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家庭基礎・家庭総合とも，将来の生活設計に向けて，全ての学習が集約される全体構成。

教科書作成で目指したこと
　家庭科を取り巻く環境は厳しく，実習があり授業準備が大変である
にもかかわらず，その時間が保障されているとはいいがたい状況です。
「自立した生活者を育てる」という目標を達成するためには，基礎的
知識を伝えるだけではなく，多様な意見を巡って討論し，自分で判断
できる力量を育む授業が望まれますが，勤務形態のちがいや経験が浅
い場合は，なかなか取り組みにくいのが現実です。これらをサポート
するために，経験や勤務形態にかかわらず，自立に向かう授業が展開
できる教科書づくりを目指しました。

　編集する際に大切にしたのは以下の点です。
●見開き構成と導入課題の設定
●科学的な視点による丁寧な気づき
●課題を追求し，生活を創り上げるための問いかけ
　それぞれの先生の個性があふれ，生徒がわくわくと前向きに取り組
む授業づくりは，先生自身の意欲にかかっています。そのために是非，
本教科書をじょうずに活用して頂きたいと思います。

著者代表　大竹美登利

最初のページで小・中・高校の家庭科の
学習内容が把握できます。

学習のまとめとしての「生活設計」では，教科書の他の学習と
関連させて，キャリアを考えることができます。

生活資源1

　私たちは自らの生活に見通しを立てた

り計画したりしながら過ごす。そうし

た生活設計の際に重要になるのが生
せいかつ

活資
し

源
げん

である。安定的な生活

を営む上でどのような生活資源が必要だろうか。「お金」「携帯電

話」「服」のような身近なものを思い浮かべる人は多いだろう。

そのほかに，目には見えないが誰もが平等にもっている 1日 24

時間という時間，また知識や技術など個人の能力や人間関係に支

えられる部分も大きい。

　このように私たちが生活を営む上で必要なもの全てを生活資源

といい，生活資源は大きく人
じんてき

的資
し

源
げん

，金
きんせん

銭，物
ぶってき

的資
し

源
げん

の 3 つに分

けることができる。私たちは自分がもっている生活資源を上手く

活用することによって，キャリアをデザインしたり，リスクにあっ

ても乗り越えたりすることができる。

　生活資源の中でも人的資源と物的資源

は循環して，金銭が人とモノをつない

でいる。生活に必要なモノやサービスといった生活資源を得るに

もお金はなくてはならない。

　現在，多くの人は，働いて賃金を受けとることで，お金という

資源を得ている。日本では，雇われ方の違いや性別による賃金格

差が大きいことがしばしば問題とされる。

　モノは暮らしに必要不可欠な生活資源

であるが，生活に必要なモノは，時代

や年齢，地域や文化などによっても異

なる。たとえば，地域によっては携帯電話を必ずしも必要とはし

ないライフスタイルもあり，そこにはその人の生き方や価値観が

反映されている。どのようなモノを選択し，所有し，活用するか

自分のライフスタイルを見通して考えることができる。

生活資源って何？1

生活資源
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お金を得る方法には他に，商店など自営で売り上げの中から得られる利益，株・貸家などの資産から得る財産収入，年金などの社会保障給付などの方法 
がある。

人
的
資
源

サービス
（光熱水道，通信販売 , 育児・教育，娯楽など）

人間関係
（家族，友人，地域，社会的友人関係）

能力（知識・技術・情報）や時間

金
銭 お金

物
的
資
源

食べ物

着る物

生活雑貨

住まいや施設

耐久財

あなたの生活は下のどの項目にあてはまりますか？考えてみよう
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□自転車を持っている

□携帯電話やスマートフォンなどを持っている

□食事，洗濯，掃除などの家事ができる

□自分が知りたい情報を収集することができる

□お金や時間を管理することができる

□もし失業したら，仕事を探す方法を知っている

□進学費用を自分でまかなうための方法を知っている

□育児や介護のサービスが必要になったら，

　サービスを受ける方法を知っている

□自分の住んでいる地域に挨
あい

拶
さつ

できる人がいる

□困ったとき，相談したり助けてくれる人がいる

よっし！

ネットで
注文っと

昔はネ…
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生活資源の例1
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　　　　（Global Habit 2011調査博報堂）

ニューヨーク，サンパウロ，フランクフルトは 2010年，

その他は 2011年の値。

　 携帯電話は生活に欠かせないと思う人の割合3

100（％）806040200

東京 56.6

サンパウロ 34.3

ニューヨーク 50.0

フランクフルト 28.8

モスクワ 54.8

北京 55.3

ジャカルタ 37.2

ソウル 74.6

シンガポール 67.0

男女間賃金格差の国際比較2

（OECD Data Earnings and wages より作成）

100（％）806040200

デンマーク （93.0）

フランス （86.3）

スウェーデン （84.9）

オランダ （79.5）

スイス （83.5）

フィンランド （81.3）

イギリス （82.2）

日本 （73.5）

韓国 （63.7）

※オランダは 2010年の値，その他の国は 2012年の値。

　（　）内数値は，男性を 100とした場合の女性の値。

高齢者の生活と課題1

　全ての高
こう

齢
れい

者
しゃ

を，高齢者だからといっ

てひとくくりに見なすことはできない。

私たちは，高齢者のイメージを，思い込みや偏見によってとらえ

てはいないだろうか。社会的には 65 歳以上の人を「高齢者」と

して扱うことが多い。しかし，実際には，心身の状態や，どのよ

うな生活をしているか，高齢者であるその人自身だけでなく，周

囲の人間関係や，どのような地域で暮らしているかなどによって

も違ってくる。また，現在の高齢者が生きてきた社会の状況や，

高
こう

齢
れい

期
き

に至るまでにどのような経験をしてきたのかという，その

人の生き方も影響しているだろう。高齢者が生きてきた時代背景

を知ることは，高齢者を理解することにつながる。そして私たち

は，さまざまな高齢者がいること，一人ひとりの高齢者が，それ

ぞれの人生をその人なりに積み重ねてきたのだという認識をもつ

必要がある。

高齢者のイメージは？1

多様な高齢者

1

高齢者が生きてきた時代1

元号（西暦）
年齢

Aさん Bさん
社会の主な出来事

メディアにみる，高齢者の描かれ方
本や映画，新聞や雑誌の記事，コマーシャルなどのメディアに，高齢者
はどのように取り上げられているだろうか。それらは私たちの高齢者イ
メージにどのような影響を及ぼしているだろうか。

4人家族に夫の母・政子が同居す
ることになった。一家の主婦・巴

ともえ

は義母とうまくやっていこうと張り
切るが，まもなく政子がアルツハイ
マー型認知症の診断を受ける。周
囲は戸惑い，苛立ち，やがて家族
の雰囲気は険悪になる。政子も認
知症という思いがけない事態に，
恐怖と苛立ちが募っていく。

●映画「折り梅」

妻
つま

に先立たれた男，参平に遺さ
れた一冊の分厚いノート。それは，
妻が記した生活レシピ満載の『奥
田家の記録』だった。参平は息
子夫婦と同居し，主夫として第二
の人生をスタートさせる。

●漫画「さんさん録」

年齢を理由とした差別や偏見をエイジズムという。エイジズムによって若者たちは高齢者を自分たちとは違った人間として考え，人間ではないかのよう
に扱い始める。エイジズムには否定的のみならず，肯定的偏見，差別もあることを意識したい。

大正 3（1914） 第一次世界大戦始まる 0歳

大正 12（1923） 関東大震災 9歳

大正 14（1925）
普通選挙法の成立

11歳
ラジオ放送の開始

昭和元（1926） 12歳

昭和 4（1929） 世界大恐慌 15歳

昭和 6（1931） 満州事変 17歳

昭和 14（1939） 第二次世界大戦 25歳

昭和 16（1941） 太平洋戦争 27歳 0歳

昭和 18（1943） 学徒出陣 29歳 2歳

昭和 20（1945）終戦　 31歳 4歳

昭和 22（1947）日本国憲法の施行 33歳 6歳

昭和 28（1953）テレビ放送開始 39歳 12歳

昭和 30（1955）高度経済成長期始まる 41歳 14歳

昭和 32（1957）集団就職活発化 43歳 16歳

昭和 33（1958）インスタントラーメン発明 44歳 17歳

昭和 35（1960）カラーテレビ本放送開始 46歳 19歳

昭和 36（1961）国民年金法の施行 47歳 20歳

昭和 39（1964）東京オリンピックの開催 50歳 23歳

昭和 41（1966） 敬老の日が国民の祝日に 52歳 25歳

昭和 47（1972）沖縄返還 58歳 31歳

昭和 48（1973）オイルショック 59歳 32歳

昭和 49（1974） コンビニ第 1号店開店 60歳 33歳

昭和 60（1985）女性差別撤廃条約に批准 71歳 44歳

平成元（1989） 1.57ショック 75歳 48歳

平成 2（1990） バブル経済の崩壊 76歳 49歳

平成 6（1994） 高校家庭科男女共修に 80歳 53歳

平成 7（1995）
阪神・淡路大震災

81歳 54歳
地下鉄サリン事件

平成 12（2000）介護保険制度の開始 86歳 59歳

平成 23（2011） 東日本大震災 97歳 70歳

平成 25（2013） 東京オリンピック開催決定 99歳 72歳

Aさん 31歳

Ｂさん 16歳

（上の写真の説明）田部井淳子さんは登山家。女性として世界で初めて世界最高峰エベレストおよび七大陸最高峰への登頂に成功したことで知られる。
75歳を過ぎた今も，がんの闘病生活を送りながら，大好きな登山を続けている。

あなたは，高齢者に対してどんなイメージをもっているだろうか。話し合ってみよう。
また，どうしてそのようなイメージをもっているのかを考えてみよう。

考えてみよう

高
齢
期
の
生
活
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聞いてくれたり
アドバイスをくれる

よく
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動作が
ゆっくりしている

足腰が弱い

私が思うに…

自分のやり方に
こだわる

物忘れする

趣味を
楽しんでいる

いろいろなことを
知っている

地域でボランティア
をしている
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青年期の自立1

　高校生の私たちは今，子どもからおと

なへの過渡期である青年期を生きてい

る。一人ひとりの発達には個人差があ

るが，ある程度共通する発達過程がある。人の一生には，乳
にゅう

児
じ

期
き

，

幼
よう

児
じ

期
き

，児
じ

童
どう

期
き

，青
せい

年
ねん

期
き

，壮
そう

年
ねん

期
き

，高
こう

齢
れい

期
き

などの段階があり，こ

れらをライフステージという。現代では，人生が長くなり，高齢期

といったライフステージも長くなってきている。

　私たちの心や体は，歳をとると衰えていくだけだと考えられが

ちであるが，人間は生涯にわたって発
はっ

達
たつ

していく。発達には身長

や体重の増加といった成長や運動能力の向上など，目に見えやす

い発達と，知的な能力や感情，人間関係能力，性格などの成熟と

いう質的な変化による目に見えにくい発達とがある。

　高齢になると，身体的な能力などは衰えるが，人間としての総

合的な判断力など，目に見えない部分は発達し続けるといわれる。

　各ライフステージには，多くの人が直

面する発
はっ

達
たつ

課
か

題
だい

があり，それらに取り

組み，乗り越えていくことで，人間は

生涯を通して発達する。ライフステージの長さや特徴は，時代

の変化や社会・文化などの影響を受ける。

　家族や自分を取り巻く地域や社会にも目を向け，助け合いなが

ら，私たちはそれぞれの人生を歩んでいく。

人の一生を見通してみよう1

人は生涯にわたって
発達する

1

ライフステージと
発達課題

2

ライフステージと発達課題2

9

０～１歳ごろ

６５歳～

１～６歳ごろ

１２～２０代

3０代
～６４歳

６～１２歳ごろ

平均寿命とは，０歳児の平均余命（ある年齢の人びとが，その後何年生きられるかを示したもの）のことである。１５歳の平均余命になると，男子は
65.81年，女子は72.12年である（厚生労働省「平成26年簡易生命表」）。

あなたは，今，自分のことを子どもだと思うか，おとなだと思うか。
その理由はなんだろう。意見を出し合ってみよう。

考えてみよう

電車に乗るときはおとな料
金だからおとな

まだお小遣いをもらっている
から子ども

着る服は自分で決めている
からおとな

選挙権がないから子ども
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乳児期

幼児期
児童期

青年期

壮年期
高齢期

平均寿命の推移1

（厚生労働省「平成 26年簡易生命表」）

自我が芽生え，想像力が
豊かになり，人やものへ
の関心を深め，遊びを通
して体と心が発達する。

次世代に自分たちの知識
や技術・知恵を伝えなが
ら， 趣味や社会活動を通
じて社会とかかわる。

自然や社会への視野を広
げ，学習を通して生活を
科学的に見つめる力や文
化を育む力を養い，仲間
と積極的にかかわる。

養育者との応答を
通して信頼感を育
む。人との交流を
通して外界とかか
わり始める。

職業に就き，家庭
を築いたり，子ど
もを育てたり，社
会活動に参加する
など，社会の中心
的役割を担う。

アイデンティ
ティを形成し自
己の価値観を育
む。将来の自立
とかかわらせた
基礎力を養う。

上の写真は，青年期の扉を開けたばかりの私たちの前には，はるか長い人生のステージが広がっていることをイメージしたものである。深い悩みの中に
いる人もいるかもしれない。しかし，まだ経過地点である。将来を希望をもって展望しよう。
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❷ step family。結婚によって，血のつながらない継親子
関係が生じた家族のことをいう。英語の stepには「継」と
いう意味がある。

❸親権とは，未成年者の子どもを監護・養育し，その財
産を管理し，その子どもの代理人として法律行為をする
権利や義務のことをいう。戦前の家制度は父親しか取る
ことができなかったが，戦後民法が改正され，父母のど
ちらでも親権をもつことができるようになった。1960年
代前半までは離婚後父親が親権をもつことが多かったが，
その後以降，母親が親権をもつケースが増えた。

夫妻ともまたはどちらか一方が再婚の婚姻
件数の推移

2

（万組）20 30（%）

全
婚
姻
件
数
に
占
め
る
夫
婦
と
も
再
婚
ま
た
は

ど
ち
ら
か
一
方
が
再
婚
の
割
合

夫再婚・妻初婚
夫婦とも再婚
夫初婚・妻再婚

再
婚
件
数

14

15

8

18
25

12

10
6

2

16

20

10

54

0 0

全婚姻件数に占める夫婦とも再婚または
どちらか一方が再婚の割合

1952 1960 1970 1980 1990 2000 11 12 13（年）

（厚生労働省「人口動態統計」2014年）

平均初婚年齢の推移1

❶法律婚をしていない男女間に生まれた子どものこと。
法律婚をしている男女間に生まれた子どもは婚内子とい
う。法律上の用語では婚外子を嫡

ちゃく

出
しゅつ

でない子（非嫡出子），
婚内子を嫡出子という。

　私たちの多くは，家族の中で生まれ，

育てられる。この家族を出
しゅっ

生
しょう

家
か

族
ぞく

とい

う。一方，結婚することによって自分

自身がつくっていく家族を創
そう

設
せつ

家
か

族
ぞく

という。

　出生家族は自分の意思では選択できないが，創設家族は，どの

ようなパートナーを選ぶのか，いつ子どもを生むかなどを選択で

きる。さらに，創設家族をつくらないという選択をすることもある。

　高度経済成長期以前の結婚は，見合結

婚が主流であった。1960 年代を境に恋

愛結婚の割合が見合結婚を上回り，結婚は本人同士が自由に選択

するものへと変わってきた。

　近年の日本の結婚の特徴は，晩
ばん

婚
こん

化
か

が著しいことである。1970

年代半ば以降，平均初婚年齢は男女共に上昇してきている。

　北欧や西欧諸国では 1970 年代以降，同
どう

棲
せい

が増加し，婚
こん

外
がい

子
し

の
❶

出生割合が増えてきたが，日本では婚姻届を出す法律上の結婚（法
ほう

律
りつ

婚
こん

）をする人が多い。

　法律上の手続きはしていないが事実上夫婦として生活する関係

を事
じ

実
じつ

婚
こん

と呼んでいる。日本でも，現在法律で認められていない

夫婦別姓を貫くために，事実婚の形を選択する夫婦が現れている。

家族をつくるとはどういうこと？2

出生家族と
創設家族

結婚に関する意識
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　戦後，日本の離婚率は世界的にみても

低い水準だったが，1980 年代から増加

傾向が続いており，ひとり親家庭が増

加している。全離婚件数の約 6割が未成年子のいる夫婦の離
り

婚
こん

で

あり，その増加に伴って，1980 年代以降，再
さい

婚
こん

も増えてきた。

再婚カップルには子どものいる場合も多く，そのような場合，ス

テップファミリー
❷

を形成することになる。

　離別後，子どもの親
しん

権
けん

は
❸

父，母のどちらがもつか，別れた親子

の関係をどのようにつくるか，再婚によって生じた継
けい

親
しん

子
し

関係を

どうつくっていくかなど，新しい課題に直面している。

　戦前は国の政策として多産が奨励され

ていたが，敗戦後は生活水準をあげる

目的で政策が進められ，人工妊娠中絶

と避妊が普及することによって，1950 年代前半に出生率が急低

下した。1970 年代初頭まで，合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

は
❹

比較的安定して

いたが，その後は低下の一途をたどっている。

　かつては，子育ては祖父母や地域の人びとなど，多様な人びと

によって行われていたが，高度成長期に，多くの女性たちが専業

主婦になり，子育ての役割が母親に集中するようになった。専業

主婦は減少してきているが，今日でも母親に子育て役割が集中す

る傾向が強い。母親一人の孤独な子育ては，育児不安や育児スト

レス，虐待などにつながりやすいと指摘されている。

離婚・再婚と
家族関係

2

子どもをもつこと
もたないこと

❹出生率を表す指標の一つで，女性の年齢別出生率を年
齢について合計した数値である。一人の女性（15～ 49歳）
が現在の出生パターンに従って出生した場合に期待され
る生涯出生率を表す。合計特殊出生率が 2.1あればその
社会の人口再生産が可能だとされている。

名字変えたくない，事実婚にcolumn

　一時 1.26まで落ち込んだ合計特殊出生率だが，現在その数値
はわずかであるが上昇している。
　一方で，その年に生まれた子どもの人数を示す出生数は減少し
ているという事実がある。出生数は減少しているのにもかかわら
ず，合計特殊出生率が上がっている要因の一つとして，母数とな
る15～ 49歳女性の人口が前年に比べて少なくなっていることが
あげられる。
　合計特殊出生率の上昇のみを見ると，まるで少子化に歯止め
がかかりつつあるような取り上げられ方もされるが，実際には出
生数は減っており，少子化はいまだ深刻な私たちの課題である。
　このような統計を見るときには，その統計がどのように作成さ
れているのかを，知ることが実情を認識するうえで重要である。

統計のふしぎー近年の合計特殊出生率上昇の理由
　姓を選ぶ現行法の下だと結婚すると
「嫁に行った」，「婿

む こ

養子に入った」とみ
られる。「『入籍』のイメージから，多く
の人は結婚したら相手の戸籍に入ると誤
解している。実際は新しい戸籍をつくり
二人で入籍するのですが，でもどちらか
の家を継ぐのではなく，夫と妻が対等で
あるようにしたかった。」婚姻届を出さず
に戸籍をつくらない事実婚だと思いがよ
り明確になる，そう思った。事実婚の一
番の理由は「名前を変えたくないという
単純な理由じゃいけないの？　理解して
くれなくてもいいから，この名前でいさ
せてと思う。」と話す，柏倉さん（33歳）
と青木さん（35歳）。（共同通信社『家
族新聞』）

