進展、持続可能な社会の構築等の現代的な
課題を見据えた題材を取り上げました。

② 生徒の興味を惹く
　 ビジュアル的な紙面

学習をより効率的に、実感を持って進めることができるように、幼児の表
情のわかる写真や、実物大の食材写真など、生徒の興味を引くことのでき
る写真を多数掲載しています。
文字の説明ではわかりにくい箇所は、イラストや図版を用いて生徒の理解
をサポートできるよう工夫しています。

③ ICT教育への対応 知識・技能を確実に身につけられるよう、学習を補う自社作成コンテンツ
や関連ホームページをタブレット等から参照できる、二次元コードを掲載
しました。

④ 地域社会との関連、
　 キャリア教育

生徒が将来社会で活躍する姿を想像できるように、管理栄養士（p.49）や
保育園の園長（p.63）、消費生活センターの相談員（p.231）など、地域
で活躍しているさまざまな人からのメッセージを掲載しました。

⑤ 教員の働き方改革に対応 より学びを深めるために、ICTを用いて授業を効率化させるサポート資料
や、観点別の評価がしやすくなる巻末の「学習のふり返り」などを用意し、
生徒の学びをサポートすると共に、先生たちの授業準備を手助けします。

⑥ 人権意識を身につける 性別や人種、年齢や障がいの有無などにかかわらず、協力・協働していく
ことができるよう、本文の記述に気をつけて制作しました。イラストや写
真などにも十分配慮しています。

⑦ 特別支援への合理的配慮 特別支援教育をサポートする観点から、ユニバーサルデザインに配慮した
教科書を作成しました。
　・本文の内容を精選して文章は簡潔に、文字量も抑えました。
　・UDフォントを使用し、ルビも大きく読みやすくしました。
　・カラーユニバーサルデザインに配慮して編修しました。

⑧ 文字・判型・紙の工夫 ①写真や図などの資料が大きく見えて、なおかつ机の上で場所を取らない
判型を追求し、AB変型判を採用しました。
②生徒の負担を考慮し、軽くてなおかつ裏写りしない紙を使用しました。
書き込みにも適しています。

選 択 の と
～生活をよりよくしよう～

●

●●

●

●

「生活の課題と実践」の学習の流れ
▶

1 2 3

（p.256 フェアトレード／ p.27 高齢者とのかかわり方　など）

（p.19 男女共同参画社会／ p.211 ユニバーサルデザイン　など）

▲実物大の食材写真
　（折込③ -⑥）

私たちの衣生活
生活を豊かにする製作

章4

章5

関連 ▶小学校　家庭科 「衣服のおもな働き」「日常着の快適な着方」「日常着の快適な着方や手入れの工夫」「生活を豊かにするための布を用いた製作」

衣食住の生活B 編

あなたは、どのような衣服を
着て生活しているだろうか。
ここでは、毎日着ている衣服
について学習しよう。

自分の衣生活を
見つめてみよう

学校に
行くとき

体育の
授業で
運動する
とき

趣
しゅ
味
み
の

ダンスを
するとき

152

家庭_B_4章_p152-175_07.indd   152 2023/03/30   17:58

1   YES・NO
2   YES・NO
3   YES・NO
4   YES・NO
5   YES・NO

自立度チェックの結果について、友達や家族と意見交
こう
換
かん
してみよう。

自立度

あなたの生活を豊かにす
るものを、布でつくって
みよう。環

かん
境
きょう
にやさしい

ものづくりについても
考えよう。

身のまわりのものを、
楽しくつくってみよう

入手する 着用する 手入れする 処分する

製作する
遊びに
行くとき

家で
くつろぐとき・
睡
すい
眠
みん
のとき

夏祭りに
行くとき

衣
生
活

153

B

衣
生
活

▶ビジュアル的に理解できる
　衣服の役割写真（p.152-153）



持続可能な衣服計画　～私たちの衣生活と衣服の流れ～

●

リデュース

リユース

リサイクル

リメイク
▶

リフォーム

リペア

図 13図 13図 13

参考

消費者

●  ..........................................................................................................

