
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
で
も
、普
段
は
自
立
的
な
生
活

を
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て
こ
そ
、そ
の
よ
う
に
困
っ

て
い
る
人
が
い
た
と
き
、自
分
の
こ
と
を
自
分
で

や
っ
て
き
た
そ
の
力
で
お
世
話
で
き
る
と
い
う
も

の
。
要
す
る
に「
自
立
」と
い
う
の
は
、何
を
し
た

い
の
か「
自
分
で
考
え
て
選
べ
る
」よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
り
、自
分
一
人
で
生
き
る
こ
と
で
は
な

く
、人
と
助
け
合
え
る
関
係
を
作
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
な
の
だ
。

　

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、自
分
に
と
っ

て
快
適
な
こ
と
が
、他
人
に
と
っ
て
も
快
適
と
は

限
ら
な
い
こ
と
。
だ
か
ら
こ
そ
南
野
先
生
は
生

徒
た
ち
に
伝
え
て
い
く
。
こ
の
授
業
や
日
常
を

通
し
て
、自
分
の
暮
ら
し
を
観
察
し
、ま
わ
り
の

状
況
に
も
目
を
こ
ら
し
て
い
こ
う
、と
。

　

南
野
先
生
が
家
庭
科
の
授
業
で
目
指
し
て
い

る
の
は
、自
分
の
暮
ら
し
を
整
え
る
力
、お
よ
び

こ
の
社
会
の
な
か
で
他
者
と
と
も
に
生
き
て
い

く
力
を
、生
徒
自
身
が
身
に
つ
け
る
こ
と
だ
。

1958年生まれ。大阪府立高校で英
語教員として13年間勤務した後、家
庭科の教員採用試験を再受験。大
阪府立高校において初の男性家庭
科教員の一人になる。NHK教育テ
レビ高校講座「家庭総合」講師。市
民を対象とした「生き方講座」など、
講演会の講師としても活躍。

家庭科
南野忠晴先生

クリエイティブティーチャーに学ぶ！

生きる力を育むという観点からすると、家庭科の授業は、実はキャリア教育そのものと言えないでしょうか。
進路指導やキャリア教育において、教科との連携を図るうえで参考にしていただきたいその授業の中身をご紹介します。

取材・文／松井大助
撮影／平野愛

自
分
で
自
分
の
暮
ら
し
を
整
え
、

他
者
と
も
助
け
合
え
る
よ
う
に

「
自
分
の
こ
と
を
大
人
だ
と
思
い
ま
す
か
？　

子
ど
も
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」

　

４
月
の
家
庭
科
の
授
業
で
、八
尾
北
高
校
の

南
野
先
生
は
、高
校
１
年
生
に
対
し
て
そ
の
よ

う
に
問
い
か
け
る
。
続
け
て「
ど
う
し
て
そ
う
思

う
の
か
理
由
も
言
っ
て
く
だ
さ
い
」と
も
。

　

生
徒
か
ら
は
、飲
酒
年
齢
な
ど
の
社
会
的
な

基
準
の
話
の
ほ
か
、「
ま
だ
親
に
頼
っ
て
い
る
か
ら

子
ど
も
か
な
」と
い
っ
た
意
見
も
出
る
。い
う
な

れ
ば
自
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
。そ
こ
で
南
野
先

生
は
、下
の
写
真
の
よ
う
な
自
立
度
チ
ェッ
ク
表

を
配
り
、生
徒
に
確
認
し
て
も
ら
う
。得
点
が
出

る
の
で
、生
徒
同
士
の
比
べ
合
い
も
始
ま
り
、教

室
は
に
ぎ
や
か
に
。そ
の
あ
と
で
黒
板
に
書
く
の

が
、次
の
４
つ
の
こ
と
だ
。

「
生
活
的
自
立
」

「
精
神
的
自
立
」

「
経
済
的
自
立
」

「
性
的
自
立
」

　