　戸籍は，人の出生から死亡に至
るまでの親族関係を登録するもの
である。1898（明治 31）年に「家」
を中心とする身分関係を全国的に
把握する戸籍法が制定された。戦
後に夫婦を単位とする戸籍制度に
改正され，現在に至っている。
　欧米では家族ではなく，個人を
単位とした身分登録制度が採用さ
れている国も多い。

戸籍

20 年後の自分の生活の様子を想像してみよう。

考えてみよう

理想の結婚相手を見つけるためには，就職活動と同じく幅広い情報の入手や積極的な活動が必要と意識している人も多く，結婚活動（婚活）に取り組ん
でいる人も多い。

少子化問題は，日本だけではなく，多くの先進国が抱えている問題である。特に，ヨーロッパを中心とした先進国では、日本と同レベルで進行中であり，
ドイツは1960年代後半から少子化が進み，日本同様，人口が減り始めているという。

結婚して
いるかな？

仕事をもって
働き続けたいな。
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　骨粗しょう症とは，体中の
カルシウム不足によって，骨の主

成分としてたくわえられていたカルシウムが
血液中に溶け出して，骨がスカスカになり，
骨折をしやすくなる病気である（右写真）。年
をとるとともに増え，日本では予備軍を含め
約 1,000万人の患者がいるといわれている。
さらに，高齢者人口の増加に伴ってその数
は増える傾向にある。
　骨は主にカルシウム，リン，たんぱく質か

らできていて，このうちカルシウムが骨を硬
くする成分である。若い時のカルシウムの摂
取不足が中高年期に骨粗しょう症を引き起
こす原因となることがあるので，若いうちか
ら十分にカルシウムを摂る必要がある。カ
ルシウムを多く含む牛乳や乳製品，小魚，
大豆などを積極的に食事に取り入れたい。
また，カルシウムを骨に蓄積させるには日光
浴や適度な運動も必要である。

なぜ，骨粗しょう症になるの？

精神面・心理面では，頑固になるといわれることが多いが，高齢期になると，家族や友人，仕事や役割，健康や能力を失うなどさまざまな「喪失」を経
験しなければならず，その変化に適応することの難しさが，外から見る頑固さといった要素に結びついている。

認知症を描いた漫画3

岡野雄一『ペコロスの母に会いに行く』は，
還暦を過ぎた息子が，認知症の母を介護する
日々をつづった漫画。

高齢者の生活と課題2
　老化に伴い高齢者に多く見られる病気としては，心筋梗塞や高

血圧症などの生活習慣病，白内障や骨粗しょう症，心不全や不整

脈，パーキンソン病や認知症などがある。認
にん

知
ち

症
しょう

とは脳の認知機

能（理解，判断など）が低下し，日常生活に支障をきたす病気の

ことである。

　このような病気は関連しており，例えば生活習慣病である糖尿

病になることによって，水晶体が白く濁ることによる白内障や慢

性腎不全になるとともに，血管性認知症になりやすくなる。若い

頃からの食事，運動，喫煙，アルコール摂取などのコントロール

が重要である。

　統計的に見ると，半数近くの高齢者が病気に関してなんらかの

自覚症状を訴え，実際に医療を受けている人も，若い人に比べて

多い。しかし日常生活への影響を受けているのは，高齢者全体の

４分の１くらいで，85歳を過ぎても半数は元気である。
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　成年期以降に加齢とともに起こる心身機能の変化を老
ろう

化
か

とい

う。白髪が増える，しわが増える，近くのものが見えにくくなる

などの変化が起きる。そして，一般的に適応力や抵抗力が低下す

るため，病気にかかりやすくなるとともに，治りにくくなる。

知能はあまり変化しない

　高齢になると，「昨日の夕食で何を食べたか」といったような

経験や出来事に関する記憶（エピソード記憶）が低下する傾向が

ある。これは，流
りゅう

動
どうせいのう

性能力
りょく

といわれる新しい知識の吸収等が年齢

とともに低下することと関係している。しかしながら，過去に習

得した知識や経験をもとにして対処する能力である結
けっ

晶
しょう

性
せいのう

能力
りょく

はあまり低下しない。これは，高齢になっても学び，習得するこ

とができることを示している。

1

2

老化ってどういうこと？1
老化とは

高齢者と病気

シニア体験で老化を実感してみよう。考えてみよう

結晶性能力と 流動性能力2

■結晶性能力〔語彙・社会的常識・総合的判断力〕
■流動性能力〔新しい情報や知識の吸収等〕
（井上勝也・木村周「新版老年心理学」1993年）

結晶性能力

流動性能力

年齢（歳）7025

science
eye

加齢によるもの忘れは体験の一部のみを忘れるのに対して，認知症は体験全体を忘れる。例えば，「夕食で何を食べたか」を忘れるのは加齢によるものだが，
「夕食を食べた」こと自体を忘れるのが認知症である。
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■ 男 ■ 女 ■ 65歳以上の者総数 （ 4 5 とも内閣府「高齢社会白書」2015年より作成）
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病気の自覚症状をもつ人の割合4 日常生活に影響のある人の割合5

両腕関節
サポーター

ゴム手袋

左右違った
足首おもり

耳せん 白内障用
ゴーグル

ゼッケン

膝サポーター

きき手首
おもり

つえ

茶わんでごはんを
食べてみよう

さまざまな身体の機能の変化1

　個人によって異なるが，一般に
次のような変化が見られる。
• 近くのものが見えにくくなる。
•足腰が弱り，転びやすくなる。
• 関節が固くなり，動かしづらくなる。
•音が聞き取りにくくなる。

棚の上にあるもの
を取ってみよう

小銭を取り出してみよう

階段を降りてみよう

活字はどう見える？

下に落ちた物を
拾ってみよう

音の聞こえぐあい
はどうかな？

（Baltes, 1980）
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高
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者
の
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社
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に
お
け
る
地
域
や
家
族

リスクに備える1

　長い人生において，リスク
❶

は常に隣り

合わせにある。私たち自身や家族の誰

かが病気になったり，親が失業して貧
ひん

困
こん

に
❷

陥ったりすることがあ

る。また，予期しない事故・災害に巻き込まれ，生命や家庭など

の生活基盤を失うことさえある。こうしたリスクに対する「備え」

や，「助け合う」関係づくりはできているだろうか。

　安心・安全な生活を営むためには，自

助・共助・公助を適切に組み合わせ，

地域で支え合うことが大切である。

　自
じ

助
じょ

とは，他人の力によらず，当事者である自分の力で課題を

解決することである。当事者の周囲にいる近しい人（家族や友人，

そして近所の人）が，自発的に助け合う互
ご

助
じょ

を含むこともある。

　共
きょう

助
じょ

とは，地域や市民レベルでの支え合いのことである。

NPOなどの事業やボランティア活動，つまりシステム化された

支援活動も含まれる。

　公
こう

助
じょ

とは，国や地方公共団体などの行政による支援のことであ

り，さまざまな公的なサービスにより，個人では解決できない生

活の諸問題に対処する。

　私たちはリスクへの備えとして，自らの責任と努力で対応する

ばかりでなく，福祉やサービスを活用することや，相互に助け合

う心構えをもつことが必要である。

リスクの備えには何がある？1

リスクとは

自助と共助と公助
1

❶将来，生命や資産，環境などに対して望ましくないこ
とが起きる可能性のこと。

❷貧困は，貧しくて最低限の暮らしも困難な状態。貧困は，
途上国だけでなく，先進諸国でも解決困難な社会問題で
あり，社会福祉の原点である。貧困になると，①物質的
必要，②経済的環境，③社会関係が欠ける。

「向こう三軒両隣」とは，自分の家の向かい側の３軒と左右２軒の隣家を指す。日常，親しく交際する近隣関係をいう。これが機能すれば，虐待や孤独
死など地域の不安を解消することができるだろう。

考えてみよう 「イス取りゲーム」ってしたことある？　朝，登校したら
自分の座る椅子と机は「イス取りゲーム」で確保することになって，
クラスメートが3人，授業を受けられないことに…
「椅子」がもし「働く場」だったとしたらどう思うか，みんなで話し合ってみよう。
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生
社
会
に

お
け
る

地
域
や
家
族

●「早起きする努力が足りない！」

●今日は授業が休めてラッキー（＾0＾）／

●「来週はさらに 3つ少なくなるぞ」だって…

●みんなの分の席をちゃんと用意して…

夢でよかった。

（上の写真の説明）平成26年 8月の広島市を襲った豪雨により，土砂で埋まった駐車場の泥をかき出すボランティアに参加した高校生たち。徐々に人
数は増え，ボランティアは総勢50名を超えた。

これは防災の例
だね。ほかにどん
な自助・共助・公
助があるかな？
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column すべり台社会

　生活困窮者など国内の貧困問題に関す
る活動に取り組む湯浅誠氏の言葉である。
最後のセーフティネットである生活保護
を抜けてどこのネットにもひっかかるこ
となく，最後まで滑り落ちてしまうよう
な社会のことを指す。
　湯浅氏は，このような貧困状態に至る
背景には「五重の排除」があるとしてい
る。

①教育課程からの排除（すでに親世代の
貧困がある）
②企業福祉からの排除（雇用保険・社会
保険に入れず失業時の立場も不安になる）
③家族福祉からの排除（頼れる親や子ど
もをもたない）
④公共福祉からの排除
⑤自分自身からの排除（自分自身の存在
の意義を見出せず，すべてを自分のせい
であるととらえてしまう） （湯浅誠／こうま・すう「貧困襲来」より）

595858

自助・共助・公助の役割分担1

共助
自分の生命は
自らが守る

自助

公助

行政との連携による
救出活動など

自分たちのまちは
自分たちで守る

子どもの発達と生活1
子どもってどんな姿だろう。
あなた自身の幼かったころや身近にいる子どもの姿を思い出しながら，
子どもの姿を具体的に考えてみよう。

話し合ってみよう

第
2
章子

ど
も
の

発
達
と
保
育

（上の写真の解説）自然学校で遊ぶ子どもたち。女の子二人は冬枯れの草っぱらで草笛を吹き，その音の面白さに笑い合っている。子どもは遊びを通じて，
世界と出会い，没頭する中で，自然にさまざまな力も身につけていく。

歩道をおばあちゃんと歩いていたら大きな犬が来て「こわ
い」と言って車道の方へ逃げようとしたので，おばあちゃ
んが真っ青になったんだって。

うんと高く積み木を積んだり，初めて鉄棒に挑戦したり
したときなど少し難しいことをするときはいつも「見てて，
見てて」と言っていたのを思い出すね。

母子健康手帳には新生児期から６歳ごろまでの発育状況などを記入する欄がある。こまめに記入することで子どもの発育・健康について気づくこともあ
る。

　乳
にゅう

幼
よう

児
じ

期
き

は
❶

，運動能力，言語能力，社

会性など，さまざまな側面の発達が著

しい時期である。これらの側面の発達

が互いに影響し合いながら，子どもは成長していく。

　発達は，一般的に順を追って進んでいくもので（⇒ p.32・33），

その順序やペースを無視して，技術や知識を教え込もうとするこ

とは，発達にゆがみを生じさせる。

　また，言葉を話し始めたり，歩き始めたりする時期には，標準

はあるが，個
こ

人
じん

差
さ

もある。

　これらの発達の特徴をふまえ，子ども一人ひとりの発達段階や

その個性に応じたはたらきかけが，子どもの健やかな成長を導く。

子どもは，受け身の存在ではなく，自ら周囲の人や物にかかわり，

その活動を通して自分の世界を広げ，発達することから，周囲の

おとなは，子どもの自発的な活動を温かく見守り励ますとともに，

発達に応じた環境を整えることが必要である。

子どもはどのように発達するの？1

子どもの発達の
しくみと個人差

1

2

私は 1歳になる前に
歩き始めたから，
お父さんが

びっくりしたって
言っていた。

２か月：初めてお話しした。

これまで泣き声以外の声は出

さなかったのに ｢ア－ウ－｣と

やっと聞き取れるぐらいの声

を出した。ア～

１歳１０か月：自分で食べよ

うとしてポロポロこぼすので

いつものように食べさせよう

とすると顔を背けて｢ブンブ

でブンブで（自分で自分で）｣

と言って，嫌がる。

ブンブで

乳幼児期の運動機能の発達の通過率1

 （平成 22年 乳幼児身体発育調査報告書より作成）
横軸は各運動機能が表れる時期と順序を示し，縦軸は通過率
（その月齢の何％の子どもがその運動を行うか）を示している。

ひ
と
り
歩
き

か月
つ
か
ま
り
立
ち

は
い
は
い

ひ
と
り
す
わ
り

ね
が
え
り

首
の
す
わ
り

❶出生から 6歳ごろ（就学前）までをいう。このうち出生
後 28日未満を新生児期，1歳までを乳児期，1歳から就
学前までを幼児期という。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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私は，3歳ごろまで
同じ年の他の子よりも言葉が

少なかったから，お母さんが心配して
保育所の先生に相談してたらしい。

今じゃすっかり
おしゃべりだけどね。

　育児期の子どもの成長の記録や日々の健康状
況などを記録した日誌を育児日誌という。健康
管理のほか，思い出づくりのため記録される。
自分の子どものころにはどんな出来事があった
か，調べてみよう。

調べてみよう

育児日誌にみる子どもの発達2

5

10

15

３歳１か月：お風呂の時間，

引き戸を使って幼稚園バス

ごっこが始まる。リビングで

「バスごっこ」の歌を歌ってい

ると「あっちのバスに乗らな

い？」と誘いに来た。

発車しまーす

28 29

子
ど
も
の
発
達
と
保
育

家庭基礎 p.28～47，家庭総合 p.38～ 63

保育所や幼稚園などでは，子どもの発達をうながすいろいろな工夫がされている。どのような工夫がされているのかみてみよう。
手作りおもちゃの材料によっては，アレルギーを起こす子がいることもあるので，訪問先に確認しておこう。

　ふれ合い体験の後，楽しかったこと，

嬉
うれ

しかったこと，困ったことなど，具

体的な出来事をふり返ろう。

　その内容をグループで話し合ったり，感想文などにまとめて発

表したりしよう。

ふれ合い体験の
ふり返り

42 43かかわった子どもによって，体験した内容も異なる。他の高校生の体験から，子どもについて多面的に理解したり，かかわり方の工夫について学ぶこと
ができるので，体験のふり返りは重要である。

　「ふれ合い体験」の前には，まず「ふ

れ合い体験」の内容や流れ，施設の特徴 ,

子どもの年齢などを知り理解すること

が必要である。次に，実際に子どもとかかわるときの，望ましい

服装や態度なども考える。遊びやゲームをしたり，手づくりおも

ちゃを持参したりする場合には，余裕をもって準備をしておこう。

「ふれ合い体験」を通して学びたいことなど，自分なりの課題も

明確にしておこう。

　子どもと実際にかかわってみると，い

ろいろな子どもがいることや，さまざ

まな反応があることに気づくだろう。

　積極的に高校生とのかかわりを求めてくる子どももいる一方

で，だまったままの子や，蹴
け

ったり叩
たた

いたりしてくる子もいるか

もしれない。それは，高校生に対する恥ずかしさや，不安の気持

ちの表れであることが多い。

　「この子は○○な気持ちかもしれない」と子どもの気持ちを想

像しながら，高校生のほうから優しく声をかけたり，手をつない

だり，遊びに誘ったりしてみよう。 1 のようなかかわり方も参

考にしよう。

子どもとふれ合ってみよう3

ふれ合い体験の
前に準備

子どもとの
ふれ合い

ふれ合い体験の流れ

お世話になる保育所・幼稚園の
先生方に挨拶

安全と衛生に配慮

担当のクラスで自己紹介

絵本の読み聞かせ

今日はどうぞ
よろしくお願いします。

今日は高校生の
お兄さん・お姉さんが
来てくれました。

爪は前日までに
短くしてきたよ。

ごっこ遊び 砂遊び

クイズ大会

最後は，お世話になった先生方と
仲よくなった子どもたちにお別れの挨

あい

拶
さつ

ブロック遊び

先生のおはなし

かごめかごめ

列車ごっこ

楽器づくり

START

FINISH

こんなに
仲良くなりました。

お馬さん

ありがとう
ございました！

ぼく
わかるよ！！

子どもらしい言葉や行動に対して，共
感的な応対をしましょう。

子どもが話しかけてきたら，しゃがん
で，目を合わせて，微笑みながら話
を聞こう。

子どもなりにがんばっていることを認
める言葉をかけよう。

子どもの持ち物や服装などが会話の
きっかけになる。

かっこいいね！

かわいいTシャツだね。
この○○プリンセス，
私も好きだよ。

うわぁ，積み木を
一度に 2個も持って，お片
づけがんばってえらいね！

どうしたの？

子どもとかかわるときのポイント1
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に
お
け
る
地
域
や
家
族

　地方自治体や自治会など，私たちの身近に自
じ ち

治と
❶

いう名前がつ

いた組織は色々とある。町内会や自治会等の地縁型組織は，同じ

生活圏域に居住する住民で構成されている。主に，地域行事（お

祭りや運動会等）の運営や，清掃，防犯や見守り，災害時の避難

訓練など，地域住民が安心・安全な生活を送るための自治運営を

行っている。この一定地域で共に暮らす人びとの集まりを地縁型

のコミュニティという。一方，テーマに沿って自発的に問題解決

に取り組むテーマ型のコミュニティ
❷

もある。

　私たちは福祉を利用する一方で，自らも，さまざまな福祉サー

ビスを担う主体として，福祉活動へ参加することが求められてい

る。1995 年に起きた阪神・淡路大震災，2011 年の東日本大震災

では，全国からの老若男女による炊き出しや倒れた建物の整備な

どの助け合いの活動への参加が自主的に行われた。

　福祉へ参加するということは，他と共同して生活しやすいコ

ミュニティづくりに参加し，同時に生活しやすいコミュニティと

するにはどうしたらよいか考えることである。

福祉への参加

1

地域のコミュニティ

　自分の身近な問題も，グローバルな問題も，「おかしいぞ」，「ど

うにかしたい」と思ったことはないだろうか。さまざまな地域や

社会的課題に対して主体的に解決しようとして行動する人をボラ

ンティアという。また，そうした活動を，ボランティア活
かつどう

動とい

う。活動の種類はさまざまある。まずは，私に「できること」「興

味があること」から始めてみよう。

　しかし，ボランティア活動は，単に何かを実施すればいいわけ

ではない。活動を通じ，あなた自身が何を感じ，何を読み取った

のか，どうしたら，社会の置かれた状況や問題を解決できるのか，

あなたの考えをまとめ，話し合ってみることが大切だ。お互いを

知り，違いを認識し合う中で，「共に生きる」「地域とつながる」「必

要とされる自分」を実感してみよう。

2

私たちにできることから始めよう

　相手の話を聴くことでできる社会貢献活動がある。傾聴ボラン
ティア活動だ。「傾聴」は，話し手の話（苦しみや悩み等）をじっ
くり聴いて共感し，ありのままを受け入れる聴き方である。傾聴
を通じて，話し手の心を癒やし，孤独や不安を軽減する手助けを
していく。この活動は特別な資格はいらない。
　傾聴ボランティア活動は，現在，施設や一人暮らしの高齢者，
長期入院患者などを対象に活動が行われている。また，2011年
3月 11日の東日本大震災以降，被災にあった多くの方々の悲し
みや苦しみを共有し，心のケアに努める傾聴ボランティア活動が
継続して行われている。　