ふり返る
評価

CBA

ごみとして
焼
しょう
却
きゃく
・埋

う
め立て

工業用ぞうきん、
自動車の内装材、
軍手、燃料など

●洗濯する　●補修する
●ブラシをかける
●アイロンをかける
●収納する　など

●T.P.O.に配慮する
●個性を生かす
●季節に合わせる　
など

●購
こう
入
にゅう
する　●レンタルする

●製作する　●リフォームする
●人からゆずってもらうなど

p.156～159

着用する

p.160～165

入手する

手入れする
p.166～173

リユース
または
リフォーム

資源
エネルギー

衣服以外の
ものから
ペットボトル

など

流通・販売

既
き
製
せい
服
ふく
の製造

リサイクル
リサイクル

リサイクル

廃
はい
棄
き

処分する
●人にゆずる　
●フリーマーケット
●リフォーム・リメイク
●資源回収
●廃棄　など

関連 ▶

B

衣
生
活

１. 編修上特に意を用いた点や特色

編　修　趣　意　書
（学習指導要領との対照表、配当授業時数表）

1

▲これまでとこれからの家族（p.20）

▲協働の活動の例（p.29）

▲和食を継承する（p.144）

▲衣服のリサイクル（p.175）

▲小学校の学びとの連携（p.4-5）

▲環境を意識した生活（p.261）

2

キーワード

章1

●
●

立場 役割

学ぶ

関連

1

2

弟姉

父母

祖父祖母 祖父祖母

（父方）（母方）

弟

子

13才

夫姉

父母20年後

私
33才
私

●「私」を中心として考えた家族の関係図の例

見つめてみよう

考えてみよう

見つめる

5

資源ごみの分別 中高生の居場所「たからばこ」
（東京都世田谷区・岡さんのいえTOMO）

地域の緑化活動

協働でつくられる暮らしやすい地域
小さい子どもがいる家庭や、高

こう
齢
れい
者
しゃ
だけの家庭などで

は、生活の中で助けが必要なことが数多く起こります。
最近では、家族の人数が減っているため、地域の中で互

たが

いに支え合うことが、以前にも増して求められるように
なってきました。そのため、地域では、地域の人々自身
によって、多くの活動が行われています。人々が、とも
に力を合わせて物事に取り組むことを、協働といいます。
協働の活動には、防犯・防災の取り組みや、高齢者や子
どもの見守りなど、さまざまなものがあります（ 図 7 、
▶p.18 図 2 ）。地域の人々自身による活動は、必要な
ところに、きめ細かく対応することができるので、日常
生活を支えるために大変心強いものです。
協働の活動は、自治会、まちづくり協議会、子ども会
などの地域に根差した組織やボランティア

★1
グループ、Ｎ

エヌ

Ｐ
ピー
Ｏ
オー
な
★2
どによって担われていますが、行政も必要な場所

やお金を提供するなどして、取り組みを応
おう
援
えん
しています。

「自発的な意思で」「だれかのため
に」「利益を目的とせずに」行う
活動のこと。

Non-Profit Organization（非営
利組織）。営利を目的としない市
民の活動団体のこと。阪

はん
神
しん
・淡

あわ
路
じ

大
だい
震
しん
災
さい
をきっかけにNPO法が整

備され、この法律にもとづいて都
道府県もしくは政令指定都市の認
証を受けて設立される。

★1 ボランティア

★2 NPO

協働の活動の例図 7

QR

QR

QRコードボランティアの基礎知識（地域福祉・ボランティア 情報ネットワーク Webサイト）
NPOの基礎知識（内閣府NPO Webサイト） 29

5

10

A
家
族・家
庭
生
活

編

章
1

家
族
・
家
庭
や
地
域
と
の
か
か
わ
り

5

10

15

家庭_A_1章_p014-037_06.indb   29 2023/03/29   17:55

和食
★1

▶ 資料

8

学ぶ

●
●

キーワード

章3

伝統文化

★1

「和食；日本人の伝統的な食文化｣ の 4つの特
とく
徴
ちょう

図 27図 27図 27

● 地域に根差した多様な食材が
用いられている。

● 素材の味わいを活かす調理技
術・調理道具が発達している。

● 季節の花や葉などで料理を飾
かざ

りつけたり、季節に合った
器を利用したりして、季節
感を楽しむ工夫をしている。

●一
いち
汁
じゅう
三
さん
菜
さい
を基本とする食事は、

理想的な栄養バランスとい
われている。 

● うま味(▶p.145）を上手に
使った食事が、長

ちょう
p.145）を上手に

ちょう
p.145）を上手に

寿
じゅ

p.145）を上手に
じゅ

p.145）を上手に
や肥

ひ
p.145）を上手に

ひ
p.145）を上手に

満
まん

p.145）を上手に
まん

p.145）を上手に

防止に役立っている。

●年中行事と密接にかかわって
育まれてきた。

●自然の恵みである「食」を分
け合い、食の時間をともに
することで、家族や地域の
きずなを深めてきた。

（農林水産省ホームページ「食文化のポータルサイト」をもとに作成）

見つめる

和食の中で
何が好き？

多様で新
しん

鮮
せん

な食材と
その持ち味の尊重1 健康的な食生活を

支える栄養バランス2 自然の美しさや
季節の移ろいの表現3 正月などの年中行事

との密接なかかわり4

見つめてみよう

5

ガイダンス 家庭分野家庭分野の学習を

はじめよう！

家族・家庭
（p.14～25）

地域とのかかわり
（p.26～35）

地域の人との
かかわり

家族との団らん

幼児の生活と家族
（p.36～69）

調理と食文化
（p.94～151）

何をどれだけ食べたらよいか何をどれだけ食べたらよいか
（p.80～93）

ごはん・
みそ汁の調理

食事の役割、大切さ

健康と食生活
（p.70～79）

B編　衣食住の生活

小 学 校 の学習と
小 学 校 の学習と

食生活

食生活

A編　家族・家庭生活

のつながり

の

4

私たちの衣生活
（p.152～175）

生活を豊かにする製作
（p.176～197）

私たちの住生活
（p.198～221）

快適な住まい方

身近な環境との
かかわり

消費者の権利と責任
（p.248～265）

私たちの消費生活（p.222～247）

物やお金の
使い方・買い物

C編　消費生活・環境

布を用いた製作布を用いた製作布を用いた製作

生活の自立を目指して
　中学校技術・家庭［家庭分野］では、小学校家庭科と同様に、A編「家族・家庭生活」、B編「衣
食住の生活」、C編「消費生活・環境」に関することを、それぞれの学びをつなぎ、関連させながら、
生活の自立に必要な知識や技能などを学習していきます。
　小学校で学んだことをふり返りながら、中学校では学習をさらに深めていきましょう。

小
学
校 の学習と

衣生活

住生活

衣生活

住生活

つな
がり

のつながり

5

家
庭
分
野
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

●  ...............................................................................