生
活
的
自
立
と
は
、自
分
で
自
分
の
暮
ら
し

を
整
え
る
力
の
こ
と
。
精
神
的
自
立
と
は
、自

分
で
責
任
を
も
っ
て
判
断
す
る
力
の
こ
と
。
経

済
的
自
立
と
は
、収
入
に
合
わ
せ
て
生
活
す
る

な
ど
見
通
し
を
も
っ
て
暮
ら
す
力
の
こ
と
。
性

的
自
立
と
は
、性
を
道
具
の
よ
う
に
使
わ
ず
、豊

か
な
関
係
性
を
築
く
た
め
に
使
う
力
の
こ
と
。

　

南
野
先
生
は
、大
人
に
な
る
に
は
こ
の
４
つ
が

大
事
だ
と
考
え
て
い
る
。
病
気
や
落
ち
込
ん
だ

と
き
に
誰
か
の
世
話
に
な
る
こ
と
は
あ
る
し
、い

つ
で
も
何
で
も
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

大阪・府立 八尾北高校

自立度チェック表は、『人間と家族を学ぶ・家庭科ワークブック』（牧野カツコ編
著・国土社）のシートを自分の授業用にアレンジしたもの。
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■ 大阪・府立　八尾北高校

「
腐
っ
た
も
ん
食
べ
て
大
丈
夫
な
の
？
」

「
納
豆
と
か
あ
る
し
」「
菌
を
入
れ
る
ん
で
し
ょ
」

「
い
い
よ
う
に
腐
ら
す
ん
ち
ゃ
う
ん
？
」

「
そ
う
そ
う
、う
ま
い
こ
と
言
っ
て
く
れ
た
な
、い

い
よ
う
に
腐
ら
す
ん
や
な
」

　

生
徒
の
発
言
は「
拾
え
る
も
の
は
で
き
る
だ

け
拾
う
よ
う
に
し
て
い
る
」の
で
、彼
ら
の
ほ
う

が
盛
り
上
が
っ
て
次
々
に
意
見
を
出
し
、時
間
が

押
す
こ
と
も
あ
る
。
南
野
先
生
は
そ
れ
を
見
越

し
て
、も
と
も
と
１
コ
マ
に
必
ず
伝
え
る
こ
と

は
、20
〜
30
分
に
絞
り
込
ん
で
い
る
そ
う
だ
。
残

り
は
生
徒
と
の
受
け
答
え
や
、テ
ー
マ
に
合
っ
た

時
事
ネ
タ
を
話
す
時
間
に
充
て
る
。

「
授
業
中
の
受
け
答
え
と
い
う
の
は
、生
徒
が
興

味
を
も
っ
て
授
業
に
参
加
し
て
く
れ
て
い
る
状

態
で
あ
っ
て
、気
持
ち
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
い
て

い
る
部
分
だ
と
思
う
ん
で
す
。そ
こ
を
大
事
に
し

て
学
び
を
深
め
た
い
ん
で
す
」

　

愛
と
性
の
分
野
で
は
、左
下
の
よ
う
な
表
を

使
い
、性
的
関
係
の
こ
と
も
考
え
る
。
合
意
の
な

い
性
的
関
係
は
犯
罪
だ
と
確
認
し
て
か
ら
、「
恋

人
や
夫
婦
は
一
度
合
意
し
た
ら
あ
と
は
い
つ
で
も

Ｏ
Ｋ
か
」を
問
う
。
す
る
と
生
徒
た
ち
は
、恋
愛

関
係
で
も
片
方
の
支
配
や
強
制
が
起
こ
り
う
る

可
能
性
に
気
づ
い
て
い
く
。
高
校
生
カ
ッ
プ
ル
に

も
、本
人
た
ち
は
無
自
覚
の
ま
ま
Ｄ
Ｖ（
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）が
発
生
す
る
こ
と
が

あ
る
の
を
知
る
南
野
先
生
と
し
て
は
、ぜ
ひ
今

考
え
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
な
の
だ
。

　