　入院中の子ども達に，「笑顔」と「笑い」を届けているボランティ
アがいる。ホスピタル・クラウンとは，クラウン（道化師）が病
院で活動をすることである。欧米から始まったこの活動は，日本
にも全国的に広がっている。
　訓練を受けたクラウンは，「ピエロ」のように赤い鼻をつけ，
カラフルな衣装を身に着ける。現在の主な訪問先は，提携した
小児病棟だ。病院に入院している子どもの中には，長期にわたっ
て，つらい病気と闘っている子もいる。こうした中，クラウンの
パフォーマンスが子ども達に夢と感動を与え，大人たちにも笑顔
が広がる。

さまざまなボランティア活動を知ろう

入院中の子ども達を喜ばせるために　
～ホスピタル・クラウンの活動～　

話し手の心に耳を傾けて
～心のケアのための傾聴ボランティア活動～

日本ホスピタル・クラウン協会 ユニベール財団の傾聴ボランティア

人にかかわる

子どもを対象とした活動

まちづくりのための活動

国際協力に関係した活動

高齢者を対象とした活動

安全な生活のための活動

その他

障がい者を対象とした活動

自然や環境を守るための活動

災害に関係した活動

健康や文化を守る，
創る

ローカルな地域や
自然に向き合う

グローバルに
目を向ける

健康や医療サービスに関係した活動

スポーツ・文化・芸術・学術に
関係した活動

（総務省「社会生活基本調査」2011年のボランティア活動の
分類に基づき作成）

column

コミュニティに参加しよう2

被災地のカーシェアリングから生まれるコミュニティ

　2011年の東日本大震災で車を失い，生活面で不
自由を感じていた人が石巻市にも大勢いました。そこ

で全国の個人や企業から車の寄付を募り，集まった車を
貸し出し，共同で使っていただく支援活動を始めました。
　車の経費は利用者が実費を負担し，車の使い方については，
利用者同士でルールを決める仕組みです。高齢者の送迎や乗
合での買い物や旅行などにも活用され，単に移動だけでなく交
流や高齢者の見守りなどの効果も生まれました。
　2015年 1月現在，約 70台の車を活用し，カーシェアリング
だけでなくNPOや生活困窮者等にも車の貸し出しを行ってい
ます。
　また，メーカーの協力の元，電気自動車（EV）の活用も始ま

りました。EVが移動式の蓄電池として活用できる特性を活か
し，防災訓練で車から電気を取り出す訓練が仮設自治会で行
われました。これから建設される災害公営住宅の一部では自然
エネルギーでEVを充電するシステムがカーシェアリング用に導
入されることも決まっています。
　車を一緒に使うことから地域の助け合いや関係が育まれ，可
能性が広がる現場を何度も見ています。

areer
キャリア

ボランティアとは自発性（強制されて活動しない），無償性（営利を目的としない），公共性（社会的に必要な活動）の3つの性質をもつ。地域社会の活性化のためには，さまざまな立場の人がさまざまな形での社会参加・政治参加を可能にすることが求められる。また，人の力は，社会参加
や政治参加をし，他人と十分に刺激しあうことにより十分に開花するものである。

吉
よ し

澤
ざ わ

武
た け

彦
ひ こ

さん
日本カーシェアリング協会　代表理事
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さまざまな種類のボランティア活動2❶他者に統制されず，自分のことを自分が決めていくこ
と。個人や集団，地域が，自らの規範や基準，目的を自
らが決め，自ら守ることで社会秩序は維持されていくこと
が「自治」である。

❷ボランティア活動・市民活動団体・ＮＰＯ・ＮＧＯ等
がテーマ型コミュニティにあたる。

阪神淡路大震災での炊き出しボランティア活動

東日本大震災での民家のガレキ除去のボランティア活動

震災現場のボランティア活動1

898888

中学校
学習内容

家族・家庭と子どもの成長
食生活と自立
衣生活・住生活と自立
身近な消費生活と環境

小学校
学習内容

家庭生活と家族
日常の食事と調理の基礎
快適な衣服と住まい
身近な消費生活と環境

家庭科の学習を始めよう
小学校，中学校の家庭科の上に積み重ねて，
自分の生活をよりよくするために，
主体的に実践できる能力と態度を身につけよう。

高等学校
学習内容

自立に向けて
最後のステップだね

地域の課題にも
目を向けよう

子どもと
実際にかかわろう

自分らしい着こなし
にチャレンジだ

消費者力を
身につけよう

ロールプレイングで
家族関係を考えよう

これから
どんな家に住むか，
考えてみよう

焼売をつくるのは
はじめてだ

青年期の自立と家族・家庭
子どもの発達と保育
高齢期の生活
共生社会と福祉
食事と健康
被服管理と着装
住居と住環境
消費生活と生涯を見通した経済の計画
ライフスタイルと環境
生涯の生活設計
ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

i ii

72 73

　これまでの食生活の学習の中で，生活に生かしていることはどんなことだろうか。
　また，これからも学習したい事柄はどんなことか，話し合ってみよう。

考えてみよう
column

食生活の課題1

　毎日の食事は，私たちが生きていくた

めに必要なエネルギーや栄養素の摂取

という生
せい

理
り

的
てき

な役
やく

割
わり

だけでなく，彩
いろど

り，香り，食感などを楽しみ，

食べることによる満足感，家族や友達などと共に食べる楽しみ，

同じものを食べることによる仲間意識の創出など精
せい

神
しん

的
てき

な役
やく

割
わり

を

もつ。そして，何をどのように食べるのかを先人に教わりながら，

新しい食べ物や食べ方を取り入れ次世代に伝えていくという食
しょく

文
ぶん

化
か

の創
そう

造
ぞう

・継
けい

承
しょう

の役
やく

割
わり

をもつ。

　人間には，朝目覚めて日中は活動し，

夜になると自然に眠くなり睡眠をとる

という 1日周期の体内時計
❶

が備わっている。「朝食」「昼食」「夕食」

あるいは「間食」を決まった時間にバランスよく適量食べること

で，空腹・満腹を感じる身体のリズムができあがり，一日の生
せい

活
かつ

リズムを規則正しく整えられるようになる。生活習慣の基本は，

健康の３原則とされる「調和のとれた食事，適切な運動，十分な

休養・睡眠」にある。朝食はしっかりと摂っているだろうか。毎

日身体を動かしているだろうか。夜更かしをしていないだろうか。

毎日の食事時間や食べているものと自分の生活リズムについて，

考えてみよう。

食生活について考えてみよう1

食事の役割

食事と生活リズム

1

給食メニューにも時代による変化がある。戦後にパンと脱脂粉乳から始まった給食は，脱脂粉乳が牛乳に変わり，パン食から米飯食への移行が進んでい
る。近年は完全米飯食を導入する学校が増えつつあり，アレルギー対応給食や食べ残し対策など，学校ごとに取り組みがされている。

朝食を摂らない理由1

□食欲がない
夜遅くに食べていませんか？

□食べるより寝ていたい
夜更かしをしていませんか？

□食べるより身支度
寝る前にできることは？

❶体内時計の中心は脳の視
し

交
こう

叉
さ

上核にあり，血圧の日内
変化やホルモンの分泌，自律神経の調節など，身体の各
臓器にある体内時計に指令を出すなど連動している。

若者に多い朝食欠食率

女性 男性

5.6
14.0
14.5 28.6

29.715.1
27.0

15.2
20.5

10.4
13.7

5.4
9.2

7～14歳

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

0 5 10 15 20 25 30（％）

5.2

2001年，香川県の小学校で始まった“弁当の日”は，親は手伝わず，子どもだけでお弁当を作って学校に持ってくるという取組みである。実践した
学校は全国で1400校を越える。

栄養バランスを考え
て食事をする。

表示をよく見て
食品を買う。

世界の飢
き が

餓について
関心をもつ。

食料輸送や環境問題
について考える。

日本や世界の食文化
の特徴を知る。

食料生産について
関心をもつ。

料理をつくる。

第
1
章食

べ
る

　朝食は，睡眠中に下がった体温を上げたり，脳の活
動に必要なぶどう糖を補給する役目をもつ。朝食を決
まった時間に食べることで，身体も頭も朝からしっか
りと働き始め，一日を有効に使うことができる。朝食
を摂っていない人の割合は，10代後半で男女ともに
15%弱であるが，20代の男女で 30％近くに増え，男
性は 30代，40代でも高い。
　朝食を摂らなくてもその日に困ることはないだろう。
しかし，朝食を摂れない理由を考えることで，その背
後にある生活習慣の問題点に気づくことができる。生
活リズムの乱れは，ゲームや携帯端末などの通信に費
やす時間の増加とともに夜型の生活になることからも
起こる。不規則な生活を送っていると，睡眠のサイク
ルが狂い不眠症になったり，朝起きられないことで社
会生活に支障が出てくることも考えられる。まず「で
きること」として，朝食を規則正しく摂ることを始めて
みよう。

朝食の欠食率

（厚生労働省「平成 22年国民健康・栄養調査」より）

生活リズムの乱れは
何からくるのだろう。
原因と解決策を
考えてみよう。

食
べ
る

5

10

15

主に小麦パン，乳・乳製品，肉・肉加工品が
供される。乳を発酵させたチーズやバター，肉
の保存性を高めたハム・ソーセージ類などの他，
ハーブの利用に特色がある。

ヨーロッパ料理圏
多民族が影響し合い，北部・南部，宮廷・庶
民，山間・海浜などによって，変化に富んだ
料理文化が形成された。多様な食材や乾物
などの利用，薬膳思想などに特徴がある。

中国料理圏

　日本では箸を使って食事をするが，世界には箸を使わない国もたくさんある。手で食
べる国では指先でも食べ物のおいしさを感じているという。ナイフを使う国では肉料理は
大きなかたまり肉のまま出されるが，日本では箸で食べやすいように切ってから加熱する。
　食べ方の違いにより，調理の方法やおいしさの感じ方も異なる。

4つの料理文化圏と３つの食法文化圏

食法 機能 内容

回教圏，ヒンドゥー教圏，東南アジアでは厳し
い手食マナーがある。人類の食文化の始まり。

混ぜる，つかむ，
つまむ，運ぶ

25億人

17億人

18億人

手食文化圏

箸食文化圏

ナイフ・フォーク・
スプーン食文化圏

切る，刺す，
すくう，運ぶ

混ぜる，はさむ，
運ぶ，切る（ちぎる）

中国文明の中で火
か

食
しょく

から発生。中国，朝鮮
半島では箸と匙

さじ

がセット。日本では箸だけ。

17世紀フランス宮廷料理の中で確立。
パンだけは手で食べる。

人口

（本田総一郎「箸の本」より作成）

　イギリスでは紅茶文化とともにス
コーンをはじめとする焼き菓子が発達
し，日本では抹茶や煎茶などの日本茶
とともに和菓子の文化が生まれた。中
国茶は点

てん

心
しん

と呼ばれる軽食とともに飲
茶（やむちゃ）形式もある。コーヒーに
もさまざまな種類があり，アメリカでは
たっぷりの量のドリップコーヒーをサン
ドイッチやマフィンとともに，イタリア・
フランスでは甘いデザートのあとに濃
いエスプレッソを楽しむ。缶コーヒーは
日本で生まれた。コーヒー・茶・菓子
などの嗜

し

好
こう

品の楽しみ方にも文化のち
がいを見ることができる。

桜餅（道明寺）と煎茶

アフタヌーンティー

世界では何を食べている？
気候・風土，地形などのちがいにより，世界の各地でとれる食料は異なる。
同じ食料であっても，国によって，地域によって
時代によって，民族によって
食べ方，料理などに特色が出る。

　寒冷な土地でも育つ豚肉
とじゃがいもを使った料理が
多い。さまざまな種類のソー
セージ，塩漬け豚肉の煮込
みにキャベツの酢漬け（ザ
ワークラウト）やじゃがいもを
添える。ライ麦パンもよく食
べられる。

　ドイツ料理

　デュラムセモリナ（デュラム
小麦の粉）でさまざまなパス
タをつくって食べる。形状だ
けでなく，手打ちパスタは北
イタリアでクリームやバターを
合わせて，乾燥パスタは南で
トマトと合わせるなど，地域
によって特色がある。

　イタリアのパスタ

　ベトナムでは米を粒食する
だけでなく，米粉を加工して
食べる。米粉を使ったフォー
やビーフンなどの麺類，ライ
スペーパーで生野菜やハーブ，
エビ・豚肉などを包んだ生春
巻きが知られる。

　  ベトナム料理　
（フォー，生春巻き）

　主要な穀物であるとうもろ
こし粉を使った生地を焼き，
肉や野菜を包んで食べる。
唐辛子入りのサルサ（ソース
の意味）にさまざまな種類が
ある。

　メキシコの
とうもろこし料理（タコス）

何が同じ？
何がちがう？
比べてみよう

　肉とパンを手軽に食べられ
るハンバーガーやホットドッグ
が知られる。七面鳥の丸焼き
は感謝祭に欠かせない料理
である。七面鳥は先住民に
よって家畜化されアメリカ大
陸から世界に広まった。

　アメリカの食

香辛料をブレンドしてつくるカレーには多くの種
類がある。タンドール（土釜）で肉やナンを焼く。
宗教上，ヒンドゥー教では牛，イスラム教（回教・
マホメット教）では豚を食べることを禁じている。

インド料理圏
東西文明の交差点にあったこの地域では特に
イスラム教によって豚肉を食べることが禁止さ
れ，焼肉料理のケバブには羊肉が使われる。

ペルシャ・アラブ料理圏

193 194

　主食となるヤムイモ，タロ
イモ，キャッサバなどのイモ
類は世界的にみても生産量
が多く，重要な作物である。
粉にして加工したり，茹

ゆ

でて
つぶしてスープやシチューと
一緒に手食する。

アフリカのイモ類

私たちは
アンデス
生まれだよ

column
世界の喫茶文化

　基本は，ご飯・汁・数種の
キムチに肉と野菜のおかずを
組合わせる。赤唐辛子の辛
さが特徴の料理が多い。ビ
ビンパ，チヂミ（パジョン），トッ
ポギなど，ご飯もの，粉もの，
餅の類も多様である。

　韓国料理

　中央アジアの遊牧民は羊，
馬，ヤギ，ラクダなどを連れ
て移動し，その乳を加工して
主食とする。羊肉は客人をも
てなす最高のごちそうである。

　　遊牧民の食・乳製品
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さまざまな住まいと暮らし方1
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（上の写真の説明）シバームはイエメンの街。2000年以上前から高層住宅が建てられていたが，その目的は，盗賊の略奪を防ぐためと，洪水を避ける
ためであった。
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3LDKのマンションの間取り1

雨戸

片開き窓

両開き窓

引きちがい窓

片引き戸

片開きとびら

両開きとびら

引きちがい戸

浴そう

洋式便器

和式大便器

手洗い・洗面器

切り

押入・物入

折りたたみ
引き戸

階段昇降表示
下ル

上ル

平面表示記号

　間
ま

取
ど

りとは，建物内部の部屋の配置や

ドア・窓の位置などを示すものである。

間取りを見ることで，玄関や廊下，居

間や寝室の位置関係を読み取ることができ，家の中の自分の行動

を具体的にイメージすることができる。部屋の広さや動
どう

線
せん

も把握

できる。動線とは建物の中を人が移動するときに通る経路のこと

である。異なる動線同士が交わらないように，また動線の長さが

長くならないよう，わかりやすいように計画することがよいとされ

る。

　家を建てるときに建築士が描くのが建築図面である。建築図面

は誰が見てもわかるように一定のルールのもとに描かれている。

階段，扉など JIS 規格の平
へい

面
めん

表
ひょう

示
じ

記
き

号
ごう

を用いながら平
へい

面
めん

図
ず

が表示

される。

　家族の変化に伴って住まいも変化して

いく。子どものころの住まい，成人し

独立してからの住まい，結婚してから

の住まい，子どもが生まれた後の住まい，子どもが独立した後の

住まい，年を重ねてからの住まい，とそれぞれのライフステージ

に対応して求められるものが変化していく。

　子どもの成長にあわせて個室を設けるなど，リフォームを繰り

返しながら住み続けたり，ライフステージごとに住み替えたりす

ることで，家族の変化に対応している。

どんな住まいに住む？1

ライフスタイルと
間取り

1

ライフステージと
住まい

2

敷金は不動産賃貸の際に借主が貸主に対して賃料滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金。礼金は家や部屋を借りるときにお礼という名目で家主
に払う金銭である。

下記は次のページ 1 のマンションの物件情報である。わかることをあげてみよう。考えてみよう

間取り  3ＬＤＫ
面積 面積 71.71m2

管理費 1万円
敷金 2か月
礼金 2か月
駐車場 なし

種別 マンション
構造 鉄筋コンクリート造
階数 7/7
築年数 1年
備考トランクルーム 2100円／月

外壁タイル貼

○○○○線○○○駅　徒歩 12分　
○○○市　○町４
15万円

●駅からの距離
　徒歩 1分は 80ｍで計算
　この物件は駅から（　）ｍ

●日当たり
　ベランダの向き（　）方向

●毎月必要になる費用
　家　賃　　（　）万円
　管理費　　　（　）円

●契約時に必要な費用
　敷　金　　　（　）万円
　礼　金　　　（　）万円

ライフステージと住まい2

結婚してからの住まい

※二人の職場に近い
賃貸マンションに移る。
（広さ 52.54㎡）

成人して独立したときの住まい

※職場近くの
賃貸マンションに住む。
（広さ 24.62㎡）

※子育てに適した場所に
分譲マンションを購入し
て住む。（広さ 93.37㎡）

※子どもたちの独立後
は，夫婦がそれぞれの個
室を持ち，趣味を楽しむ。

子どもが二人になってからの住まい

家賃の目安は
月収の 3分の 1
以下というね

契約更新時
にはどんな
費用が

かかるだろう？

N

シバーム（イエメン）
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❶日本の現代の住宅の多くは，LDKといくつかの個室に
よって構成されている。

寝殿造（京都御所）5

畳が使われている
が，畳は人が座る
所だけに敷く。

column

　この家にはDKとリビングルー
ムがない。各自が寝室と広めの個
室を持ち，食事や団らんは誰かの
部屋に集まって自由に過ごしてい
る。猫も仕掛けを通って 3つの部
屋を気ままに移動して，過ごして
いる。あなたはどんな家に住みた
い？