●  ...................................................................................................................
CBA

CBA

ふり返る
評価

あなたが普
ふ
段
だん
の生活の中でできる「環

かん
境
きょう
に配
はい
慮
りょ
した行動」を、具体的にあげてみよう。1

やってみよう

洗う 温度の調整 ごみの処分 買い物

　手や顔を洗うとき、水
をどうする？

　室内でちょっと寒いと
感じたときどうする？

▶

　ごみを捨てるとき、ど
うする？

　買い物をするとき、どの
ようなことに気をつける？

2

楽しみながら、
長く続けられる
ことを探そう！

自分にできる
ことから始めよう。
そして、家族で
取り組もう。
さらに、地域、
社会へ、

活動を広げよう！

消費者

※受理番号 学校 教科 種目 学年

105-75 中学校 技術・家庭 技術・家庭（家庭分野） １～３

※発行者の
番号・略称

※教科書の
記号・番号 ※教科書名

６・教図 家庭 006-72 新　技術・家庭　家庭分野　暮らしを創造する

① つなぐ、つながる をテーマに内容を構成

家族 × つなぐ、つながる

消費者 × つなぐ、つながる

地域 × つなぐ、つながる 環境 × つなぐ、つながる

伝統 × つなぐ、つながる 学び × つなぐ、つながる

本教科書は、家庭分野の学びと私た
ちの暮らしをつなぎ、つながることで
自立・共生して生きる力を身につける
教科書です！



2

▲課題と実践（p.270-271）…「私たちの衣生活」と「家族・家庭や地域とのかかわり」を組み合わせた例

▲家事の役割分担（p.19） ▲地域の食材を用いた和食の調理（p.146） ▲購入方法を考える（p.234）

保健衛生上の働き
生活活動上の働き 社会生活上の働き

衣服の働きを知ろう1
章4

学ぶ

めあて ●衣服の基本的な働きを理解する。

キーワード 保健衛生上の働き　 生活活動上の働き
社会生活上の働き

見つめてみよう

見つめる

１日に何度も
着替えているね。

関連 ▶

●

●

●

●

この2つの働きは、
小学校でも

学習しましたね。

5

保健衛生上の働き
生活活動上の働き 社会生活上の働き

1
章4

学ぶ

●

キーワード

昨日1日で何回着替えたか思い出
してみよう。また、制服の必要性
について話し合ってみよう。

見つめてみよう

見つめる

１日に何度も
着替えているね。

関連 ▶

●

●

●

●

この2つの働きは、
小学校でも

学習しましたね。

5
★1

★1

●
●
●

話し合ってみよう

●衣服の基本的な働きを理解できましたか。 ..........................................................................................................................................

ふり返る
評価

私の学び

CBA

●  ●

●

B

衣
生
活

5

10

B

食
生
活

●
●
●

1 食事は1日3回、だいたい同じ時間に規則正しくとっている。   YES・NO
2 自分が１日にどのくらいの量の食品を食べればよいかを知っている。   YES・NO
3 食品を購

こう
入
にゅう
するときには、表示やマークを確認している。   YES・NO

4 包丁を使って野菜、果物の皮をむいたり、切ったりすることができる。   YES・NO
5 食器を洗うときは、環境のことを考えて使う洗

せん
剤
ざい
の量をできるだけ少なくしている。   YES・NO

自分の普
ふ
段
だん
の食生活について、YES、NOで答えてみよう。

自立度チェックの結果について、友達や家族と意見交
こう
換
かん
してみよう。

チェック自立度

●
●

●

だれといっしょに
食べたかな？

●
●

思い出してみよう

食
生
活

食
生
活

日本はアメリカや
スウェーデンと比べて
夫婦間の家事時間に
大きな差があるけど、
なんでだろう？

資料

家族の一員
協力 分担

●  ............................................................................................................................

●  ........................................................................................