家
族
の
分
野
で
は
、結
婚
相
手
の
条
件
を
考

え
る
ワ
ー
ク
も
行
い
、Ａ
君
は
ブ
ラ
ン
ド
志
向
80

％
・
関
係
志
向
20
％
、Ｂ
さ
ん
は
関
係
志
向
１
０

０
％
な
ど
と
数
値
化
す
る
。生
徒
た
ち
に
、自
分

が
求
め
る
条
件
と
、ほ
か
の
人
の
求
め
る
条
件

が
違
う
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
う
の
が
ね
ら
い

だ
。
こ
ち
ら
が
相
手
に
ば
か
り
あ
れ
こ
れ
求
め
る

の
で
も
な
く
、相
手
に
無
理
に
合
わ
せ
る
の
で

も
な
く
、自
分
を
知
り
、相
手
を
知
り
、そ
こ
か

ら
お
互
い
の
関
係
を
考
え
て
い
く
こ
と
の
必
要

性
を
生
徒
た
ち
は
感
じ
て
い
く
。

ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
は

生
徒
が
自
分
で
考
え
て
ほ
し
い

　

そ
う
し
た
授
業
の
最
後
に
は
、毎
回
、生
徒
た

ち
が
ノ
ー
ト
に
自
分
が
思
っ
た
こ
と
を
書
い
て
提

出
。
題
し
て「
私
の
考
え
」と
い
う
の
だ
が
、女
子

生
徒
が
こ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

「
南
野
先
生
は
、書
い
た
中
身
じ
ゃ
な
く
て
、書
い

た〝
量
〞で
評
価
す
る
ん
だ
よ
」

　

そ
こ
に
何
か
意
図
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

「
中
身
の
採
点
だ
と
、生
徒
が
僕
の
気
に
入
る
こ

と
を
書
か
な
い
と
い
け
な
く
な
り
そ
う
で
、嫌
だ

っ
た
ん
で
す
。
何
を
書
い
て
も
い
い
し
、僕
の
言
っ

た
こ
と
に
反
対
し
て
も
い
い
。
も
し
た
く
さ
ん
反

論
を
書
い
た
な
ら
、そ
れ
だ
け
家
庭
科
の
授
業

に
頭
を
使
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ
に
点
数
を

あ
げ
ま
す
、と
生
徒
に
伝
え
て
い
ま
す
。
彼
ら
の

人
生
は
彼
ら
が
切
り
拓
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

だ
か
ら
、自
分
が
ど
う
生
き
て
い
く
か
は
、自
分

で
考
え
て
ほ
し
い
ん
で
す
」

今
の
生
活
や
人
と
の
関
係
性
を

生
徒
が
多
角
的
に
見
つ
め
る

　

家
庭
科
の
先
生
に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
だ

が
、こ
の
教
科
で
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
は
幅
広
く
、ま

さ
に
社
会
の
な
か
で
生
き
て
い
く
こ
と
全
般
だ
。

南
野
先
生
が
今
受
け
持
つ
生
徒
た
ち
は
、１
年

次
に
食
生
活（
食
品
選
び
や
調
理
）、保
育（
子

ど
も
の
発
達
や
親
の
役
割
）、愛
と
性（
男
女
の

性
や
妊
娠
・
出
産
）、高
齢
者（
高
齢
者
と
の
か
か

わ
り
や
高
齢
社
会
）な
ど
の
分
野
を
学
び
、も
う

１
年
間
で
、住
生
活（
住
環
境
と
健
康
・
安
全
な

ど
）、衣
生
活（
衣
服
の
手
入
れ
や
造
形
）、消
費

（
賢
い
消
費
な
ど
）、経
済（
生
活
に
必
要
な
お
金

や
人
生
設
計
）、家
族（
家
族
の
形
な
ど
）な
ど

の
分
野
を
学
ぶ
予
定
で
い
る
。

　

あ
る
日
の
授
業
の
テ
ー
マ
は
発
酵
食
品
。

　