人間 3人，猫 15匹，犬 3匹が一緒に暮らす

書院造（大
だい

徳
とく

寺
じ

高
こう

桐
とう

院
いん

）6

畳は敷き詰めら
れ，襖

ふすま

等で間仕切
られる。

床座といす座のよい点，不便な点について考えてみよう。

床座

5

10

15

地域による住まいのちがい4
地域・民族によって異なる住まい（インドネシア）

5

10

15

20

25

戦後の2DK（台所兼食堂と2つの居室）
における住まいの例

8

いす座と床座7

考えてみよう
　あなたが住んでいる地域にはどのような民家
が見られるだろうか。
　民家に見られる工夫について調べてみよう。

　近年，大学生や外国人など若い世代を

中心に，友達同士や見知らぬ人同士で

台所やバス・トイレを共有しながら一つの家に住むシェアハウス

という形式が東京などの都市部を中心にみられる。また，住まい

を取得したい人同士が集まり，話し合いを重ねながら建築家と共

につくり上げていく集合住宅であるコーポラティブハウスや，食

堂や家事スペース，休憩室や作業室などの共同スペースを持ちつ

つも各住戸の独立性が確保されたコレクティブハウスなど，コ

ミュニティを育むための新しい集合住宅の形式も注目されてい

る。

　なぜいろいろな住まいがあるのだろう

か。最大の理由は，住まいは身近に手

に入る材料でつくられるからである。そのため，同じ国でも地域

によってさまざまな住居が見られる。石が豊富な地域では，壁だ

けでなく屋根までも石でつくられる。木材が豊富な地域もある。

氷や竹，水草でつくられる住まいもある。

　気候や風土は，材料や建て方だけでなく，人びとの生活のしか

たにも影響し，それらが住まいを形づくる。

　生活の器といわれ，さまざまな生活が展開される住まいは， 暑

さや寒さから身を守るシェルターである。体を休め，家族とコミュ

ニケーションをはかる生
せい

活
かつ

の場
ば

であり，それらを支える家
か

事
じ

作
さ

業
ぎょう

の場
ば

である。住まいは，生
なり

業
わい

の場
ば

，祈
いの

りの場
ば

，冠婚葬祭をはじめ

として人
ひと

びとが集
つど

う場
ば

でもあるが，現代はそうした機能が住まい

の外部で行われることが多くなってきている（⇒ p.20）。

なぜいろいろな住まいがあるの？2

共に住まう
1

2

3

住まいの役割

4

　現在の住まいや住生活は歴史と無関係

ではなく，昔から受け継がれ，外国文

化の影響を受け，新しい技術や社会のしくみを受け入れる中で変

化してきた。たとえば畳は平安時代の寝
しん

殿
でん

造
づくり

に登場し，座敷と

いわれる和室は室町時代以降の書
しょ

院
いん

造
づくり

の影響を受けている。

　いすとテーブルで食事などをするいす座
ざ

というスタイルは生活

の洋風化と共に戦後庶民に広く普及した。現在多く使われている

間取り
❶

の LDK（L：居間　D：食事室　K：台所）のもととなる

DKは 1950 年ごろに新しく登場したもので，日本の長い住宅の

歴史から考えると，ごく最近の形式だといえる。食事空間と就寝

空間を分ける食
しょく

寝
しん

分
ぶん

離
り

の考え方や親と子ども，あるいは男女で子

どもの寝室を分ける就
しゅう

寝
しん

分
ぶん

離
り

の考え方がもとになっている。

　時代が変化しても変わらない生活上のスタイルもある。日本の

気候風土は高温多湿なため，履き物を脱いで床上に上がる上下足

分離や，床に座る床
ゆか

座
ざ

という住生活のスタイルも残っている。

住まいはどう変わってきた？3

住まいの変化

5

6

7

8

比較的元気な高齢者が、調理・掃除・食事などの行為を共にしながら、仲間と共にひとつ屋根の下で自発的に助け合って生活するという住み方・暮らし
方のことをグループリビングという。

いす座

寝殿造は平安時代の貴族住宅の形式。書院造は室町時代末期の武家住宅の形式である。現在の和風住宅に影響をおよぼしている。

シェアハウス1

一つの住居を複数人で共有する。

コーポラティブハウス2

一つの建物でありながら，さまざまな要素で構成されて
いる（大阪市　現代長屋TEN）。

コレクティブハウス3

さまざまな家族がそれぞれの家庭をもちながらもキッチ
ンとリビングを共有する。
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生涯の経済計画とリスク管理1
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考えてみよう 会社員のいとこに給与明細を見せてもらった。
いとこはいったいいくらもらえているのだろう。

番号 1242522　氏名 山川仁 差引支給額　199,520

■ 給与明細表

基本給 調整手当 残業手当職能給 住居手当 その他手当扶養手当 通勤手当 支給合計

健康保険料 介護保険料 組合費
厚生年金
保険料

所得税 社内預金雇用保険料 住民税 控除額計

220,000 0 34,8070 20,000 0 0 14,780 289,587

11,452 0 3,000 20,415 　7,707 30,0001,738 15,755 90,067

非消費支出

今月は
このくらい

非消費支出って
何だろう？

　世帯が家庭生活を営むためには，生活

に必要な商品を購入し，将来の支出の

ために貯蓄する必要がある。それらは，世帯を構成する人のだれ

かが得た収入によってまかなわれている。世帯単位で行われる収

入と支出をめぐる経済活動を家
か

計
けい

という。

　家計は企業や政府と共に国
こく

民
みん

経
けい

済
ざい

の一

翼を担っている。家計は税金や社会保

険料を支払うことで，政府から年金の

受給や健康保険などの医療費補助を受けたり，教育や住宅，清掃，

上下水道，公園，消防など，毎日の生活に欠かせない公共サービ

スを受けることができる。また物資やサービスを購入することで，

企業にその代金を支払うとともに，政府に支払う消費税をその企

業に預ける。さらに家計の構成員が企業や政府に労働力を提供し，

その対価として賃金を受け取っている。

　また，国民経済そのものが諸外国と結びついて維持されており，

自分たちの消費のあり方が，世界に影響をおよぼす可能性もある。

消費と経済はどうつながっている？1

家計とは

家計と国民経済・
国際経済のかかわり

1

2

家計消費
287.9兆円
（59.0%）

設備投資
69.4兆円
（14.2%）

公共投資
24.6兆円
（5.0%）

住宅投資
15.0兆円
（3.1%）

その他
90.8兆円
（18.6%）

2014年
名目国内総生産
（GDP）
487.7兆円

（消費者庁「平成 27年版消費者白書」）

国内総生産の構成比1

税金

中央政府

国民経済 国際経済

公
共
サ
ー
ビ
ス
・

社
会
保
障

税
金
・
社
会
保
険
料

物
資
・
サ
ー
ビ
ス

労働力・投資（株式）など

賃金・配当

賃
金
・
配
当

代
金
支
払
い

物
資
・
サ
ー
ビ
ス

労
働
力
・
投
資
（
株
式
）
な
ど

地方自治体

物資・サービス

対外取引・援助

貿易・投資

労働力

賃金

代金支払い

公共サービス・補助金

家計と経済の循環2

149148 （上の写真の説明）ポーランドのヴロツワフの市場の様子。ポーランドでは主に家族単位で，伝統農法で農作物を作っている農家が多い。市場にはそれ
らの多様な野菜を買い求める人が集まっている。

国民経済において，家計は公的負担として税金や社会保険料を支払っているが，これらは家計支出の中で非消費支出として位置づけられる。実収入に対
する非消費支出の割合は増えており，家計の公的負担が大きくなっている（⇒ p.151 3 ）。

諸外国

代
金
支
払
い

家計

政府の経済
企業

　為替レート（交換比率）は毎日変動しており，
ドルに対して円の価値が上がることを円高，
逆に円の価値が下がることを円安という。
　為替レートの変動により，40ドルのシャツ
が１ドル 100円のときは 4,000円だったのに，
1ドル 80円のときは 3,200円で足りるといっ
た現象が起きる。
　反対に，4,000円のシャツを輸出する際は，
40ドルで買えたものが，50ドルとなってしまう。

円安・円高

参考
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国立大学院については，国立大学と年間授業料は変わらない。

経済計画を立てよう4

　生活をとりまく経済状況はめまぐるしく変化している。そのよ

うな中で，よりよく生きるために，お金という資源をどのように

使っていけばよいのか。生涯にわたる経済計画とは，個人の生涯

をできる限り充実させるための資金計画である。

　経済計画には，短期的経済計画と長期的経済計画がある。短
たん

期
き

的
てきけいざいけいかく

経済計画とは，家賃や食事など定期的に必要な経費の収支を月，

週などの短期的視野で計画することである。

　一方，長
ちょう

期
き

的
てきけいざいけいかく

経済計画とは，数年または生涯にわたるような貯

蓄や支出についての計画のことである。購入したいものが比較的

高額な場合には，買うための資金を一定期間，貯めなければなら

ない。そのために貯蓄目標額や貯蓄の方法，期間を決め，計画的

に貯めなければならないが，途中で無理があれば調整も必要にな

る。他方，住宅ローンのように，長期にわたる借入金の返済をど

うやってまかなうのかを考えることもある。

　短期的経済計画と長期的経済計画とはリンクしている。長期的

経済計画に基づいて，月，週などの短期的期間にどのくらい貯蓄，

あるいは支出をするのかを計画することにもなる。国民年金・厚

生年金などの公的保障や民間保険の私的保障なども，長期的な経

済計画に関係する重要な要素である。

1

短期的経済計画と長期的経済計画

　一般に世帯主のライフステージによって，その重点目標が変化

する。住宅ローンのような長期間にわたる契約が増加し，それを

考慮して短期的な家計収支を考えなければならないことを家
か

計
けい

の

長
ちょう

期
き か

化という。

　家計にはライフステージや世帯構成によって，共通する特徴が

みられる。消費支出は，単身世帯では相対的に住居費の割合が高

く，子どもがいる世帯では教育費が高くなる。また高齢者世帯で

は保健医療費とその他消費支出に含まれる交際費の割合が高くな

る傾向がみられる。

　生涯生活設計はかけがえのない個人の生涯をできる限り充実さ

せるための考え方とツールである。生涯にわたって，充実した生

活を過ごすためには，実現したい夢を達成していくとともに，病

気や災害などリスクに備える必要がある（⇒ p.244）。生涯にわ

たる経済計画は，最も長期的な経済計画といえるが，そこには起

こりうるライフイベントが
❶
ある。一般に，住宅を購入したり，子

どもが生まれたら，その子どもが成人するまでの支出を考えたり，

自分の老後に備えるような，長期的経済計画をもとにして生涯生

活設計は構築されている。つまり生涯にわたる長期的経済計画と

は，個々の生活目標を実現するために必要な金額と期間の全体を

計画することである。

ライフステージによる支出の特徴

3

生涯にわたる生活設計

2

一人ひとりのライフプランに沿って総合的な資金設計を行うファイナンシャル・プランナーという専門家がいる。

いつ，何のために
どのくらいお金が
必要だろう？

3  ライフステージ別消費構造

結納・婚約～新婚旅行まで
にかかった費用の総額　443.8万円
新生活準備のためにかかった
費用の総額 　97.0万円

結婚にかかるお金

国立　　　自宅 508.4万円
　　　　　下宿 799.2万円
私立文系　自宅 672.3万円
　　　　　下宿 959.8万円
私立理系　自宅 794.0万円
　　　　　下宿　1,086.4万円

公立　1,158,863円
私立　2,886,198円

高校３年間に
かかる教育費

大学 4年間にかかる教育費出産にかかるお金

423,957円

（生命保険文化センター資料より作成）

要介護３に認定された場合
初期費用　20,000円
月々　　　38,311円

介護にかかるお金

2  起こりうるライフイベント

単身　荷物小　41,875円
　　　荷物大　59,847円

家族2人　85,204円
　　3人　103,695円
　　4人　136,107円
　　5人　192,601円

引っ越しにかかるお金

土地付注文住宅　3,562万円
建売住宅　3,206万円
マンション　3,758万円

住宅取得にかかるお金

公立　1,829,736円

小学校 6年間に
かかる教育費

公立　1,351,309円
私立　3,887,526円

中学校 3年間に
かかる教育費

治療費，食事代，差額ベッド代，交通費，
衣類，日用品費などの総額　22.7万円

入院にかかるお金

199.9万円

葬儀に
かかるお金

1  長期的経済計画の立て方

1. いくら必要なのか，貯蓄目標額を決める

2. どのように貯蓄目標額を貯めるか考える

3. 可能な貯蓄額と期間を決定する

4. 実行してみて，無理があるならば調整する

交通・通信
教育

教養娯楽
その他の
消費支出
交際費

光熱・水道
家具・家事用品

住居
被服及び履物
保健医療

食料

（総務省「家計調査年報」2013年より作成）

夫婦と子ども
（世帯主 40歳
代）世帯

高齢者
（世帯主 60歳
以上）世帯

35歳未満
女性単身
世帯

35歳未満
男性単身
世帯

（28.4）
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169.3
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❶ライフイベントとは，就学，就職，結婚，出産・子育て，
住宅購入，リタイアなどさまざまな人生の出来事のこと。
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　私たちの体は，常に 36.5℃前後の体温で，健康な生活が営まれ

るように調整されている。衣服を身につけると皮膚との間に空気

の層がつくられ，外界とは異なった温度や湿度の環境ができる。

これを被
ひ

服
ふく

気
き

候
こう

という。

　また，衣服には皮膚から出る老廃物や皮脂，汗などを吸収し，

皮膚を清潔に保つはたらきがある。皮膚の表面を清潔にしておく

ことによって，皮膚表面のトラブル
❶

が少なくなる。

　衣服は体を保護する。紫外線や外傷，虫など外敵から身を守る

とともに，消防服や放射線防護服など，特殊な環境下で生命を守

るはたらきをもつ衣服もある。

　衣服には，作業や運動など動的な生活活動と，睡眠や休養など

静的な生活活動などへの適応を助けるはたらきもある。近年，ス

ポーツや競技のための高性能なものが開発されている。

　社会生活を送る上で，さまざまな場面で服装に約束事がある場

合が多い。これを守り，社会生活を円滑にすることも衣服のはた

らきである。たとえば制服は職業や所属する団体を表示し，結婚

式や葬式などの改まった席では華やかな装いで祝いの気持ちを表

現したり，喪服でお悔やみの意を表したりしている。

1

生活活動上のはたらき

2

3

社会生活上のはたらき

4

5

衣服にはどんなはたらきがある？1
保健衛生上のはたらき

❶下着は汗を吸収するので，上に着ている衣服に汗がし
みだすことがなく，汗とともに汚れも吸収される。

被服気候1

被服気候により，皮膚に接する空気の温度を調節できる。
被服最内層の被服気候が，32± 1℃，湿度 50± 10％の
ときが快適な着心地である。

衣服は，上着，スカート，ズボン，下着，コートなど人体の主な部分をおおうものの総称。被服は衣服と帽子，靴，鞄（かばん），アクセサリーなど
頭から手，足先まで体の各部をおおい包むものの総称。

活動・運動の補助3

競泳用水着
水の抵抗を軽減する
機能を備えている。

職業や所属集団の表示 社会習慣への対応4 5

警察官

サッカーの試合時，
応援するサポーター

喪服
悲しみなど
気持ちを表す。

生命や体の保護2

消防服
高熱から身を守る。

放射線防護服
放射線や放射性物質か
ら身を守る。

（気温 5℃ , 湿度 60％の場合）
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（庄司光「新版衣服の衛生学」）

人間と被服1
考えてみよう 私たちは，なぜ衣服を着るのだろうか。

また，衣服がないとどんなことに困るだろう。

暑い日も衣服を着たほうが汗を吸ってくれ
て気持ちいい。
それに，人前ではだかははずかしいし，服
を着ていないとけがなんかもしやすいね。

文化祭のときはクラスで同じTシャツをつ
くったよ。連帯感が生まれて，みんなでが
んばって取り組んだなぁ。

寒い日は重ね着などをして調整してる。
コートの他に，手袋や帽子をかぶったりも
するけど，色の組み合わせなども考えるよ。

友だちの通う学校は私服なんだけど，勉
強する気分に合うように洋服を選んでいる
んだって。私は制服だから，きちんと着
て気持ちを引き締めている。

下着は，汗・皮脂・汚れなどを吸収して皮膚を清潔に保つだけでなく，上着の汚れも防ぐはたらきがある。

学生の制服
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1. 布を折り，周りをミシンで縫う

2．返し口をまつる 3．箸先を入れる部分をつくる

30

30

2,3針返し縫い

10

○裏

わ

1 1

ひもをはさむ

○

7

表側にボタン
をつける正方形の布

（30～ 35cm 四方）
ひも 30cmくらい
ボタン 直径 1cm 程度

素材の準備

余った布で
作ったよ

・布綿：23cm× 25.5cm　1枚
  （中くらいの厚み）
・フェルト：4cm× 4cm　1枚
・ボタン：直径 1.8cm　1個
・ひも：0.3cm× 7cm

素材の準備

裁ち方箸
はし

入れ 縫い方縫い方
縫いしろはすべて 1cm

フェルト

❶ 布を中表でたてに二つ折りし，ひ
もをはさみ，返し口を除いてミシ
ンをかける。

❷ 返し口から表に返す。返し口の縫
い代を裏側に折り，折り山をすく
いながらまつる。❶ 布を中表にして，対角線で折る。

❸表に返して，返し口をまつり縫い
する。

❸ フェルトを縫いつける。❷ ひもをはさんでまち針でとめる。
１cm内側をミシンで縫う。返し口は
10cmほど縫い残す。

❹ 箸先を入れる部分を折り（2の図），
下部をまつる。ひもをつけた表側
の角にボタンをしっかりつける。

❹ 両側の底のほうを，アイロンで斜
めに折る。短いほうを本体の布 1
枚にまつり縫いでとめる。

❺ 三角形にたたみ，ボタンをつけて
できあがり。

（単位 cm）

●折り山のすくい方

防災用品に
加えておくと，
安心だね！

ミシン縫いでも
手縫いでもＯＫ

130 131

環境に配慮した
製作をしてみよう 繕いをして服を長く着よう

　小学校や中学校で学習した基礎的な縫製技術を生かして製作
してみよう。家の中には手ぬぐいや風呂敷，着なくなった衣服
などが眠っていないだろうか。それらの布を活用して小物をつ
くったり手持ちの衣服に個性的なアレンジを施したりして，衣
生活を豊かにしよう。

　現在，多くの衣服や布を用いた品物はほとんどが既製品でま
かなわれているが，衣服の補修や簡単な小物づくりなどに縫製
の基礎的な技術は欠かせない。ボタンのつけ直しやほつれ直し
などの基礎的な技術が身についていれば，衣服を長持ちさせる
こともできる。環境に配慮した製作をしてみよう。

着なくなった
Tシャツを使って
マットをつくったよ

ソーイングケース

マイ箸を持ち歩こう

エコ
ソーイング

1NO.

エコ
ソーイング

2NO.