ふり返る
評価

C

C

B

B

A

A

❶
❷

▶

▶

▶

❷

資料

●❶

家族の一員として、今後どのよう
な家庭の仕事を行っていきたいか
考えてみよう。

18.5

24.3

26.5

27.7

31.9

33.5

67.8

料理をする（食事を作る）

動物（ペットなど）や
植物の世話をする

ごみを出す
買い物をする

洗濯をする

掃除をする

せんたく

食器を並べる・かたづける

（％）0 100755025

●家庭の仕事の分担の割合（中学生）

（東京大学社会科学研究所・ベネッセ教
育総合研究所共同研究『子どもの生活と
学びに関する親子調査2015』より作成）

考えてみよう

5

A

即時払い

前払い

★1

後払い
クレジットカード ▶

★1

あなたは次の商品を購
こう
入
にゅう
するとき、

それぞれどの販
はん
売
ばい
方法（▶p.232

～233）や支払い方法を選ぶだろ
うか。理由もあげてみよう。

考えてみよう

お
茶

❶ ペットボトルの
　お茶（150円）

❷ シャープペンシル
（400円）

❸  Tシャツ
（2980円）

まとめてみよう

現金を
持っていないと、
なんだか安心
できないな……。

クレジットカードは
便利そうだね。

5

10

やってみよう

地域または季節の食材や、だしを使った汁
しる
物
もの
や煮

に
物
もの
の調理をし

てみよう。つくりたい料理の材料やつくり方を調べ、実際に調
理をし、レポートにまとめて発表してみよう。

つくりたい料理を探したり、材料やつくり方を探したりすると
きには、以下のページも参考にして考えてみよう。また、図書
室の資料や、インターネットなども活用して調べてみよう。

地域の食材を用いた和食の調理をしてみよう

関連 ▶p.95「生
せい
鮮
せん
食品の旬

しゅん
」

▶p.112～119「肉を調理しよう」
▶p.120～127「魚を調理しよう」
▶p.128～133「野菜を調理しよう」
▶p.140～141「地域の食材の例」
▶p.142～143「全国各地のおもな郷土料理」
▶p.145「和食に使われるさまざまなだしの材料の例」

地元の郷土料理（手打ちうどん）をつくる調理実習
（神奈川県相模原市小山中学校）

なぜその食材が
地域特有のものに
なったのか

調べてみましょう。

関西では、「煮物」を
「炊

た

いたん」って
いうことが
あるそうです。

旬の野菜を使った
汁物か煮物を考えて、
グループで

調理してみます。

【 】

地域特有のものに

QR

自分たちでつくっただいこんをおいしく食べよう ！

民族衣
い

装
しょう

について、家族や友達に聞いてみよう

編 1章～3章B

編 4章  「私たちの衣生活」の課題と実践B

次のような計画で、実践するこ
とにしました。

衣生活の授業の中で、和服につ
いて学習し、実際に浴

ゆかた
衣を着る

ことができました。とても楽し
かったです。

私の父は海外出身で、私たちの
クラスには、海外出身の友達も
います。浴衣の実習の後の話し
合いで、和服だけでなく、私の
父の出身の国や、その他の国の
民族衣装についても知りたい、
見てみたい、着てみたい、など
の意見が出ました。

インドのサリー

私の父の出身地の民族衣装につ
いて、理解を深めたり、実際に
着たりすることができないか、
調べたり、計画を立てたりする
ことにしました。

結
ゆい

菜
な

さんの取り組み

1  いろいろな国の民族衣装につ
いて、図書館やインターネッ
トなどで調べる。

2私の父や、地域に住んでいる
海外出身の方をゲストティー
チャーとして中学校に招き、
民族衣装についてのお話を聞
いたり、実際に見せてもらっ
たりする。

3  調べたことや、わかったこと
などについて、ポスターにま
とめる。

321

計画・実践する3課題を設定する2問題を発見する1

選
択

1

1 へへ
地域に住んでいる、さまざまな
国の方々を中学校に招待し、異
文化交流会を開いてみたいです。
そのときは、授業で学習した浴
衣の着方を紹介したり、和食を
味わってもらったりしてみたい
です。

民族衣装のことだけでなく、父
の出身地の食文化や、住まいの
文化についても知りたいと思い
ました。また、地域にはたくさ
んの海外出身の方々が住んでい
るので、その方々の国の文化に
ついても、いつか聞いてみたい
と思いました。

私の父や、地域の方の協力で、
それぞれの国の民族衣装の由来
や、昔からの工夫などについて
知ることができました。私の父
も、クラスでの取り組みをとて
も喜んでくれました。ほかの学
年の人たちにもポスターを見て
もらえて、うれしかったです。

関連

関連 A編1章「家族・家庭や地域とのかかわり」

中学校の近くに、大学があります。
留学生の方をたくさん見かけるので、
交流する機会を探してみたいです。

簡単にできて
おいしい和食を、

いっしょに調理するのも
いいかも！？

654

次の課題へ6改善する5評価する4

（２）自立度を自分でチェック！

（１）授業展開しやすく、学びが定着する構成になっている

（３）「考えてみよう」等のワークで、主体的・対話的な学びを実現

（４）領域同士の学習をつないで、生活の課題を解決します

　衣服には、私たちが生きていく上で重要な働きがあり
ます。衣服の働きには、おもに、保健衛生上の働き、生
活活動上の働き、社会生活上の働きの3つがあります
（ 図 1図 1図 1 ）。