南
野
先
生
が
投
げ
か
け
る
。

「
発
酵
っ
て
ど
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
ん
の
？
」

「
腐
ら
す
！
」

南野先生は、生徒の発言については「間違ってもいい」という認識を皆と
共有するように努めている。そのほうがお互いに学びが深まるからだ。

授業の最後に、生徒は「私の考え」をノートに書いて提出。授業中の発言
は苦手でも、ノートには考えをびっしり書いてくれる生徒もいる。

「性的関係」については、「自分が思う性的なことでいい」と伝えているとい
う。キスをすることだと考えてもいいし、セックスだと考えてもいい。

総合学科／1983年創立
生徒数（2013年度）698人
（男子215人・女子483人）
進路状況（2012年度実績）大学24％・短大17％
専門学校等27%・就職22％・その他10％
大阪府八尾市萱振町7-42

 072-998-2100
 http://www.osaka-c.ed.jp/yaokita/

大阪府中央部東寄りに位置。自由選択科目（従来教科
とその発展）と、５系列の総合選択科目（国際コミュニケ
ーション、福祉ネットワーク、情報・テクノロジー、ライフクリ
エーション、人間科学）があり、生徒は興味・関心に合わ
せて約140の科目から自由に選択する。校内には古墳
があり、その踊り場はダンス発表などに使われる。創立30
周年を前にした昨年度には、作詞・作曲とも生徒が手が
けた第2校歌が作られた。

■ 性的関係を考える

上の表は、性的関係を「合意」と「金銭のやりとり」の有
無によって分類したものです。【A】～【D】にそれぞれの
関係を表す適当な言葉を書きなさい。

この【C】と【D】をまとめて一言で表すことができます。そ
れはなんでしょう？（ヒント：漢字で表すと二文字になりま
す）

【A】の自由恋愛について考えます。自由恋愛だと、「浮
気」もこれに含まれます。さて、お互いの同意もあるし、お
金のやりとりもありません。あなたはそれもOKですか？

【A】自由恋愛、【B】売買春、【C】レイプ・痴漢、
【D】強制売春

合意のない性的関係は「犯罪」に当たる

自由回答（人によってOKとOUTの感覚は違う。自
由恋愛はすべてOKな人もいるし、浮気はすべて
OUTな人、年齢や状況によって浮気のOKとOUT
の線引きが変わる人もいる）。

《問題１》

《問題2》

《問題3》

《答え１》

《答え2》

《答え3》

金銭のやりとり
あり なし

なし 【A】 【C】
あり 【B】 【D】

合意
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HINT＆TIPS南野先生の著書『正しいパンツのたたみ
方』（岩波ジュニア新書）。家庭科の教科
書作りにかかわったのを機にメディア関係
者とも縁ができ、出版することになったとい
う。パンツのたたみ方すら人によって違うと
いう話から、家庭や社会のなかで他者とと
もに生きるうえで、家庭科の知識・技術がど
う頼りになるかという話が展開されていく。

と
に
詳
し
い
の
は
、家
庭
科
を
勉
強
し
て
い
る
か

ら
か
な
、と
思
っ
た
ん
で
す
。も
ち
ろ
ん
、男
女
で

育
て
ら
れ
方
が
違
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
が
」

　

そ
ん
な
お
り
に
新
聞
広
告
で
、女
子
大
の
通

信
教
育
課
程
に
家
庭
科
を
学
ぶ
コ
ー
ス
が
あ
る

こ
と
を
知
る
。
南
野
先
生
は
男
性
で
も
入
れ
な

い
か
問
い
合
わ
せ
、理
由
書
と
校
長
の
推
薦
書
を

用
意
す
る
こ
と
で
受
講
を
認
め
ら
れ
た
。
そ
し

て
30
歳
で
家
庭
科
の
教
員
免
許
も
取
得
し
た
。

無
気
力
は
心
の
問
題
で
は
な
く

生
活
の
問
題
で
は
な
い
か
？

　