5.5

21

本体

23.5

1

1

４

４

返
し
口

ひものはしと
縫いしろのはしを
そろえる

うら

わ

5.5

（表）

わ

４
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る

まつる５

0.8 0.8

５

1

23

4
出

出

入

入

※フェルトに刺した針先が布をつきぬけると危険なのでセロテープを貼っておくとよい。
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　新しい教科書では，すべての「自立」に向けて，
知識・技能を身につけ，アクティブ・ラーニング
に取り組めるように，家庭基礎・家庭総合ともに
構成が同じです。その集大成となる「生涯の生活
設計」に，12頁を設けています。

　また，各内容が小・中学校の内容の積み上げの
上にあるように編集しています。
　高校生の自立のための長期的な視点は，小・中・
高校の教科書を発行している開隆堂ならではの構
成です。

人間のかかわり方の学習日々の生活の営みの学習

すべてが自立に向かう構成魅力1

家庭基礎 p.172～183，家庭総合 p.240～251

家庭基礎 p.148～171，家庭総合 p.212～239

家庭基礎 p.72～109，家庭総合 p.92～151 家庭基礎 p.132～147，家庭総合 p.190～209

家庭基礎 p.110～131，家庭総合 p.152～189

生活
設計

共生
社会保育消費

生活

共生社会高齢期保育青年期・家族・家庭

家庭基礎 p.8～27，家庭総合 p. 12～37 高齢期　家庭基礎 p.48～57，家庭総合 p.64～81

家庭基礎 p.58～ 69，家庭総合 p.82～89

食生活

衣生活

住生活 家族
家庭

世代をこえた交流
の題材が充実

つくってみたくなる
実習例・製作例が豊富

食生活 衣生活 住生活 消費・経済・環境

家庭基礎・家庭総合とも，将来の生活設計に向けて，全ての学習が集約される全体構成。

教科書作成で目指したこと
　家庭科を取り巻く環境は厳しく，実習があり授業準備が大変である
にもかかわらず，その時間が保障されているとはいいがたい状況です。
「自立した生活者を育てる」という目標を達成するためには，基礎的
知識を伝えるだけではなく，多様な意見を巡って討論し，自分で判断
できる力量を育む授業が望まれますが，勤務形態のちがいや経験が浅
い場合は，なかなか取り組みにくいのが現実です。これらをサポート
するために，経験や勤務形態にかかわらず，自立に向かう授業が展開
できる教科書づくりを目指しました。

　編集する際に大切にしたのは以下の点です。
●見開き構成と導入課題の設定
●科学的な視点による丁寧な気づき
●課題を追求し，生活を創り上げるための問いかけ
　それぞれの先生の個性があふれ，生徒がわくわくと前向きに取り組
む授業づくりは，先生自身の意欲にかかっています。そのために是非，
本教科書をじょうずに活用して頂きたいと思います。

著者代表　大竹美登利

最初のページで小・中・高校の家庭科の
学習内容が把握できます。

学習のまとめとしての「生活設計」では，教科書の他の学習と
関連させて，キャリアを考えることができます。

生活資源1

　私たちは自らの生活に見通しを立てた

り計画したりしながら過ごす。そうし

た生活設計の際に重要になるのが生
せいかつ

活資
し

源
げん

である。安定的な生活

を営む上でどのような生活資源が必要だろうか。「お金」「携帯電

話」「服」のような身近なものを思い浮かべる人は多いだろう。

そのほかに，目には見えないが誰もが平等にもっている 1日 24

時間という時間，また知識や技術など個人の能力や人間関係に支

えられる部分も大きい。

　このように私たちが生活を営む上で必要なもの全てを生活資源

といい，生活資源は大きく人
じんてき

的資
し

源
げん

，金
きんせん

銭，物
ぶってき

的資
し

源
げん

の 3 つに分

けることができる。私たちは自分がもっている生活資源を上手く

活用することによって，キャリアをデザインしたり，リスクにあっ

ても乗り越えたりすることができる。

　生活資源の中でも人的資源と物的資源

は循環して，金銭が人とモノをつない

でいる。生活に必要なモノやサービスといった生活資源を得るに

もお金はなくてはならない。

　現在，多くの人は，働いて賃金を受けとることで，お金という

資源を得ている。日本では，雇われ方の違いや性別による賃金格

差が大きいことがしばしば問題とされる。

　モノは暮らしに必要不可欠な生活資源

であるが，生活に必要なモノは，時代

や年齢，地域や文化などによっても異

なる。たとえば，地域によっては携帯電話を必ずしも必要とはし

ないライフスタイルもあり，そこにはその人の生き方や価値観が

反映されている。どのようなモノを選択し，所有し，活用するか

自分のライフスタイルを見通して考えることができる。

生活資源って何？1

生活資源

1

金銭とは

2

モノと
ライフスタイル

3

お金を得る方法には他に，商店など自営で売り上げの中から得られる利益，株・貸家などの資産から得る財産収入，年金などの社会保障給付などの方法 
がある。

人
的
資
源

サービス
（光熱水道，通信販売 , 育児・教育，娯楽など）

人間関係
（家族，友人，地域，社会的友人関係）

能力（知識・技術・情報）や時間

金
銭 お金

物
的
資
源

食べ物

着る物

生活雑貨

住まいや施設

耐久財

あなたの生活は下のどの項目にあてはまりますか？考えてみよう

生
涯
の

生
活
設
計

□自転車を持っている

□携帯電話やスマートフォンなどを持っている

□食事，洗濯，掃除などの家事ができる

□自分が知りたい情報を収集することができる

□お金や時間を管理することができる

□もし失業したら，仕事を探す方法を知っている

□進学費用を自分でまかなうための方法を知っている

□育児や介護のサービスが必要になったら，

　サービスを受ける方法を知っている

□自分の住んでいる地域に挨
あい

拶
さつ

できる人がいる

□困ったとき，相談したり助けてくれる人がいる

よっし！

ネットで
注文っと

昔はネ…
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生活資源の例1

172     173

生
涯
の
生
活
設
計

　　　　（Global Habit 2011調査博報堂）

ニューヨーク，サンパウロ，フランクフルトは 2010年，

その他は 2011年の値。

　 携帯電話は生活に欠かせないと思う人の割合3

100（％）806040200

東京 56.6

サンパウロ 34.3

ニューヨーク 50.0

フランクフルト 28.8

モスクワ 54.8

北京 55.3

ジャカルタ 37.2

ソウル 74.6

シンガポール 67.0

男女間賃金格差の国際比較2

（OECD Data Earnings and wages より作成）

100（％）806040200

デンマーク （93.0）

フランス （86.3）

スウェーデン （84.9）

オランダ （79.5）

スイス （83.5）

フィンランド （81.3）

イギリス （82.2）

日本 （73.5）

韓国 （63.7）

※オランダは 2010年の値，その他の国は 2012年の値。

　（　）内数値は，男性を 100とした場合の女性の値。

高齢者の生活と課題1

　全ての高
こう

齢
れい

者
しゃ

を，高齢者だからといっ

てひとくくりに見なすことはできない。

私たちは，高齢者のイメージを，思い込みや偏見によってとらえ

てはいないだろうか。社会的には 65 歳以上の人を「高齢者」と

して扱うことが多い。しかし，実際には，心身の状態や，どのよ

うな生活をしているか，高齢者であるその人自身だけでなく，周

囲の人間関係や，どのような地域で暮らしているかなどによって

も違ってくる。また，現在の高齢者が生きてきた社会の状況や，

高
こう

齢
れい

期
き

に至るまでにどのような経験をしてきたのかという，その

人の生き方も影響しているだろう。高齢者が生きてきた時代背景

を知ることは，高齢者を理解することにつながる。そして私たち

は，さまざまな高齢者がいること，一人ひとりの高齢者が，それ

ぞれの人生をその人なりに積み重ねてきたのだという認識をもつ

必要がある。

高齢者のイメージは？1

多様な高齢者

1

高齢者が生きてきた時代1

元号（西暦）
年齢

Aさん Bさん
社会の主な出来事

メディアにみる，高齢者の描かれ方
本や映画，新聞や雑誌の記事，コマーシャルなどのメディアに，高齢者
はどのように取り上げられているだろうか。それらは私たちの高齢者イ
メージにどのような影響を及ぼしているだろうか。

4人家族に夫の母・政子が同居す
ることになった。一家の主婦・巴

ともえ

は義母とうまくやっていこうと張り
切るが，まもなく政子がアルツハイ
マー型認知症の診断を受ける。周
囲は戸惑い，苛立ち，やがて家族
の雰囲気は険悪になる。政子も認
知症という思いがけない事態に，
恐怖と苛立ちが募っていく。

●映画「折り梅」

妻
つま

に先立たれた男，参平に遺さ
れた一冊の分厚いノート。それは，
妻が記した生活レシピ満載の『奥
田家の記録』だった。参平は息
子夫婦と同居し，主夫として第二
の人生をスタートさせる。

●漫画「さんさん録」

年齢を理由とした差別や偏見をエイジズムという。エイジズムによって若者たちは高齢者を自分たちとは違った人間として考え，人間ではないかのよう
に扱い始める。エイジズムには否定的のみならず，肯定的偏見，差別もあることを意識したい。

大正 3（1914） 第一次世界大戦始まる 0歳

大正 12（1923） 関東大震災 9歳

大正 14（1925）
普通選挙法の成立

11歳
ラジオ放送の開始

昭和元（1926） 12歳

昭和 4（1929） 世界大恐慌 15歳

昭和 6（1931） 満州事変 17歳

昭和 14（1939） 第二次世界大戦 25歳

昭和 16（1941） 太平洋戦争 27歳 0歳

昭和 18（1943） 学徒出陣 29歳 2歳

昭和 20（1945）終戦　 31歳 4歳

昭和 22（1947）日本国憲法の施行 33歳 6歳

昭和 28（1953）テレビ放送開始 39歳 12歳

昭和 30（1955）高度経済成長期始まる 41歳 14歳

昭和 32（1957）集団就職活発化 43歳 16歳

昭和 33（1958）インスタントラーメン発明 44歳 17歳

昭和 35（1960）カラーテレビ本放送開始 46歳 19歳

昭和 36（1961）国民年金法の施行 47歳 20歳

昭和 39（1964）東京オリンピックの開催 50歳 23歳

昭和 41（1966） 敬老の日が国民の祝日に 52歳 25歳

昭和 47（1972）沖縄返還 58歳 31歳

昭和 48（1973）オイルショック 59歳 32歳

昭和 49（1974） コンビニ第 1号店開店 60歳 33歳

昭和 60（1985）女性差別撤廃条約に批准 71歳 44歳

平成元（1989） 1.57ショック 75歳 48歳

平成 2（1990） バブル経済の崩壊 76歳 49歳

平成 6（1994） 高校家庭科男女共修に 80歳 53歳

平成 7（1995）
阪神・淡路大震災

81歳 54歳
地下鉄サリン事件

平成 12（2000）介護保険制度の開始 86歳 59歳

平成 23（2011） 東日本大震災 97歳 70歳

平成 25（2013） 東京オリンピック開催決定 99歳 72歳

Aさん 31歳

Ｂさん 16歳

（上の写真の説明）田部井淳子さんは登山家。女性として世界で初めて世界最高峰エベレストおよび七大陸最高峰への登頂に成功したことで知られる。
75歳を過ぎた今も，がんの闘病生活を送りながら，大好きな登山を続けている。

あなたは，高齢者に対してどんなイメージをもっているだろうか。話し合ってみよう。
また，どうしてそのようなイメージをもっているのかを考えてみよう。

考えてみよう

高
齢
期
の
生
活

第
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話を
聞いてくれたり
アドバイスをくれる

よく
病院に行く

動作が
ゆっくりしている

足腰が弱い

私が思うに…

自分のやり方に
こだわる

物忘れする

趣味を
楽しんでいる

いろいろなことを
知っている

地域でボランティア
をしている
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10

15

参考

本によると…

高
齢
期
の
生
活
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85

80

75

70

65

60

55

2014年
80.50歳

50

2014年
86.83歳

女性
男性

1947 50 60 70 80 14
（年）

200090 10

1947年
53.96歳

1947年
50.06歳

（歳）

青年期の自立1

　高校生の私たちは今，子どもからおと

なへの過渡期である青年期を生きてい

る。一人ひとりの発達には個人差があ

るが，ある程度共通する発達過程がある。人の一生には，乳
にゅう

児
じ

期
き

，

幼
よう

児
じ

期
き

，児
じ

童
どう

期
き

，青
せい

年
ねん

期
き

，壮
そう

年
ねん

期
き

，高
こう

齢
れい

期
き

などの段階があり，こ

れらをライフステージという。現代では，人生が長くなり，高齢期

といったライフステージも長くなってきている。

　私たちの心や体は，歳をとると衰えていくだけだと考えられが

ちであるが，人間は生涯にわたって発
はっ

達
たつ

していく。発達には身長

や体重の増加といった成長や運動能力の向上など，目に見えやす

い発達と，知的な能力や感情，人間関係能力，性格などの成熟と

いう質的な変化による目に見えにくい発達とがある。

　高齢になると，身体的な能力などは衰えるが，人間としての総

合的な判断力など，目に見えない部分は発達し続けるといわれる。

　各ライフステージには，多くの人が直

面する発
はっ

達
たつ

課
か

題
だい

があり，それらに取り

組み，乗り越えていくことで，人間は

生涯を通して発達する。ライフステージの長さや特徴は，時代

の変化や社会・文化などの影響を受ける。

　家族や自分を取り巻く地域や社会にも目を向け，助け合いなが

ら，私たちはそれぞれの人生を歩んでいく。

人の一生を見通してみよう1

人は生涯にわたって
発達する

1

ライフステージと
発達課題

2

ライフステージと発達課題2

9

０～１歳ごろ

６５歳～

１～６歳ごろ

１２～２０代

3０代
～６４歳

６～１２歳ごろ

平均寿命とは，０歳児の平均余命（ある年齢の人びとが，その後何年生きられるかを示したもの）のことである。１５歳の平均余命になると，男子は
65.81年，女子は72.12年である（厚生労働省「平成26年簡易生命表」）。

あなたは，今，自分のことを子どもだと思うか，おとなだと思うか。
その理由はなんだろう。意見を出し合ってみよう。

考えてみよう

電車に乗るときはおとな料
金だからおとな

まだお小遣いをもらっている
から子ども

着る服は自分で決めている
からおとな

選挙権がないから子ども

5
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15

20

乳児期

幼児期
児童期

青年期

壮年期
高齢期

平均寿命の推移1

（厚生労働省「平成 26年簡易生命表」）

自我が芽生え，想像力が
豊かになり，人やものへ
の関心を深め，遊びを通
して体と心が発達する。

次世代に自分たちの知識
や技術・知恵を伝えなが
ら， 趣味や社会活動を通
じて社会とかかわる。

自然や社会への視野を広
げ，学習を通して生活を
科学的に見つめる力や文
化を育む力を養い，仲間
と積極的にかかわる。

養育者との応答を
通して信頼感を育
む。人との交流を
通して外界とかか
わり始める。

職業に就き，家庭
を築いたり，子ど
もを育てたり，社
会活動に参加する
など，社会の中心
的役割を担う。

アイデンティ
ティを形成し自
己の価値観を育
む。将来の自立
とかかわらせた
基礎力を養う。

上の写真は，青年期の扉を開けたばかりの私たちの前には，はるか長い人生のステージが広がっていることをイメージしたものである。深い悩みの中に
いる人もいるかもしれない。しかし，まだ経過地点である。将来を希望をもって展望しよう。

第
1
章青

年
期
の
自
立
と

家
族
・
家
庭

191818

青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭

5

10

15

20

❷ step family。結婚によって，血のつながらない継親子
関係が生じた家族のことをいう。英語の stepには「継」と
いう意味がある。

❸親権とは，未成年者の子どもを監護・養育し，その財
産を管理し，その子どもの代理人として法律行為をする
権利や義務のことをいう。戦前の家制度は父親しか取る
ことができなかったが，戦後民法が改正され，父母のど
ちらでも親権をもつことができるようになった。1960年
代前半までは離婚後父親が親権をもつことが多かったが，
その後以降，母親が親権をもつケースが増えた。

夫妻ともまたはどちらか一方が再婚の婚姻
件数の推移

2

（万組）20 30（%）

全
婚
姻
件
数
に
占
め
る
夫
婦
と
も
再
婚
ま
た
は

ど
ち
ら
か
一
方
が
再
婚
の
割
合

夫再婚・妻初婚
夫婦とも再婚
夫初婚・妻再婚

再
婚
件
数

14

15

8

18
25

12

10
6

2

16

20

10

54

0 0

全婚姻件数に占める夫婦とも再婚または
どちらか一方が再婚の割合

1952 1960 1970 1980 1990 2000 11 12 13（年）

（厚生労働省「人口動態統計」2014年）

平均初婚年齢の推移1

❶法律婚をしていない男女間に生まれた子どものこと。
法律婚をしている男女間に生まれた子どもは婚内子とい
う。法律上の用語では婚外子を嫡

ちゃく

出
しゅつ

でない子（非嫡出子），
婚内子を嫡出子という。

　私たちの多くは，家族の中で生まれ，

育てられる。この家族を出
しゅっ

生
しょう

家
か

族
ぞく

とい

う。一方，結婚することによって自分

自身がつくっていく家族を創
そう

設
せつ

家
か

族
ぞく

という。

　出生家族は自分の意思では選択できないが，創設家族は，どの

ようなパートナーを選ぶのか，いつ子どもを生むかなどを選択で

きる。さらに，創設家族をつくらないという選択をすることもある。

　高度経済成長期以前の結婚は，見合結

婚が主流であった。1960 年代を境に恋

愛結婚の割合が見合結婚を上回り，結婚は本人同士が自由に選択

するものへと変わってきた。

　近年の日本の結婚の特徴は，晩
ばん

婚
こん

化
か

が著しいことである。1970

年代半ば以降，平均初婚年齢は男女共に上昇してきている。

　北欧や西欧諸国では 1970 年代以降，同
どう

棲
せい

が増加し，婚
こん

外
がい

子
し

の
❶

出生割合が増えてきたが，日本では婚姻届を出す法律上の結婚（法
ほう

律
りつ

婚
こん

）をする人が多い。

　法律上の手続きはしていないが事実上夫婦として生活する関係

を事
じ

実
じつ

婚
こん

と呼んでいる。日本でも，現在法律で認められていない

夫婦別姓を貫くために，事実婚の形を選択する夫婦が現れている。

家族をつくるとはどういうこと？2

出生家族と
創設家族

結婚に関する意識

1
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　戦後，日本の離婚率は世界的にみても

低い水準だったが，1980 年代から増加

傾向が続いており，ひとり親家庭が増

加している。全離婚件数の約 6割が未成年子のいる夫婦の離
り

婚
こん

で

あり，その増加に伴って，1980 年代以降，再
さい

婚
こん

も増えてきた。

再婚カップルには子どものいる場合も多く，そのような場合，ス

テップファミリー
❷

を形成することになる。

　離別後，子どもの親
しん

権
けん

は
❸

父，母のどちらがもつか，別れた親子

の関係をどのようにつくるか，再婚によって生じた継
けい

親
しん

子
し

関係を

どうつくっていくかなど，新しい課題に直面している。

　戦前は国の政策として多産が奨励され

ていたが，敗戦後は生活水準をあげる

目的で政策が進められ，人工妊娠中絶

と避妊が普及することによって，1950 年代前半に出生率が急低

下した。1970 年代初頭まで，合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

は
❹

比較的安定して

いたが，その後は低下の一途をたどっている。

　かつては，子育ては祖父母や地域の人びとなど，多様な人びと

によって行われていたが，高度成長期に，多くの女性たちが専業

主婦になり，子育ての役割が母親に集中するようになった。専業

主婦は減少してきているが，今日でも母親に子育て役割が集中す

る傾向が強い。母親一人の孤独な子育ては，育児不安や育児スト

レス，虐待などにつながりやすいと指摘されている。

離婚・再婚と
家族関係

2

子どもをもつこと
もたないこと

❹出生率を表す指標の一つで，女性の年齢別出生率を年
齢について合計した数値である。一人の女性（15～ 49歳）
が現在の出生パターンに従って出生した場合に期待され
る生涯出生率を表す。合計特殊出生率が 2.1あればその
社会の人口再生産が可能だとされている。

名字変えたくない，事実婚にcolumn

　一時 1.26まで落ち込んだ合計特殊出生率だが，現在その数値
はわずかであるが上昇している。
　一方で，その年に生まれた子どもの人数を示す出生数は減少し
ているという事実がある。出生数は減少しているのにもかかわら
ず，合計特殊出生率が上がっている要因の一つとして，母数とな
る15～ 49歳女性の人口が前年に比べて少なくなっていることが
あげられる。
　合計特殊出生率の上昇のみを見ると，まるで少子化に歯止め
がかかりつつあるような取り上げられ方もされるが，実際には出
生数は減っており，少子化はいまだ深刻な私たちの課題である。
　このような統計を見るときには，その統計がどのように作成さ
れているのかを，知ることが実情を認識するうえで重要である。

統計のふしぎー近年の合計特殊出生率上昇の理由
　姓を選ぶ現行法の下だと結婚すると
「嫁に行った」，「婿

む こ

養子に入った」とみ
られる。「『入籍』のイメージから，多く
の人は結婚したら相手の戸籍に入ると誤
解している。実際は新しい戸籍をつくり
二人で入籍するのですが，でもどちらか
の家を継ぐのではなく，夫と妻が対等で
あるようにしたかった。」婚姻届を出さず
に戸籍をつくらない事実婚だと思いがよ
り明確になる，そう思った。事実婚の一
番の理由は「名前を変えたくないという
単純な理由じゃいけないの？　理解して
くれなくてもいいから，この名前でいさ
せてと思う。」と話す，柏倉さん（33歳）
と青木さん（35歳）。（共同通信社『家
族新聞』）