1
章4

学ぶ

●

キーワード

見つめてみよう

見つめる

１日に何度も
着替えているね。

関連 ▶

●

●

●

●

この2つの働きは、
小学校でも

学習しましたね。

5

保健衛生上の働き
生活活動上の働き 社会生活上の働き

1
章4

衣服の働き学ぶ

●

キーワード

見つめてみよう

見つめる

１日に何度も
着替えているね。

関連 ▶

●

●

●

●

この2つの働きは、
小学校でも

学習しましたね。

5

② 課題の発見→解決への流れをサポート

教科書の各学習の流れは　　　　　で身近な気づきや疑問
を促し、　　　　　で自分ごととして捉えます。

　　　　　で芽生えた
気づきや疑問は、本文
の　　　　で解説し、
　　　　　ことで、知
識・技能が定着します。

各章の扉には自立度
チェックを掲載。学習前
に自分の状況をチェック
し、学習後と比較するこ
とで学習効果を実感でき
ます。

主体的に考えたり、話し合ったりするためのコラムです。より学習を深めることができます。

巻末の「生活の課題と実践」では、異なる領域同士を組み合わせて課題解決を図る事例を掲載しています。

教科書の各学習の流れは　　　　　で身近な気づきや疑問

　　　　　で芽生えた

を促し、　　　　　で自分ごととして捉えます。

気づきや疑問は、本文
の　　　　で解説し、
　　　　　ことで、知



観察

❶ ❼

❶
❷
❸
❹
❺
❻

❼

観察してみよう

QR

❶

❹豊かな表情や、身
みみ
振
ぶぶ
り手振りで話す。

❷

❺

❸

❻

5

10

15

● 布（ブロード、ギンガム、ソフ
トデニムなど）
たて：120cm よこ：45cm
（サイズの調整は下囲み参照）
　 ポケット用　たて33cm　 ポケット用　たて33cm よこ
40cm ×２枚
●ひも100cm以上（好みで）
●かばんテープ　2.5cm幅×３m
● バックル：２セット（D環止め
ありのもの）
  （右図参照）

●

●
..................................

材料・分量

関連 ▶

●

●

●

●

▶

ゆとりを
忘れずに。

［たて］

＋8
［よこ］

＋3

私の防災袋
ぶくろ

めあて ●目的に合った大きさの防災袋をつくることができる。

2
実習例

D環止めバックル

3

▲ハンバーグ（p.116）

▲調理実習題材の工夫
　（p.117）

▲防災袋（p.188）
▲幼児とふれ合う（p.62）

▲衣服実習の工夫（p.188）

調理と食文化章3

ハンバーグステーキ
厚みのあるものに
火を通すには？

 あいびき肉（ぶた肉、牛肉）..................................................................60g
 たまねぎ ......................................................................................................................30g
 サラダ油（たまねぎいため用）...................2g（小さじ 2

1）
.........................................................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

.....

...........................

...................................

包丁、まな板、ボウル、包丁、まな板、ボウル、
フライパン、フライパン
のふた、菜

さい
箸
ばし
、フライ返

し、竹
たけ
串
ぐし
　など

●

●

●にんじんグラッセ（▶p.134）
●ブロッコリーの塩ゆで
●粉ふきいも（▶p.134）
●ミニトマト　など

めあて

主菜

つけ合わせの例

材料・分量（１人分）

調理用具

焼く

40
分

衛生

●厚みのあるものの中心部まで火を通す焼き方を理解し、焼くことができる。
●ひき肉に混ぜる材料の役割を理解する。

Q

※下線は、アレルギー物質28品目を含む食材

QR

【調理実習の例】

【調理実習動画】

【衣服実習の例】

【ふれ合い実習動画】

【幼児とのふれ合い実習の例】

【衣服製作動画】

さまざまなふれ合い資料

▶保育所や幼
よう

稚
ち

園
えん

、認定こども園などでのふれ合い
保育所や幼稚園、認定こども園などの施

し
設
せつ
では、幼児が、

保護者と離れて集団生活を送っています。職員の方々の
幼児への接し方や、幼児が安全に過ごせるように工夫さ
れた部屋、園庭の観察などもしてみましょう。

手をつないで移動

ボール遊びが
好きなんだな。

つかまえた！

ありがとう
ございました。

着
き
替
が
えの手伝い

小さくて
かわいい
服だな。

保育士さんと、おもちゃのかたづけ 外遊び

雨の日の室内遊び（かさで玉入れ）

なつかしいな。

（１）工夫する力が身につく豊富な実習題材

（２）実習ができないときや、予習・復習に活躍する動画

（３）体験的な学びをサポートする二次元コードのワーク

③ 体験・実践的な学びを通じて、実感の伴った知識・技能が身につく

調理の基礎から、各実習レシピの
工程まで、調理の動画が盛りだく
さん。実習前に動画を見ると、学
習がはかどります。

実習が難しいときも、動画で
疑似体験することで、イメー
ジを共有することができます。

手縫いからミシン縫いまで、基
礎をふり返りながら学べる動画
で学びをサポートします。

●

●
●
● 

●

●
..................................