　戸籍は，人の出生から死亡に至
るまでの親族関係を登録するもの
である。1898（明治 31）年に「家」
を中心とする身分関係を全国的に
把握する戸籍法が制定された。戦
後に夫婦を単位とする戸籍制度に
改正され，現在に至っている。
　欧米では家族ではなく，個人を
単位とした身分登録制度が採用さ
れている国も多い。

戸籍

20 年後の自分の生活の様子を想像してみよう。

考えてみよう

理想の結婚相手を見つけるためには，就職活動と同じく幅広い情報の入手や積極的な活動が必要と意識している人も多く，結婚活動（婚活）に取り組ん
でいる人も多い。

少子化問題は，日本だけではなく，多くの先進国が抱えている問題である。特に，ヨーロッパを中心とした先進国では、日本と同レベルで進行中であり，
ドイツは1960年代後半から少子化が進み，日本同様，人口が減り始めているという。

結婚して
いるかな？

仕事をもって
働き続けたいな。

歳

夫

妻

26

32

22

28

34

24

30

1950 1055 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 （年）

（厚生労働省「人口動態統計」2013年）
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（厚生労働省「人口動態統計」・国立社会保障・人口問題研究所
「人口統計資料集」による）

　骨粗しょう症とは，体中の
カルシウム不足によって，骨の主

成分としてたくわえられていたカルシウムが
血液中に溶け出して，骨がスカスカになり，
骨折をしやすくなる病気である（右写真）。年
をとるとともに増え，日本では予備軍を含め
約 1,000万人の患者がいるといわれている。
さらに，高齢者人口の増加に伴ってその数
は増える傾向にある。
　骨は主にカルシウム，リン，たんぱく質か

らできていて，このうちカルシウムが骨を硬
くする成分である。若い時のカルシウムの摂
取不足が中高年期に骨粗しょう症を引き起
こす原因となることがあるので，若いうちか
ら十分にカルシウムを摂る必要がある。カ
ルシウムを多く含む牛乳や乳製品，小魚，
大豆などを積極的に食事に取り入れたい。
また，カルシウムを骨に蓄積させるには日光
浴や適度な運動も必要である。

なぜ，骨粗しょう症になるの？

精神面・心理面では，頑固になるといわれることが多いが，高齢期になると，家族や友人，仕事や役割，健康や能力を失うなどさまざまな「喪失」を経
験しなければならず，その変化に適応することの難しさが，外から見る頑固さといった要素に結びついている。

認知症を描いた漫画3

岡野雄一『ペコロスの母に会いに行く』は，
還暦を過ぎた息子が，認知症の母を介護する
日々をつづった漫画。

高齢者の生活と課題2
　老化に伴い高齢者に多く見られる病気としては，心筋梗塞や高

血圧症などの生活習慣病，白内障や骨粗しょう症，心不全や不整

脈，パーキンソン病や認知症などがある。認
にん

知
ち

症
しょう

とは脳の認知機

能（理解，判断など）が低下し，日常生活に支障をきたす病気の

ことである。

　このような病気は関連しており，例えば生活習慣病である糖尿

病になることによって，水晶体が白く濁ることによる白内障や慢

性腎不全になるとともに，血管性認知症になりやすくなる。若い

頃からの食事，運動，喫煙，アルコール摂取などのコントロール

が重要である。

　統計的に見ると，半数近くの高齢者が病気に関してなんらかの

自覚症状を訴え，実際に医療を受けている人も，若い人に比べて

多い。しかし日常生活への影響を受けているのは，高齢者全体の

４分の１くらいで，85歳を過ぎても半数は元気である。

3

4

5

　成年期以降に加齢とともに起こる心身機能の変化を老
ろう

化
か

とい

う。白髪が増える，しわが増える，近くのものが見えにくくなる

などの変化が起きる。そして，一般的に適応力や抵抗力が低下す

るため，病気にかかりやすくなるとともに，治りにくくなる。

知能はあまり変化しない

　高齢になると，「昨日の夕食で何を食べたか」といったような

経験や出来事に関する記憶（エピソード記憶）が低下する傾向が

ある。これは，流
りゅう

動
どうせいのう

性能力
りょく

といわれる新しい知識の吸収等が年齢

とともに低下することと関係している。しかしながら，過去に習

得した知識や経験をもとにして対処する能力である結
けっ

晶
しょう

性
せいのう

能力
りょく

はあまり低下しない。これは，高齢になっても学び，習得するこ

とができることを示している。

1

2

老化ってどういうこと？1
老化とは

高齢者と病気

シニア体験で老化を実感してみよう。考えてみよう

結晶性能力と 流動性能力2

■結晶性能力〔語彙・社会的常識・総合的判断力〕
■流動性能力〔新しい情報や知識の吸収等〕
（井上勝也・木村周「新版老年心理学」1993年）

結晶性能力

流動性能力

年齢（歳）7025

science
eye

加齢によるもの忘れは体験の一部のみを忘れるのに対して，認知症は体験全体を忘れる。例えば，「夕食で何を食べたか」を忘れるのは加齢によるものだが，
「夕食を食べた」こと自体を忘れるのが認知症である。
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■ 男 ■ 女 ■ 65歳以上の者総数 （ 4 5 とも内閣府「高齢社会白書」2015年より作成）
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病気の自覚症状をもつ人の割合4 日常生活に影響のある人の割合5

両腕関節
サポーター

ゴム手袋

左右違った
足首おもり

耳せん 白内障用
ゴーグル

ゼッケン

膝サポーター

きき手首
おもり

つえ

茶わんでごはんを
食べてみよう

さまざまな身体の機能の変化1

　個人によって異なるが，一般に
次のような変化が見られる。
• 近くのものが見えにくくなる。
•足腰が弱り，転びやすくなる。
• 関節が固くなり，動かしづらくなる。
•音が聞き取りにくくなる。

棚の上にあるもの
を取ってみよう

小銭を取り出してみよう

階段を降りてみよう

活字はどう見える？

下に落ちた物を
拾ってみよう

音の聞こえぐあい
はどうかな？

（Baltes, 1980）
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リスクに備える1

　長い人生において，リスク
❶

は常に隣り

合わせにある。私たち自身や家族の誰

かが病気になったり，親が失業して貧
ひん

困
こん

に
❷

陥ったりすることがあ

る。また，予期しない事故・災害に巻き込まれ，生命や家庭など

の生活基盤を失うことさえある。こうしたリスクに対する「備え」

や，「助け合う」関係づくりはできているだろうか。

　安心・安全な生活を営むためには，自

助・共助・公助を適切に組み合わせ，

地域で支え合うことが大切である。

　自
じ

助
じょ

とは，他人の力によらず，当事者である自分の力で課題を

解決することである。当事者の周囲にいる近しい人（家族や友人，

そして近所の人）が，自発的に助け合う互
ご

助
じょ

を含むこともある。

　共
きょう

助
じょ

とは，地域や市民レベルでの支え合いのことである。

NPOなどの事業やボランティア活動，つまりシステム化された

支援活動も含まれる。

　公
こう

助
じょ

とは，国や地方公共団体などの行政による支援のことであ

り，さまざまな公的なサービスにより，個人では解決できない生

活の諸問題に対処する。

　私たちはリスクへの備えとして，自らの責任と努力で対応する

ばかりでなく，福祉やサービスを活用することや，相互に助け合

う心構えをもつことが必要である。

リスクの備えには何がある？1

リスクとは

自助と共助と公助
1

❶将来，生命や資産，環境などに対して望ましくないこ
とが起きる可能性のこと。

❷貧困は，貧しくて最低限の暮らしも困難な状態。貧困は，
途上国だけでなく，先進諸国でも解決困難な社会問題で
あり，社会福祉の原点である。貧困になると，①物質的
必要，②経済的環境，③社会関係が欠ける。

「向こう三軒両隣」とは，自分の家の向かい側の３軒と左右２軒の隣家を指す。日常，親しく交際する近隣関係をいう。これが機能すれば，虐待や孤独
死など地域の不安を解消することができるだろう。

考えてみよう 「イス取りゲーム」ってしたことある？　朝，登校したら
自分の座る椅子と机は「イス取りゲーム」で確保することになって，
クラスメートが3人，授業を受けられないことに…
「椅子」がもし「働く場」だったとしたらどう思うか，みんなで話し合ってみよう。
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●「早起きする努力が足りない！」

●今日は授業が休めてラッキー（＾0＾）／

●「来週はさらに 3つ少なくなるぞ」だって…

●みんなの分の席をちゃんと用意して…

夢でよかった。

（上の写真の説明）平成26年 8月の広島市を襲った豪雨により，土砂で埋まった駐車場の泥をかき出すボランティアに参加した高校生たち。徐々に人
数は増え，ボランティアは総勢50名を超えた。

これは防災の例
だね。ほかにどん
な自助・共助・公
助があるかな？

5

10

15

20

column すべり台社会

　生活困窮者など国内の貧困問題に関す
る活動に取り組む湯浅誠氏の言葉である。
最後のセーフティネットである生活保護
を抜けてどこのネットにもひっかかるこ
となく，最後まで滑り落ちてしまうよう
な社会のことを指す。
　湯浅氏は，このような貧困状態に至る
背景には「五重の排除」があるとしてい
る。

①教育課程からの排除（すでに親世代の
貧困がある）
②企業福祉からの排除（雇用保険・社会
保険に入れず失業時の立場も不安になる）
③家族福祉からの排除（頼れる親や子ど
もをもたない）
④公共福祉からの排除
⑤自分自身からの排除（自分自身の存在
の意義を見出せず，すべてを自分のせい
であるととらえてしまう） （湯浅誠／こうま・すう「貧困襲来」より）

595858

自助・共助・公助の役割分担1

共助
自分の生命は
自らが守る

自助

公助

行政との連携による
救出活動など

自分たちのまちは
自分たちで守る

子どもの発達と生活1
子どもってどんな姿だろう。
あなた自身の幼かったころや身近にいる子どもの姿を思い出しながら，
子どもの姿を具体的に考えてみよう。

話し合ってみよう

第
2
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ど
も
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（上の写真の解説）自然学校で遊ぶ子どもたち。女の子二人は冬枯れの草っぱらで草笛を吹き，その音の面白さに笑い合っている。子どもは遊びを通じて，
世界と出会い，没頭する中で，自然にさまざまな力も身につけていく。

歩道をおばあちゃんと歩いていたら大きな犬が来て「こわ
い」と言って車道の方へ逃げようとしたので，おばあちゃ
んが真っ青になったんだって。

うんと高く積み木を積んだり，初めて鉄棒に挑戦したり
したときなど少し難しいことをするときはいつも「見てて，
見てて」と言っていたのを思い出すね。

母子健康手帳には新生児期から６歳ごろまでの発育状況などを記入する欄がある。こまめに記入することで子どもの発育・健康について気づくこともあ
る。

　乳
にゅう

幼
よう

児
じ

期
き

は
❶

，運動能力，言語能力，社

会性など，さまざまな側面の発達が著

しい時期である。これらの側面の発達

が互いに影響し合いながら，子どもは成長していく。

　発達は，一般的に順を追って進んでいくもので（⇒ p.32・33），

その順序やペースを無視して，技術や知識を教え込もうとするこ

とは，発達にゆがみを生じさせる。

　また，言葉を話し始めたり，歩き始めたりする時期には，標準

はあるが，個
こ

人
じん

差
さ

もある。

　これらの発達の特徴をふまえ，子ども一人ひとりの発達段階や

その個性に応じたはたらきかけが，子どもの健やかな成長を導く。

子どもは，受け身の存在ではなく，自ら周囲の人や物にかかわり，

その活動を通して自分の世界を広げ，発達することから，周囲の

おとなは，子どもの自発的な活動を温かく見守り励ますとともに，

発達に応じた環境を整えることが必要である。

子どもはどのように発達するの？1

子どもの発達の
しくみと個人差

1

2

私は 1歳になる前に
歩き始めたから，
お父さんが

びっくりしたって
言っていた。

２か月：初めてお話しした。

これまで泣き声以外の声は出

さなかったのに ｢ア－ウ－｣と

やっと聞き取れるぐらいの声

を出した。ア～

１歳１０か月：自分で食べよ

うとしてポロポロこぼすので

いつものように食べさせよう

とすると顔を背けて｢ブンブ

でブンブで（自分で自分で）｣

と言って，嫌がる。

ブンブで

乳幼児期の運動機能の発達の通過率1

 （平成 22年 乳幼児身体発育調査報告書より作成）
横軸は各運動機能が表れる時期と順序を示し，縦軸は通過率
（その月齢の何％の子どもがその運動を行うか）を示している。

ひ
と
り
歩
き

か月
つ
か
ま
り
立
ち

は
い
は
い

ひ
と
り
す
わ
り

ね
が
え
り

首
の
す
わ
り

❶出生から 6歳ごろ（就学前）までをいう。このうち出生
後 28日未満を新生児期，1歳までを乳児期，1歳から就
学前までを幼児期という。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

100％
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私は，3歳ごろまで
同じ年の他の子よりも言葉が

少なかったから，お母さんが心配して
保育所の先生に相談してたらしい。

今じゃすっかり
おしゃべりだけどね。

　育児期の子どもの成長の記録や日々の健康状
況などを記録した日誌を育児日誌という。健康
管理のほか，思い出づくりのため記録される。
自分の子どものころにはどんな出来事があった
か，調べてみよう。

調べてみよう

育児日誌にみる子どもの発達2

5

10

15

３歳１か月：お風呂の時間，

引き戸を使って幼稚園バス

ごっこが始まる。リビングで

「バスごっこ」の歌を歌ってい

ると「あっちのバスに乗らな

い？」と誘いに来た。

発車しまーす

28 29

子
ど
も
の
発
達
と
保
育

家庭基礎 p.28～47，家庭総合 p.38～ 63

保育所や幼稚園などでは，子どもの発達をうながすいろいろな工夫がされている。どのような工夫がされているのかみてみよう。
手作りおもちゃの材料によっては，アレルギーを起こす子がいることもあるので，訪問先に確認しておこう。

　ふれ合い体験の後，楽しかったこと，

嬉
うれ

しかったこと，困ったことなど，具

体的な出来事をふり返ろう。

　その内容をグループで話し合ったり，感想文などにまとめて発

表したりしよう。

ふれ合い体験の
ふり返り

42 43かかわった子どもによって，体験した内容も異なる。他の高校生の体験から，子どもについて多面的に理解したり，かかわり方の工夫について学ぶこと
ができるので，体験のふり返りは重要である。

　「ふれ合い体験」の前には，まず「ふ

れ合い体験」の内容や流れ，施設の特徴 ,

子どもの年齢などを知り理解すること

が必要である。次に，実際に子どもとかかわるときの，望ましい

服装や態度なども考える。遊びやゲームをしたり，手づくりおも

ちゃを持参したりする場合には，余裕をもって準備をしておこう。

「ふれ合い体験」を通して学びたいことなど，自分なりの課題も

明確にしておこう。

　子どもと実際にかかわってみると，い

ろいろな子どもがいることや，さまざ

まな反応があることに気づくだろう。

　積極的に高校生とのかかわりを求めてくる子どももいる一方

で，だまったままの子や，蹴
け

ったり叩
たた

いたりしてくる子もいるか

もしれない。それは，高校生に対する恥ずかしさや，不安の気持

ちの表れであることが多い。

　「この子は○○な気持ちかもしれない」と子どもの気持ちを想

像しながら，高校生のほうから優しく声をかけたり，手をつない

だり，遊びに誘ったりしてみよう。 1 のようなかかわり方も参

考にしよう。

子どもとふれ合ってみよう3

ふれ合い体験の
前に準備

子どもとの
ふれ合い

ふれ合い体験の流れ

お世話になる保育所・幼稚園の
先生方に挨拶

安全と衛生に配慮

担当のクラスで自己紹介

絵本の読み聞かせ

今日はどうぞ
よろしくお願いします。

今日は高校生の
お兄さん・お姉さんが
来てくれました。

爪は前日までに
短くしてきたよ。

ごっこ遊び 砂遊び

クイズ大会

最後は，お世話になった先生方と
仲よくなった子どもたちにお別れの挨

あい

拶
さつ

ブロック遊び

先生のおはなし

かごめかごめ

列車ごっこ

楽器づくり

START

FINISH

こんなに
仲良くなりました。

お馬さん

ありがとう
ございました！

ぼく
わかるよ！！

子どもらしい言葉や行動に対して，共
感的な応対をしましょう。

子どもが話しかけてきたら，しゃがん
で，目を合わせて，微笑みながら話
を聞こう。

子どもなりにがんばっていることを認
める言葉をかけよう。

子どもの持ち物や服装などが会話の
きっかけになる。

かっこいいね！

かわいいTシャツだね。
この○○プリンセス，
私も好きだよ。

うわぁ，積み木を
一度に 2個も持って，お片
づけがんばってえらいね！

どうしたの？

子どもとかかわるときのポイント1
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子
ど
も
の
発
達
と
保
育

共
生
社
会
に
お
け
る
地
域
や
家
族

　地方自治体や自治会など，私たちの身近に自
じ ち

治と
❶

いう名前がつ

いた組織は色々とある。町内会や自治会等の地縁型組織は，同じ

生活圏域に居住する住民で構成されている。主に，地域行事（お

祭りや運動会等）の運営や，清掃，防犯や見守り，災害時の避難

訓練など，地域住民が安心・安全な生活を送るための自治運営を

行っている。この一定地域で共に暮らす人びとの集まりを地縁型

のコミュニティという。一方，テーマに沿って自発的に問題解決

に取り組むテーマ型のコミュニティ
❷

もある。

　私たちは福祉を利用する一方で，自らも，さまざまな福祉サー

ビスを担う主体として，福祉活動へ参加することが求められてい

る。1995 年に起きた阪神・淡路大震災，2011 年の東日本大震災

では，全国からの老若男女による炊き出しや倒れた建物の整備な

どの助け合いの活動への参加が自主的に行われた。

　福祉へ参加するということは，他と共同して生活しやすいコ

ミュニティづくりに参加し，同時に生活しやすいコミュニティと

するにはどうしたらよいか考えることである。

福祉への参加

1

地域のコミュニティ

　自分の身近な問題も，グローバルな問題も，「おかしいぞ」，「ど

うにかしたい」と思ったことはないだろうか。さまざまな地域や

社会的課題に対して主体的に解決しようとして行動する人をボラ

ンティアという。また，そうした活動を，ボランティア活
かつどう

動とい

う。活動の種類はさまざまある。まずは，私に「できること」「興

味があること」から始めてみよう。

　しかし，ボランティア活動は，単に何かを実施すればいいわけ

ではない。活動を通じ，あなた自身が何を感じ，何を読み取った

のか，どうしたら，社会の置かれた状況や問題を解決できるのか，

あなたの考えをまとめ，話し合ってみることが大切だ。お互いを

知り，違いを認識し合う中で，「共に生きる」「地域とつながる」「必

要とされる自分」を実感してみよう。

2

私たちにできることから始めよう

　相手の話を聴くことでできる社会貢献活動がある。傾聴ボラン
ティア活動だ。「傾聴」は，話し手の話（苦しみや悩み等）をじっ
くり聴いて共感し，ありのままを受け入れる聴き方である。傾聴
を通じて，話し手の心を癒やし，孤独や不安を軽減する手助けを
していく。この活動は特別な資格はいらない。
　傾聴ボランティア活動は，現在，施設や一人暮らしの高齢者，
長期入院患者などを対象に活動が行われている。また，2011年
3月 11日の東日本大震災以降，被災にあった多くの方々の悲し
みや苦しみを共有し，心のケアに努める傾聴ボランティア活動が
継続して行われている。　

　入院中の子ども達に，「笑顔」と「笑い」を届けているボランティ
アがいる。ホスピタル・クラウンとは，クラウン（道化師）が病
院で活動をすることである。欧米から始まったこの活動は，日本
にも全国的に広がっている。
　訓練を受けたクラウンは，「ピエロ」のように赤い鼻をつけ，
カラフルな衣装を身に着ける。現在の主な訪問先は，提携した
小児病棟だ。病院に入院している子どもの中には，長期にわたっ
て，つらい病気と闘っている子もいる。こうした中，クラウンの
パフォーマンスが子ども達に夢と感動を与え，大人たちにも笑顔
が広がる。

さまざまなボランティア活動を知ろう

入院中の子ども達を喜ばせるために　
～ホスピタル・クラウンの活動～　

話し手の心に耳を傾けて
～心のケアのための傾聴ボランティア活動～

日本ホスピタル・クラウン協会 ユニベール財団の傾聴ボランティア

人にかかわる

子どもを対象とした活動

まちづくりのための活動

国際協力に関係した活動

高齢者を対象とした活動

安全な生活のための活動

その他

障がい者を対象とした活動

自然や環境を守るための活動

災害に関係した活動

健康や文化を守る，
創る

ローカルな地域や
自然に向き合う

グローバルに
目を向ける

健康や医療サービスに関係した活動

スポーツ・文化・芸術・学術に
関係した活動

（総務省「社会生活基本調査」2011年のボランティア活動の
分類に基づき作成）

column

コミュニティに参加しよう2

被災地のカーシェアリングから生まれるコミュニティ

　2011年の東日本大震災で車を失い，生活面で不
自由を感じていた人が石巻市にも大勢いました。そこ

で全国の個人や企業から車の寄付を募り，集まった車を
貸し出し，共同で使っていただく支援活動を始めました。
　車の経費は利用者が実費を負担し，車の使い方については，
利用者同士でルールを決める仕組みです。高齢者の送迎や乗
合での買い物や旅行などにも活用され，単に移動だけでなく交
流や高齢者の見守りなどの効果も生まれました。
　2015年 1月現在，約 70台の車を活用し，カーシェアリング
だけでなくNPOや生活困窮者等にも車の貸し出しを行ってい
ます。
　また，メーカーの協力の元，電気自動車（EV）の活用も始ま

りました。EVが移動式の蓄電池として活用できる特性を活か
し，防災訓練で車から電気を取り出す訓練が仮設自治会で行
われました。これから建設される災害公営住宅の一部では自然
エネルギーでEVを充電するシステムがカーシェアリング用に導
入されることも決まっています。
　車を一緒に使うことから地域の助け合いや関係が育まれ，可
能性が広がる現場を何度も見ています。

areer
キャリア

ボランティアとは自発性（強制されて活動しない），無償性（営利を目的としない），公共性（社会的に必要な活動）の3つの性質をもつ。地域社会の活性化のためには，さまざまな立場の人がさまざまな形での社会参加・政治参加を可能にすることが求められる。また，人の力は，社会参加
や政治参加をし，他人と十分に刺激しあうことにより十分に開花するものである。

吉
よ し

澤
ざ わ

武
た け

彦
ひ こ

さん
日本カーシェアリング協会　代表理事
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さまざまな種類のボランティア活動2❶他者に統制されず，自分のことを自分が決めていくこ
と。個人や集団，地域が，自らの規範や基準，目的を自
らが決め，自ら守ることで社会秩序は維持されていくこと
が「自治」である。

❷ボランティア活動・市民活動団体・ＮＰＯ・ＮＧＯ等
がテーマ型コミュニティにあたる。

阪神淡路大震災での炊き出しボランティア活動

東日本大震災での民家のガレキ除去のボランティア活動

震災現場のボランティア活動1

898888

中学校
学習内容

家族・家庭と子どもの成長
食生活と自立
衣生活・住生活と自立
身近な消費生活と環境

小学校
学習内容

家庭生活と家族
日常の食事と調理の基礎
快適な衣服と住まい
身近な消費生活と環境

家庭科の学習を始めよう
小学校，中学校の家庭科の上に積み重ねて，
自分の生活をよりよくするために，
主体的に実践できる能力と態度を身につけよう。

高等学校
学習内容

自立に向けて
最後のステップだね

地域の課題にも
目を向けよう

子どもと
実際にかかわろう

自分らしい着こなし
にチャレンジだ

消費者力を
身につけよう

ロールプレイングで
家族関係を考えよう

これから
どんな家に住むか，
考えてみよう

焼売をつくるのは
はじめてだ

青年期の自立と家族・家庭
子どもの発達と保育
高齢期の生活
共生社会と福祉
食事と健康
被服管理と着装
住居と住環境
消費生活と生涯を見通した経済の計画
ライフスタイルと環境
生涯の生活設計
ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

i ii

72 73

　これまでの食生活の学習の中で，生活に生かしていることはどんなことだろうか。
　また，これからも学習したい事柄はどんなことか，話し合ってみよう。

考えてみよう
column

食生活の課題1

　毎日の食事は，私たちが生きていくた

めに必要なエネルギーや栄養素の摂取

という生
せい

理
り

的
てき

な役
やく

割
わり

だけでなく，彩
いろど

り，香り，食感などを楽しみ，

食べることによる満足感，家族や友達などと共に食べる楽しみ，

同じものを食べることによる仲間意識の創出など精
せい

神
しん

的
てき

な役
やく

割
わり

を

もつ。そして，何をどのように食べるのかを先人に教わりながら，

新しい食べ物や食べ方を取り入れ次世代に伝えていくという食
しょく

文
ぶん

化
か

の創
そう

造
ぞう

・継
けい

承
しょう

の役
やく

割
わり

をもつ。

　人間には，朝目覚めて日中は活動し，

夜になると自然に眠くなり睡眠をとる

という 1日周期の体内時計
❶

が備わっている。「朝食」「昼食」「夕食」

あるいは「間食」を決まった時間にバランスよく適量食べること

で，空腹・満腹を感じる身体のリズムができあがり，一日の生
せい

活
かつ

リズムを規則正しく整えられるようになる。生活習慣の基本は，

健康の３原則とされる「調和のとれた食事，適切な運動，十分な

休養・睡眠」にある。朝食はしっかりと摂っているだろうか。毎

日身体を動かしているだろうか。夜更かしをしていないだろうか。

毎日の食事時間や食べているものと自分の生活リズムについて，

考えてみよう。

食生活について考えてみよう1

食事の役割

食事と生活リズム

1

給食メニューにも時代による変化がある。戦後にパンと脱脂粉乳から始まった給食は，脱脂粉乳が牛乳に変わり，パン食から米飯食への移行が進んでい
る。近年は完全米飯食を導入する学校が増えつつあり，アレルギー対応給食や食べ残し対策など，学校ごとに取り組みがされている。

朝食を摂らない理由1

□食欲がない
夜遅くに食べていませんか？

□食べるより寝ていたい
夜更かしをしていませんか？

□食べるより身支度
寝る前にできることは？

❶体内時計の中心は脳の視
し

交
こう

叉
さ

上核にあり，血圧の日内
変化やホルモンの分泌，自律神経の調節など，身体の各
臓器にある体内時計に指令を出すなど連動している。

若者に多い朝食欠食率

女性 男性

5.6
14.0
14.5 28.6

29.715.1
27.0

15.2
20.5

10.4
13.7

5.4
9.2

7～14歳

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

0 5 10 15 20 25 30（％）

5.2

2001年，香川県の小学校で始まった“弁当の日”は，親は手伝わず，子どもだけでお弁当を作って学校に持ってくるという取組みである。実践した
学校は全国で1400校を越える。

栄養バランスを考え
て食事をする。

表示をよく見て
食品を買う。

世界の飢
き が

餓について
関心をもつ。

食料輸送や環境問題
について考える。

日本や世界の食文化
の特徴を知る。

食料生産について
関心をもつ。

料理をつくる。

第
1
章食

べ
る

　朝食は，睡眠中に下がった体温を上げたり，脳の活
動に必要なぶどう糖を補給する役目をもつ。朝食を決
まった時間に食べることで，身体も頭も朝からしっか
りと働き始め，一日を有効に使うことができる。朝食
を摂っていない人の割合は，10代後半で男女ともに
15%弱であるが，20代の男女で 30％近くに増え，男
性は 30代，40代でも高い。
　朝食を摂らなくてもその日に困ることはないだろう。
しかし，朝食を摂れない理由を考えることで，その背
後にある生活習慣の問題点に気づくことができる。生
活リズムの乱れは，ゲームや携帯端末などの通信に費
やす時間の増加とともに夜型の生活になることからも
起こる。不規則な生活を送っていると，睡眠のサイク
ルが狂い不眠症になったり，朝起きられないことで社
会生活に支障が出てくることも考えられる。まず「で
きること」として，朝食を規則正しく摂ることを始めて
みよう。

朝食の欠食率

（厚生労働省「平成 22年国民健康・栄養調査」より）

生活リズムの乱れは
何からくるのだろう。
原因と解決策を
考えてみよう。

食
べ
る

5

10

15

主に小麦パン，乳・乳製品，肉・肉加工品が
供される。乳を発酵させたチーズやバター，肉
の保存性を高めたハム・ソーセージ類などの他，
ハーブの利用に特色がある。

ヨーロッパ料理圏
多民族が影響し合い，北部・南部，宮廷・庶
民，山間・海浜などによって，変化に富んだ
料理文化が形成された。多様な食材や乾物
などの利用，薬膳思想などに特徴がある。

中国料理圏

　日本では箸を使って食事をするが，世界には箸を使わない国もたくさんある。手で食
べる国では指先でも食べ物のおいしさを感じているという。ナイフを使う国では肉料理は
大きなかたまり肉のまま出されるが，日本では箸で食べやすいように切ってから加熱する。
　食べ方の違いにより，調理の方法やおいしさの感じ方も異なる。

4つの料理文化圏と３つの食法文化圏

食法 機能 内容

回教圏，ヒンドゥー教圏，東南アジアでは厳し
い手食マナーがある。人類の食文化の始まり。

混ぜる，つかむ，
つまむ，運ぶ

25億人

17億人

18億人

手食文化圏

箸食文化圏

ナイフ・フォーク・
スプーン食文化圏

切る，刺す，
すくう，運ぶ

混ぜる，はさむ，
運ぶ，切る（ちぎる）

中国文明の中で火
か

食
しょく

から発生。中国，朝鮮
半島では箸と匙

さじ

がセット。日本では箸だけ。

17世紀フランス宮廷料理の中で確立。
パンだけは手で食べる。

人口

（本田総一郎「箸の本」より作成）

　イギリスでは紅茶文化とともにス
コーンをはじめとする焼き菓子が発達
し，日本では抹茶や煎茶などの日本茶
とともに和菓子の文化が生まれた。中
国茶は点

てん

心
しん

と呼ばれる軽食とともに飲
茶（やむちゃ）形式もある。コーヒーに
もさまざまな種類があり，アメリカでは
たっぷりの量のドリップコーヒーをサン
ドイッチやマフィンとともに，イタリア・
フランスでは甘いデザートのあとに濃
いエスプレッソを楽しむ。缶コーヒーは
日本で生まれた。コーヒー・茶・菓子
などの嗜

し

好
こう

品の楽しみ方にも文化のち
がいを見ることができる。

桜餅（道明寺）と煎茶

アフタヌーンティー

世界では何を食べている？
気候・風土，地形などのちがいにより，世界の各地でとれる食料は異なる。
同じ食料であっても，国によって，地域によって
時代によって，民族によって
食べ方，料理などに特色が出る。

　寒冷な土地でも育つ豚肉
とじゃがいもを使った料理が
多い。さまざまな種類のソー
セージ，塩漬け豚肉の煮込
みにキャベツの酢漬け（ザ
ワークラウト）やじゃがいもを
添える。ライ麦パンもよく食
べられる。

　ドイツ料理

　デュラムセモリナ（デュラム
小麦の粉）でさまざまなパス
タをつくって食べる。形状だ
けでなく，手打ちパスタは北
イタリアでクリームやバターを
合わせて，乾燥パスタは南で
トマトと合わせるなど，地域
によって特色がある。

　イタリアのパスタ

　ベトナムでは米を粒食する
だけでなく，米粉を加工して
食べる。米粉を使ったフォー
やビーフンなどの麺類，ライ
スペーパーで生野菜やハーブ，
エビ・豚肉などを包んだ生春
巻きが知られる。

　  ベトナム料理　
（フォー，生春巻き）

　主要な穀物であるとうもろ
こし粉を使った生地を焼き，
肉や野菜を包んで食べる。
唐辛子入りのサルサ（ソース
の意味）にさまざまな種類が
ある。

　メキシコの
とうもろこし料理（タコス）

何が同じ？
何がちがう？
比べてみよう

　肉とパンを手軽に食べられ
るハンバーガーやホットドッグ
が知られる。七面鳥の丸焼き
は感謝祭に欠かせない料理
である。七面鳥は先住民に
よって家畜化されアメリカ大
陸から世界に広まった。

　アメリカの食

香辛料をブレンドしてつくるカレーには多くの種
類がある。タンドール（土釜）で肉やナンを焼く。
宗教上，ヒンドゥー教では牛，イスラム教（回教・
マホメット教）では豚を食べることを禁じている。

インド料理圏
東西文明の交差点にあったこの地域では特に
イスラム教によって豚肉を食べることが禁止さ
れ，焼肉料理のケバブには羊肉が使われる。

ペルシャ・アラブ料理圏

193 194

　主食となるヤムイモ，タロ
イモ，キャッサバなどのイモ
類は世界的にみても生産量
が多く，重要な作物である。
粉にして加工したり，茹

ゆ

でて
つぶしてスープやシチューと
一緒に手食する。

アフリカのイモ類

私たちは
アンデス
生まれだよ

column
世界の喫茶文化

　基本は，ご飯・汁・数種の
キムチに肉と野菜のおかずを
組合わせる。赤唐辛子の辛
さが特徴の料理が多い。ビ
ビンパ，チヂミ（パジョン），トッ
ポギなど，ご飯もの，粉もの，
餅の類も多様である。

　韓国料理

　中央アジアの遊牧民は羊，
馬，ヤギ，ラクダなどを連れ
て移動し，その乳を加工して
主食とする。羊肉は客人をも
てなす最高のごちそうである。

　　遊牧民の食・乳製品
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（上の写真の説明）シバームはイエメンの街。2000年以上前から高層住宅が建てられていたが，その目的は，盗賊の略奪を防ぐためと，洪水を避ける
ためであった。
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3LDKのマンションの間取り1

雨戸

片開き窓

両開き窓

引きちがい窓

片引き戸

片開きとびら

両開きとびら

引きちがい戸

浴そう

洋式便器

和式大便器

手洗い・洗面器

切り

押入・物入

折りたたみ
引き戸

階段昇降表示
下ル

上ル

平面表示記号

　間
ま

取
ど

りとは，建物内部の部屋の配置や

ドア・窓の位置などを示すものである。

間取りを見ることで，玄関や廊下，居

間や寝室の位置関係を読み取ることができ，家の中の自分の行動

を具体的にイメージすることができる。部屋の広さや動
どう

線
せん

も把握

できる。動線とは建物の中を人が移動するときに通る経路のこと

である。異なる動線同士が交わらないように，また動線の長さが

長くならないよう，わかりやすいように計画することがよいとされ

る。

　家を建てるときに建築士が描くのが建築図面である。建築図面

は誰が見てもわかるように一定のルールのもとに描かれている。

階段，扉など JIS 規格の平
へい

面
めん

表
ひょう

示
じ

記
き

号
ごう

を用いながら平
へい

面
めん

図
ず

が表示

される。

　家族の変化に伴って住まいも変化して

いく。子どものころの住まい，成人し

独立してからの住まい，結婚してから

の住まい，子どもが生まれた後の住まい，子どもが独立した後の

住まい，年を重ねてからの住まい，とそれぞれのライフステージ

に対応して求められるものが変化していく。

　子どもの成長にあわせて個室を設けるなど，リフォームを繰り

返しながら住み続けたり，ライフステージごとに住み替えたりす

ることで，家族の変化に対応している。

どんな住まいに住む？1

ライフスタイルと
間取り

1

ライフステージと
住まい

2

敷金は不動産賃貸の際に借主が貸主に対して賃料滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金。礼金は家や部屋を借りるときにお礼という名目で家主
に払う金銭である。

下記は次のページ 1 のマンションの物件情報である。わかることをあげてみよう。考えてみよう

間取り  3ＬＤＫ
面積 面積 71.71m2

管理費 1万円
敷金 2か月
礼金 2か月
駐車場 なし

種別 マンション
構造 鉄筋コンクリート造
階数 7/7
築年数 1年
備考トランクルーム 2100円／月

外壁タイル貼

○○○○線○○○駅　徒歩 12分　
○○○市　○町４
15万円

●駅からの距離
　徒歩 1分は 80ｍで計算
　この物件は駅から（　）ｍ

●日当たり
　ベランダの向き（　）方向

●毎月必要になる費用
　家　賃　　（　）万円
　管理費　　　（　）円

●契約時に必要な費用
　敷　金　　　（　）万円
　礼　金　　　（　）万円

ライフステージと住まい2

結婚してからの住まい

※二人の職場に近い
賃貸マンションに移る。
（広さ 52.54㎡）

成人して独立したときの住まい

※職場近くの
賃貸マンションに住む。
（広さ 24.62㎡）

※子育てに適した場所に
分譲マンションを購入し
て住む。（広さ 93.37㎡）

※子どもたちの独立後
は，夫婦がそれぞれの個
室を持ち，趣味を楽しむ。

子どもが二人になってからの住まい

家賃の目安は
月収の 3分の 1
以下というね

契約更新時
にはどんな
費用が

かかるだろう？

N

シバーム（イエメン）
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❶日本の現代の住宅の多くは，LDKといくつかの個室に
よって構成されている。

寝殿造（京都御所）5

畳が使われている
が，畳は人が座る
所だけに敷く。

column

　この家にはDKとリビングルー
ムがない。各自が寝室と広めの個
室を持ち，食事や団らんは誰かの
部屋に集まって自由に過ごしてい
る。猫も仕掛けを通って 3つの部
屋を気ままに移動して，過ごして
いる。あなたはどんな家に住みた
い？