材料・分量

つくりたい防災袋の大きさを変えてみよう 関連 ▶

●何を入れるか？

●チェックポイント

●

●私のつくりたい袋の大きさ

非常用持出袋の中に何を入れておくか？（▶p.216を見てみよう！）
必要最低限の着替え（下着など）は？
家族の状況に合った内容か？

物を入れて、口が閉じるか？
物の出し入れがしやすいか？
背負いやすいか？

入るサイズの袋を考える

ゆとりを
忘れずに。

A cm

B cm

C cm

［たて］

＋8
［よこ］

＋3

●

2

D環止めバックル

A
（高さ）（高さ）

B
（よこ幅）

C
（底の
　厚さ）

A

ふれ合い実習 準備
安全・安心

計画

話し合ってみよう

QR

□ □幼児の写真を勝手に撮
とと

ったり、ふれ合いを通
して知った幼児の情報
を授業以外の場で話し
たりしない。

□ □

□ □

□□

□

▶

□ 関連
▶

安全衛生

5

10

観察

❶ ❼

❶
❷
❸
❹
❺
❻

❼

観察してみよう

QR

❶

❹

❷

❺

❸

❻幼児同士で遊んでいるときは、幼児同士で遊んでいるときは、
タイミングを考えて加わる。

5

10

15

▲ふれ合い実習の工夫
　（p.59/60）

＋ 工夫し、解決する力を
身につける！

レトルト食品

どうしてこうなったのかな？

冷凍食品

●

●

▶ ❶

消火

中火

弱火

●

▶

カルシウムをプラス
（チーズハンバーグ）

寒い日にぴったり
（煮

に
込
こ
みハンバーグ）

●

1

2

3

4

私のアレンジ

比べてみよう

ふり返る

●
.............................................................

●  ....................

チェック

技術分野で
栽
さい

培
ばい

した野菜を
組み合わせてみました。

中央をくぼませておくと、焼き上がりが
平らになる。

ポイント

中心に竹串などを刺
さ

し、透
とう

明
めい

な汁
しる

が出れ
ば中まで火が通っている。

ポイント

生焼け
でした…。

A

B

食
生
活

実習が難しいときも、
動画で疑似体験が可
能！

実習が難しいときも、
動画で疑似体験が可
能！

家庭分野の学習に興味をもってもらえるよう、二次元コー
ド先にさまざまなコンテンツを用意しています。

▲実習の危険を見つけるワーク▲献立バランス計算ソフト



4

内容・構成 ①学習指導要領の各内容の各項目について、指導事項ア・イの
順に沿ってページを配列し、学習指導要領の構成が透けて見え
る教科書にしました。
②学習指導要領のA～Cの内容のうち一以上の項目を選択する
「生活の課題と実践」について、複数の項目を組み合わせた課題
例を巻末にまとめて示しました。

主体的・対話的で深い学びへの対応 ①「やってみよう」「話し合ってみよう」など、実践的・体験的
な活動を通して学習できるワークを多数掲載しています。
②生活の営みに係る見方・考え方を働かせることができるよう
に、課題解決学習に取り組む際、身につけた知識・技能にフィー
ドバックできる課題設定のヒントを示しました。

課題解決学習 ①すべての内容を、課題解決学習の流れで構成しています。
②学習指導要領の各指導事項イにあたる「学びを生かそう」や、
「生活の課題と実践」では、問題の発見から課題の解決、次の課
題へつなげる６つのステップを統一しました。

評価の観点の取り扱い 各章末の「学習のふり返り」では、知識・技能、思考力・判断力・
表現力、主体的に学習に取り組む態度の３つの観点で評価でき
るように構成しました。

各教科や小学校、高等学校の学習と
の関連、カリキュラムマネジメント

生徒が見通しをもった学習ができるよう、各教科や小学校、高
等学校との学習の関連を「関連」マークで示しました。

科学的な視点 学習内容を覚えるだけでなく、原理原則を知るための科学的な
視点を多く取り入れました。なぜその現象が起こるのか、なぜ
そうしなければならないのかを知ることで、より学習が定着し
ます。

やってみよう

関連 ▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

なぜその食材が
地域特有のものに
なったのか

調べてみましょう。

関西では、「煮物」を
「炊

た

いたん」って
いうことが
あるそうです。

旬の野菜を使った
汁物か煮物を考えて、
グループで
調理てみます。

介助

❶
❷
 ❸

話し合ってみよう

▶
安全

何かお手伝い
することは
ありませんか？

◯◯さん

おばあちゃん

おじいちゃん

●

●

●

●

●

●

5

導入
B

食
生
活

●
●
●

関連 ▶

1   YES・NO
2   YES・NO
3   YES・NO
4   YES・NO
5   YES・NO

自立度B

●
●

●
●
● ●

● ●
●
● ●

●

●

●
●

●

●

●

栄養のバランスは
どうだろう？

元気が出る
食事かな？

分量は
ちょうどいい？

だれといっしょに
食べたかな？

●
●

思い出してみよう

食
生
活

食
生
活

B

食
生
活

1
章1

食事
生命を維持し 健康を保持する

食文化を伝承

人間関係をつくる
共食

私たちはなぜ食事を
するか覚えていますか？

伝統文化

資料
共生

●
評価

CBA

●

●

話し合ってみよう

学ぶ

ふり返る

見つめてみよう

●

キーワード

見つめる

5

10

5

やってみよう

B

食
生
活

学びを生かそう

について考え、
工夫する

1 2

▶ ▶

1 2

　　

生活の中から
問題だと思うことや
よりよくしたいことを
見つけてみよう。

●

●
●

●
●

●

◎

○

△

1

12

1

2

3

5

6

1.1.