人間 3人，猫 15匹，犬 3匹が一緒に暮らす

書院造（大
だい

徳
とく

寺
じ

高
こう

桐
とう

院
いん

）6

畳は敷き詰めら
れ，襖

ふすま

等で間仕切
られる。

床座といす座のよい点，不便な点について考えてみよう。

床座

5

10

15

地域による住まいのちがい4
地域・民族によって異なる住まい（インドネシア）

5

10

15

20

25

戦後の2DK（台所兼食堂と2つの居室）
における住まいの例

8

いす座と床座7

考えてみよう
　あなたが住んでいる地域にはどのような民家
が見られるだろうか。
　民家に見られる工夫について調べてみよう。

　近年，大学生や外国人など若い世代を

中心に，友達同士や見知らぬ人同士で

台所やバス・トイレを共有しながら一つの家に住むシェアハウス

という形式が東京などの都市部を中心にみられる。また，住まい

を取得したい人同士が集まり，話し合いを重ねながら建築家と共

につくり上げていく集合住宅であるコーポラティブハウスや，食

堂や家事スペース，休憩室や作業室などの共同スペースを持ちつ

つも各住戸の独立性が確保されたコレクティブハウスなど，コ

ミュニティを育むための新しい集合住宅の形式も注目されてい

る。

　なぜいろいろな住まいがあるのだろう

か。最大の理由は，住まいは身近に手

に入る材料でつくられるからである。そのため，同じ国でも地域

によってさまざまな住居が見られる。石が豊富な地域では，壁だ

けでなく屋根までも石でつくられる。木材が豊富な地域もある。

氷や竹，水草でつくられる住まいもある。

　気候や風土は，材料や建て方だけでなく，人びとの生活のしか

たにも影響し，それらが住まいを形づくる。

　生活の器といわれ，さまざまな生活が展開される住まいは， 暑

さや寒さから身を守るシェルターである。体を休め，家族とコミュ

ニケーションをはかる生
せい

活
かつ

の場
ば

であり，それらを支える家
か

事
じ

作
さ

業
ぎょう

の場
ば

である。住まいは，生
なり

業
わい

の場
ば

，祈
いの

りの場
ば

，冠婚葬祭をはじめ

として人
ひと

びとが集
つど

う場
ば

でもあるが，現代はそうした機能が住まい

の外部で行われることが多くなってきている（⇒ p.20）。

なぜいろいろな住まいがあるの？2

共に住まう
1

2

3

住まいの役割

4

　現在の住まいや住生活は歴史と無関係

ではなく，昔から受け継がれ，外国文

化の影響を受け，新しい技術や社会のしくみを受け入れる中で変

化してきた。たとえば畳は平安時代の寝
しん

殿
でん

造
づくり

に登場し，座敷と

いわれる和室は室町時代以降の書
しょ

院
いん

造
づくり

の影響を受けている。

　いすとテーブルで食事などをするいす座
ざ

というスタイルは生活

の洋風化と共に戦後庶民に広く普及した。現在多く使われている

間取り
❶

の LDK（L：居間　D：食事室　K：台所）のもととなる

DKは 1950 年ごろに新しく登場したもので，日本の長い住宅の

歴史から考えると，ごく最近の形式だといえる。食事空間と就寝

空間を分ける食
しょく

寝
しん

分
ぶん

離
り

の考え方や親と子ども，あるいは男女で子

どもの寝室を分ける就
しゅう

寝
しん

分
ぶん

離
り

の考え方がもとになっている。

　時代が変化しても変わらない生活上のスタイルもある。日本の

気候風土は高温多湿なため，履き物を脱いで床上に上がる上下足

分離や，床に座る床
ゆか

座
ざ

という住生活のスタイルも残っている。

住まいはどう変わってきた？3

住まいの変化

5

6

7

8

比較的元気な高齢者が、調理・掃除・食事などの行為を共にしながら、仲間と共にひとつ屋根の下で自発的に助け合って生活するという住み方・暮らし
方のことをグループリビングという。

いす座

寝殿造は平安時代の貴族住宅の形式。書院造は室町時代末期の武家住宅の形式である。現在の和風住宅に影響をおよぼしている。

シェアハウス1

一つの住居を複数人で共有する。

コーポラティブハウス2

一つの建物でありながら，さまざまな要素で構成されて
いる（大阪市　現代長屋TEN）。

コレクティブハウス3

さまざまな家族がそれぞれの家庭をもちながらもキッチ
ンとリビングを共有する。
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生涯の経済計画とリスク管理1
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考えてみよう 会社員のいとこに給与明細を見せてもらった。
いとこはいったいいくらもらえているのだろう。

番号 1242522　氏名 山川仁 差引支給額　199,520

■ 給与明細表

基本給 調整手当 残業手当職能給 住居手当 その他手当扶養手当 通勤手当 支給合計

健康保険料 介護保険料 組合費
厚生年金
保険料

所得税 社内預金雇用保険料 住民税 控除額計

220,000 0 34,8070 20,000 0 0 14,780 289,587

11,452 0 3,000 20,415 　7,707 30,0001,738 15,755 90,067

非消費支出

今月は
このくらい

非消費支出って
何だろう？

　世帯が家庭生活を営むためには，生活

に必要な商品を購入し，将来の支出の

ために貯蓄する必要がある。それらは，世帯を構成する人のだれ

かが得た収入によってまかなわれている。世帯単位で行われる収

入と支出をめぐる経済活動を家
か

計
けい

という。

　家計は企業や政府と共に国
こく

民
みん

経
けい

済
ざい

の一

翼を担っている。家計は税金や社会保

険料を支払うことで，政府から年金の

受給や健康保険などの医療費補助を受けたり，教育や住宅，清掃，

上下水道，公園，消防など，毎日の生活に欠かせない公共サービ

スを受けることができる。また物資やサービスを購入することで，

企業にその代金を支払うとともに，政府に支払う消費税をその企

業に預ける。さらに家計の構成員が企業や政府に労働力を提供し，

その対価として賃金を受け取っている。

　また，国民経済そのものが諸外国と結びついて維持されており，

自分たちの消費のあり方が，世界に影響をおよぼす可能性もある。

消費と経済はどうつながっている？1

家計とは

家計と国民経済・
国際経済のかかわり

1

2

家計消費
287.9兆円
（59.0%）

設備投資
69.4兆円
（14.2%）

公共投資
24.6兆円
（5.0%）

住宅投資
15.0兆円
（3.1%）

その他
90.8兆円
（18.6%）

2014年
名目国内総生産
（GDP）
487.7兆円

（消費者庁「平成 27年版消費者白書」）

国内総生産の構成比1

税金

中央政府

国民経済 国際経済

公
共
サ
ー
ビ
ス
・

社
会
保
障

税
金
・
社
会
保
険
料

物
資
・
サ
ー
ビ
ス

労働力・投資（株式）など

賃金・配当

賃
金
・
配
当

代
金
支
払
い

物
資
・
サ
ー
ビ
ス

労
働
力
・
投
資
（
株
式
）
な
ど

地方自治体

物資・サービス

対外取引・援助

貿易・投資

労働力

賃金

代金支払い

公共サービス・補助金

家計と経済の循環2

149148 （上の写真の説明）ポーランドのヴロツワフの市場の様子。ポーランドでは主に家族単位で，伝統農法で農作物を作っている農家が多い。市場にはそれ
らの多様な野菜を買い求める人が集まっている。

国民経済において，家計は公的負担として税金や社会保険料を支払っているが，これらは家計支出の中で非消費支出として位置づけられる。実収入に対
する非消費支出の割合は増えており，家計の公的負担が大きくなっている（⇒ p.151 3 ）。

諸外国

代
金
支
払
い

家計

政府の経済
企業

　為替レート（交換比率）は毎日変動しており，
ドルに対して円の価値が上がることを円高，
逆に円の価値が下がることを円安という。
　為替レートの変動により，40ドルのシャツ
が１ドル 100円のときは 4,000円だったのに，
1ドル 80円のときは 3,200円で足りるといっ
た現象が起きる。
　反対に，4,000円のシャツを輸出する際は，
40ドルで買えたものが，50ドルとなってしまう。

円安・円高

参考
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ポーランドの市場

149148148
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国立大学院については，国立大学と年間授業料は変わらない。

経済計画を立てよう4

　生活をとりまく経済状況はめまぐるしく変化している。そのよ

うな中で，よりよく生きるために，お金という資源をどのように

使っていけばよいのか。生涯にわたる経済計画とは，個人の生涯

をできる限り充実させるための資金計画である。

　経済計画には，短期的経済計画と長期的経済計画がある。短
たん

期
き

的
てきけいざいけいかく

経済計画とは，家賃や食事など定期的に必要な経費の収支を月，

週などの短期的視野で計画することである。

　一方，長
ちょう

期
き

的
てきけいざいけいかく

経済計画とは，数年または生涯にわたるような貯

蓄や支出についての計画のことである。購入したいものが比較的

高額な場合には，買うための資金を一定期間，貯めなければなら

ない。そのために貯蓄目標額や貯蓄の方法，期間を決め，計画的

に貯めなければならないが，途中で無理があれば調整も必要にな

る。他方，住宅ローンのように，長期にわたる借入金の返済をど

うやってまかなうのかを考えることもある。

　短期的経済計画と長期的経済計画とはリンクしている。長期的

経済計画に基づいて，月，週などの短期的期間にどのくらい貯蓄，

あるいは支出をするのかを計画することにもなる。国民年金・厚

生年金などの公的保障や民間保険の私的保障なども，長期的な経

済計画に関係する重要な要素である。

1

短期的経済計画と長期的経済計画

　一般に世帯主のライフステージによって，その重点目標が変化

する。住宅ローンのような長期間にわたる契約が増加し，それを

考慮して短期的な家計収支を考えなければならないことを家
か

計
けい

の

長
ちょう

期
き か

化という。

　家計にはライフステージや世帯構成によって，共通する特徴が

みられる。消費支出は，単身世帯では相対的に住居費の割合が高

く，子どもがいる世帯では教育費が高くなる。また高齢者世帯で

は保健医療費とその他消費支出に含まれる交際費の割合が高くな

る傾向がみられる。

　生涯生活設計はかけがえのない個人の生涯をできる限り充実さ

せるための考え方とツールである。生涯にわたって，充実した生

活を過ごすためには，実現したい夢を達成していくとともに，病

気や災害などリスクに備える必要がある（⇒ p.244）。生涯にわ

たる経済計画は，最も長期的な経済計画といえるが，そこには起

こりうるライフイベントが
❶
ある。一般に，住宅を購入したり，子

どもが生まれたら，その子どもが成人するまでの支出を考えたり，

自分の老後に備えるような，長期的経済計画をもとにして生涯生

活設計は構築されている。つまり生涯にわたる長期的経済計画と

は，個々の生活目標を実現するために必要な金額と期間の全体を

計画することである。

ライフステージによる支出の特徴

3

生涯にわたる生活設計

2

一人ひとりのライフプランに沿って総合的な資金設計を行うファイナンシャル・プランナーという専門家がいる。

いつ，何のために
どのくらいお金が
必要だろう？

3  ライフステージ別消費構造

結納・婚約～新婚旅行まで
にかかった費用の総額　443.8万円
新生活準備のためにかかった
費用の総額 　97.0万円

結婚にかかるお金

国立　　　自宅 508.4万円
　　　　　下宿 799.2万円
私立文系　自宅 672.3万円
　　　　　下宿 959.8万円
私立理系　自宅 794.0万円
　　　　　下宿　1,086.4万円

公立　1,158,863円
私立　2,886,198円

高校３年間に
かかる教育費

大学 4年間にかかる教育費出産にかかるお金

423,957円

（生命保険文化センター資料より作成）

要介護３に認定された場合
初期費用　20,000円
月々　　　38,311円

介護にかかるお金

2  起こりうるライフイベント

単身　荷物小　41,875円
　　　荷物大　59,847円

家族2人　85,204円
　　3人　103,695円
　　4人　136,107円
　　5人　192,601円

引っ越しにかかるお金

土地付注文住宅　3,562万円
建売住宅　3,206万円
マンション　3,758万円

住宅取得にかかるお金

公立　1,829,736円

小学校 6年間に
かかる教育費

公立　1,351,309円
私立　3,887,526円

中学校 3年間に
かかる教育費

治療費，食事代，差額ベッド代，交通費，
衣類，日用品費などの総額　22.7万円

入院にかかるお金

199.9万円

葬儀に
かかるお金

1  長期的経済計画の立て方

1. いくら必要なのか，貯蓄目標額を決める

2. どのように貯蓄目標額を貯めるか考える

3. 可能な貯蓄額と期間を決定する

4. 実行してみて，無理があるならば調整する

交通・通信
教育

教養娯楽
その他の
消費支出
交際費

光熱・水道
家具・家事用品

住居
被服及び履物
保健医療

食料

（総務省「家計調査年報」2013年より作成）

夫婦と子ども
（世帯主 40歳
代）世帯

高齢者
（世帯主 60歳
以上）世帯

35歳未満
女性単身
世帯

35歳未満
男性単身
世帯
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❶ライフイベントとは，就学，就職，結婚，出産・子育て，
住宅購入，リタイアなどさまざまな人生の出来事のこと。
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　私たちの体は，常に 36.5℃前後の体温で，健康な生活が営まれ

るように調整されている。衣服を身につけると皮膚との間に空気

の層がつくられ，外界とは異なった温度や湿度の環境ができる。

これを被
ひ

服
ふく

気
き

候
こう

という。

　また，衣服には皮膚から出る老廃物や皮脂，汗などを吸収し，

皮膚を清潔に保つはたらきがある。皮膚の表面を清潔にしておく

ことによって，皮膚表面のトラブル
❶

が少なくなる。

　衣服は体を保護する。紫外線や外傷，虫など外敵から身を守る

とともに，消防服や放射線防護服など，特殊な環境下で生命を守

るはたらきをもつ衣服もある。

　衣服には，作業や運動など動的な生活活動と，睡眠や休養など

静的な生活活動などへの適応を助けるはたらきもある。近年，ス

ポーツや競技のための高性能なものが開発されている。

　社会生活を送る上で，さまざまな場面で服装に約束事がある場

合が多い。これを守り，社会生活を円滑にすることも衣服のはた

らきである。たとえば制服は職業や所属する団体を表示し，結婚

式や葬式などの改まった席では華やかな装いで祝いの気持ちを表

現したり，喪服でお悔やみの意を表したりしている。

1

生活活動上のはたらき

2

3

社会生活上のはたらき

4

5

衣服にはどんなはたらきがある？1
保健衛生上のはたらき

❶下着は汗を吸収するので，上に着ている衣服に汗がし
みだすことがなく，汗とともに汚れも吸収される。

被服気候1

被服気候により，皮膚に接する空気の温度を調節できる。
被服最内層の被服気候が，32± 1℃，湿度 50± 10％の
ときが快適な着心地である。

衣服は，上着，スカート，ズボン，下着，コートなど人体の主な部分をおおうものの総称。被服は衣服と帽子，靴，鞄（かばん），アクセサリーなど
頭から手，足先まで体の各部をおおい包むものの総称。

活動・運動の補助3

競泳用水着
水の抵抗を軽減する
機能を備えている。

職業や所属集団の表示 社会習慣への対応4 5

警察官

サッカーの試合時，
応援するサポーター

喪服
悲しみなど
気持ちを表す。

生命や体の保護2

消防服
高熱から身を守る。

放射線防護服
放射線や放射性物質か
ら身を守る。

（気温 5℃ , 湿度 60％の場合）
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（庄司光「新版衣服の衛生学」）

人間と被服1
考えてみよう 私たちは，なぜ衣服を着るのだろうか。

また，衣服がないとどんなことに困るだろう。

暑い日も衣服を着たほうが汗を吸ってくれ
て気持ちいい。
それに，人前ではだかははずかしいし，服
を着ていないとけがなんかもしやすいね。

文化祭のときはクラスで同じTシャツをつ
くったよ。連帯感が生まれて，みんなでが
んばって取り組んだなぁ。

寒い日は重ね着などをして調整してる。
コートの他に，手袋や帽子をかぶったりも
するけど，色の組み合わせなども考えるよ。

友だちの通う学校は私服なんだけど，勉
強する気分に合うように洋服を選んでいる
んだって。私は制服だから，きちんと着
て気持ちを引き締めている。

下着は，汗・皮脂・汚れなどを吸収して皮膚を清潔に保つだけでなく，上着の汚れも防ぐはたらきがある。

学生の制服

第
2
章着

る

着

　る
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1. 布を折り，周りをミシンで縫う

2．返し口をまつる 3．箸先を入れる部分をつくる

30

30

2,3針返し縫い

10

○裏

わ

1 1

ひもをはさむ

○

7

表側にボタン
をつける正方形の布

（30～ 35cm 四方）
ひも 30cmくらい
ボタン 直径 1cm 程度

素材の準備

余った布で
作ったよ

・布綿：23cm× 25.5cm　1枚
  （中くらいの厚み）
・フェルト：4cm× 4cm　1枚
・ボタン：直径 1.8cm　1個
・ひも：0.3cm× 7cm

素材の準備

裁ち方箸
はし

入れ 縫い方縫い方
縫いしろはすべて 1cm

フェルト

❶ 布を中表でたてに二つ折りし，ひ
もをはさみ，返し口を除いてミシ
ンをかける。

❷ 返し口から表に返す。返し口の縫
い代を裏側に折り，折り山をすく
いながらまつる。❶ 布を中表にして，対角線で折る。

❸表に返して，返し口をまつり縫い
する。

❸ フェルトを縫いつける。❷ ひもをはさんでまち針でとめる。
１cm内側をミシンで縫う。返し口は
10cmほど縫い残す。

❹ 箸先を入れる部分を折り（2の図），
下部をまつる。ひもをつけた表側
の角にボタンをしっかりつける。

❹ 両側の底のほうを，アイロンで斜
めに折る。短いほうを本体の布 1
枚にまつり縫いでとめる。

❺ 三角形にたたみ，ボタンをつけて
できあがり。

（単位 cm）

●折り山のすくい方

防災用品に
加えておくと，
安心だね！

ミシン縫いでも
手縫いでもＯＫ

130 131

環境に配慮した
製作をしてみよう 繕いをして服を長く着よう

　小学校や中学校で学習した基礎的な縫製技術を生かして製作
してみよう。家の中には手ぬぐいや風呂敷，着なくなった衣服
などが眠っていないだろうか。それらの布を活用して小物をつ
くったり手持ちの衣服に個性的なアレンジを施したりして，衣
生活を豊かにしよう。

　現在，多くの衣服や布を用いた品物はほとんどが既製品でま
かなわれているが，衣服の補修や簡単な小物づくりなどに縫製
の基礎的な技術は欠かせない。ボタンのつけ直しやほつれ直し
などの基礎的な技術が身についていれば，衣服を長持ちさせる
こともできる。環境に配慮した製作をしてみよう。

着なくなった
Tシャツを使って
マットをつくったよ

ソーイングケース

マイ箸を持ち歩こう

エコ
ソーイング

1NO.

エコ
ソーイング

2NO.

5.5

21

本体

23.5

1

1

４

４

返
し
口

ひものはしと
縫いしろのはしを
そろえる

うら

わ

5.5

（表）
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※フェルトに刺した針先が布をつきぬけると危険なのでセロテープを貼っておくとよい。

着
る

　新しい教科書では，すべての「自立」に向けて，
知識・技能を身につけ，アクティブ・ラーニング
に取り組めるように，家庭基礎・家庭総合ともに
構成が同じです。その集大成となる「生涯の生活
設計」に，12頁を設けています。

　また，各内容が小・中学校の内容の積み上げの
上にあるように編集しています。
　高校生の自立のための長期的な視点は，小・中・
高校の教科書を発行している開隆堂ならではの構
成です。

人間のかかわり方の学習日々の生活の営みの学習

すべてが自立に向かう構成魅力1

家庭基礎 p.172～183，家庭総合 p.240～251

家庭基礎 p.148～171，家庭総合 p.212～239

家庭基礎 p.72～109，家庭総合 p.92～151 家庭基礎 p.132～147，家庭総合 p.190～209

家庭基礎 p.110～131，家庭総合 p.152～189

生活
設計

共生
社会保育消費

生活

共生社会高齢期保育青年期・家族・家庭

家庭基礎 p.8～27，家庭総合 p. 12～37 高齢期　家庭基礎 p.48～57，家庭総合 p.64～81

家庭基礎 p.58～ 69，家庭総合 p.82～89

食生活

衣生活

住生活 家族
家庭

世代をこえた交流
の題材が充実

つくってみたくなる
実習例・製作例が豊富