2.3.

2.

4

学習をふり返って、
自分の問題を発見し、
課題を設定しよう。

いつ、どのように行う
のか、具体的に書こう。

実践の内容を
詳しく書こう。

家族にコメントを
書いてもらおう。

次に取り組んでみ
たいことを書こう。

実践したことを
ふり返り、改善
が必要なことを
考えよう。

目標は達成できたか、
うまくできたこと、あ
まりうまくできなかっ
たことなどを書こう。

2 3 3

4 5

6●

QR

………………………………………………………□ …………………………………………□
………………………………□

ｐ.10～11の流れも
見てみましょう。

学びを生かそう
安全

衛生 伝統文化

防災

消費者

共生

環境

関連

資料
参考

話し合ってみよう

やってみよう

メッセージ

知識・技能
確認しよう

1

1

1

3
ア

イ

6

2

2

ア
イ

2

3

4

7

8

5

9
ア

イ

C

1

考えてみよう

自分の言葉でまとめよう

2

3

C編1～2章の内容を
ふり返って
答えてみよう！

ウ

エア ウ

確認しよう

1

1

1

3
ア

イ

6

2

2

ア
イ

2

3

4

7
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思考・判断・表現
考えてみよう

自分の言葉でまとめよう

2

3
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考えてみよう

主体的に学習に取り組む態度
自分の言葉でまとめよう
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C編1～2章の内容を
ふり返って
答えてみよう！
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6改善する54
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次の課題へ654

自分たちでつくっただいこんをおいしく食べよう ！

民族衣
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装
しょう

について、家族や友達に聞いてみよう

編 1章～3章B

編 4章B

1

2

3

321

32問題を発見する1

自分たちでつくっただいこんをおいしく食べよう ！

民族衣
い

装
しょう

について、家族や友達に聞いてみよう

編 1章～3章B

編 4章B

1

2

3

321

3課題を設定する21

自分たちでつくっただいこんをおいしく食べよう ！

民族衣
い

装
しょう

について、家族や友達に聞いてみよう

編 1章～3章B

編 4章B

1

2

3

321

計画・実践する321

その他の特色



5

２. 対照表
図書の構成・内容 該当箇所 学習指導要領の内容 配当時数

家庭科のガイダンス 口絵 11-p.7 A(1) ア 1
A
編

家
族
・
家
庭
生
活

１
章

１家族の一員としてできることを考えよう
２家族関係をよりよくする方法を考えよう
３高齢者とのかかわりを知ろう
４家庭生活と地域のかかわりを知ろう
　「家族・家庭や地域とのかかわり」について考え、工夫する

p.14-19
p.20-25
p.26-27
p.28-31
p.32-33

A(1) ア／ A(3) ア ( ア )
A(3) ア ( ア ) ／ A(3) イ
A(3) ア ( イ )
A(3) ア ( イ )
A(3) イ

8

２
章

１幼児の体の発達を知ろう
２幼児の心の発達を知ろう
３幼児の生活習慣の身につけ方を知ろう
４幼児の生活の特徴を知ろう
５幼児の遊びと発達のかかわりを知ろう
６幼児の発達を支えるおとなの役割を考えよう
７幼児とふれ合ってみよう
　「幼児の生活と家族」について考え、工夫する

p.36-39
p.40-43
p.44-45
p.46-49
p.50-55
p.56-57
p.58-65
p.66-67

A(2) ア ( ア )
A(2) ア ( ア )
A(2) ア ( ア )
A(2) ア ( ア )
A(2) ア ( イ )
A(2) ア ( ア )
A(2) ア ( イ )
A(2) イ

11

B
編

衣
食
住
の
生
活

１
章

１食事の役割を考えよう
２健康によい食習慣について考えよう
　「健康と食生活」について考え、工夫する

p.70-73
p.74-77
p.78-79

B(1) ア ( ア )
B(1) ア ( イ )
B(1) イ

3

２
章

１栄養素の種類と働きを知ろう
２中学生に必要な栄養の特徴を知ろう
３食品に含まれる栄養素を調べよう
４１日に必要な食品の種類や概量を知ろう
５１日分の献立を考えよう
　栄養バランスのよい、１日分の献立を考えてみよう

p.80-81
p.82-83
p.84-85
p.86-89
p.90-91
p.92-93

B(2) ア ( ア )
B(1) ア ( イ )
B(2) ア ( ア )
B(2) ア ( イ )
B(2) ア ( イ )
B(2) イ

9

３
章

１食品の選択と購入について考えよう
２購入した食品を適切に保存しよう
３調理の基礎を知ろう
４肉を調理しよう
５魚を調理しよう
６野菜を調理しよう
７地域の食文化を知ろう
８和食の調理をしてみよう
「調理と食文化」について考え、工夫する

p.94-99
p.100-101
p.102-111
p.112-119
p.120-127
p.128-139
p.140-143
p.144-147
p.148-149

B(3) ア ( ア )
B(3) ア ( イ )
B(3) ア ( イ )
B(3) ア ( ウ )
B(3) ア ( ウ )
B(3) ア ( ウ )
B(3) ア ( エ )
B(3) ア ( エ )
B(3) イ

17

４
章

１衣服の働きを知ろう
２目的に合わせて自分らしく着よう
３自分に合った衣服を手に入れよう
４衣服の手入れをしよう
５衣服を計画的に活用できるようになろう

p.152-155
p.156-159
p.160-165
p.166-173
p.174-175

B(4) ア ( ア )
B(4) ア ( ア )
B(4) ア ( ア )
B(4) ア ( イ )
B(4) ア ( イ )

9

５
章

１布を使ってつくってみよう
　「私たちの衣生活」「生活を豊かにする製作」について考え、工夫する

p.176-193
p.194-195

B(5) ア
B(5) イ 6

６
章

１住まいの働きを知ろう
２家族が暮らしやすい住まい方を考えよう
３健康を守る室内環境の整え方を考えよう
４家庭内事故から家族を守ろう
５災害に備えた安全な住まい方を考えよう
　「私たちの住生活」について考え、工夫する

p.198-203
p.204-207
p.208-209
p.210-213
p.214-217
p.218-219

B(6) ア ( ア )
B(6) ア ( ア )
B(6) ア ( イ )
B(6) ア ( イ )
B(6) ア ( イ )
B(6) イ

9

C
編

消
費
生
活
・
環
境

１
章

１買い物をふり返ってみよう
２契約の意味を考えよう
３いろいろな販売方法や支払い方法を知ろう
４消費者トラブルを防ごう
５消費者を守る仕組みを知ろう
　「私たちの消費生活」について考え、工夫する

p.222-227
p.228-231
p.232-237
p.238-241
p.242-245
p.246-247

C(1) ア ( ア )
C(1) ア ( イ )
C(1) ア ( ア )
C(1) ア ( イ )
C(1) ア ( イ )
C(1) イ

7

２
章

１消費者の権利について考えよう
２消費者の責任について考えよう
３消費生活が社会に与える影響を考えよう
４環境に及ぼす影響を考えて行動しよう
　「消費者の権利と責任」について考え、工夫する

p.248-249
p.250-251
p.252-257
p.258-261
p.262-263

C(2) ア
C(2) ア
C(2) ア
C(2) ア
C(2) イ

5

生活の課題と実践 p.266-275 A(4) ア /B(7) ア /C(3) ア 2.5

計 87.5



ページ 記述 類型 関連する学習指導要領の内容
や内容の取扱いに示す事項

ページ
数

口絵

9-10
世界の衣食住 2

B（3）ア（エ）地域の食文化について理解し、地域の食材を用いた和食の調理が適切にできること。

2B（4）ア（ア）
衣服と社会生活との関わりが分かり、目的
に応じた着用、個性を生かす着用及び衣服
の適切な選択について理解すること。

B（6）ア（ア）
家族の生活と住空間の関わりが分かり、住
居の基本的な機能について理解すること。

53
幼児の大好きな、ごっこ遊びを
見てみよう

2
A（2）ア（イ）

幼児にとっての遊びの意義や幼児との関わ
り方について理解すること。

0.25
A（2）イ

幼児とのよりよい関わり方について考え、
工夫すること。

64-65 子どものすこやかな成長のために 2

A（2）ア（ア）
幼児の発達と生活の特徴が分かり、子供が
育つ環境としての家族の役割について理解
すること。 2

A（2）イ
幼児とのよりよい関わり方について考え、
工夫すること。

147
味といっしょに楽しもう
～地域の伝統的な器～

2 B（3）ア（エ）
地域の食文化について理解し、地域の食材
を用いた和食の調理が適切にできること。 0.25

207
マンガやアニメの主人公は、
どのような住まいで暮らしているの？

2 B（6）ア（ア）
家族の生活と住空間の関わりが分かり、住
居の基本的な機能について理解すること。 1

256
フェアトレードのチョコレートで
児童労働をなくす

２

B（2）ア
消費者の基本的な権利と責任、自分や家族
の消費生活が環境や社会に及ぼす影響につ
いて理解すること。

0.75

B（2）イ
身近な消費生活について、自立した消費者
としての責任ある消費行動を考え、工夫す
ること。

257 ラナプラザの悲劇 ２

B（2）ア
消費者の基本的な権利と責任、自分や家族
の消費生活が環境や社会に及ぼす影響につ
いて理解すること。

0.5

B（2）イ
身近な消費生活について、自立した消費者
としての責任ある消費行動を考え、工夫す
ること。

合 計 6.75
「類型」欄には、申請図書における発展的な学習内容の記述について、以下の分類により該当する記号を記入する
　学習指導要領上、隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても、当該学年等の学習内容と直接的な系統性があるものを　
　含む）とされている内容　…　１
　学習指導要領上、どの学年等でも扱うこととされていない内容　…　２

編　修　趣　意　書
（発展的な学習内容の記述）

※受理番号 学校 教科 種目 学年

105-75 中学校 技術・家庭 技術・家庭（家庭分野） １～３

※発行者の
番号・略称

※教科書の
記号・番号 ※教科書名

６・教図 家庭 006-72 新　技術・家庭　家庭分野　暮らしを創造する