家
庭
科
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、自
分
た
ち

の
暮
ら
し
と
い
う
の
は
、食
生
活
や
住
環
境
、家

族
な
ど
の
人
間
関
係
、経
済
問
題
な
ど
が
つ
な

が
り
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、そ
の
ど
こ
か
の
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
暮
ら
し
は
乱
れ
、心
や
体
に

も
悪
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
知
っ
た
。

　

す
る
と
生
徒
た
ち
を
見
る
視
点
も
変
わ
っ

た
。
英
語
の
授
業
中
に
眠
る
生
徒
や
ダ
ル
そ
う

に
し
て
い
る
生
徒
は
、当
初
は
や
る
気
が
な
い
の

だ
と
思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
話
を
よ
く
聞
く

と
、頑
張
り
た
い
の
に
頑
張
り
き
れ
て
い
な
い
生

徒
も
多
く
、そ
の
背
景
に
は
、食
生
活
の
乱
れ
や

夜
更
か
し
な
ど
、生
活
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
を
各
家
庭
の
問
題
や「
親
が
し
て
く
れ

な
い
か
ら
」で
済
ま
せ
て
い
い
の
か
。
生
徒
が
自
力

で
改
善
で
き
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
？　

家
庭

科
な
ら
、そ
ん
な
生
徒
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
い
な

が
ら
、一
緒
に
考
え
た
り
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
英
語
と
家
庭
科
と
で

は
、教
員
の
採
用
枠
が
違
う
。
南
野
先
生
は
採

用
試
験
か
ら
受
け
直
す
こ
と
を
決
断
し
、35
歳

の
と
き
に
家
庭
科
の
教
師
に
な
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、教
壇
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
今

も
、先
生
と
い
う
立
場
を
ど
こ
か
懐
疑
的
・
批
判

的
に
み
て
し
ま
う
感
覚
は
残
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

ま
た
、自
分
の
今
の
生
活
に
役
立
て
る
と
い
う

明
確
な
意
図
を
も
っ
て
家
庭
科
を
学
ん
だ
の

で
、教
科
書
の
内
容
は
生
活
の
変
化
と
と
も
に

古
く
な
り
、そ
れ
だ
け
に
頼
れ
る
も
の
で
は
な

い
、と
の
実
感
も
深
ま
っ
た
。
だ
か
ら
南
野
先
生

は
生
徒
に
次
の
よ
う
な
こ
と
も
伝
え
て
い
る

「
僕
は
今
、こ
う
す
る
と
い
い
よ
、と
言
っ
た
け
れ

ど
、10
年
経
っ
た
ら
、南
野
先
生
に
だ
ま
さ
れ
た
、

と
思
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
十

分
に
あ
り
え
る
こ
と
だ
か
ら
、そ
の
と
き
、そ
の

と
き
、目
の
前
に
あ
る
情
報
を
参
考
に
し
て
自

分
で
判
断
し
な
い
と
あ
か
ん
で
」

自
身
の
生
活
を
通
し
て
感
じ
た

家
庭
の
知
識
・
技
術
の
必
要
性

　

南
野
先
生
は
、自
分
が
高
校
生
の
と
き
は「
先

生
に
は
な
り
た
く
な
い
」と
思
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

本
音
は
ど
う
で
あ
れ
、生
徒
に
規
律
を
守
ら
せ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
立
場
で
、何
か
嘘
く
さ
く
思

え
た
か
ら
だ
。で
も
大
学
生
に
な
る
と
、民
間
企

業
の
ほ
う
が
も
っ
と
自
分
を
曲
げ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
よ
う
に
感
じ
て
、「
先
生
の
ほ
う
が
ま
し

か
な
」と
思
い
、教
職
の
道
に
進
む
。

「
実
際
に
社
会
に
出
て
み
た
ら
、民
間
企
業
に
も

倫
理
を
大
事
に
し
て
頑
張
っ
て
い
る
人
が
た
く

さ
ん
い
た
わ
け
で
す
が
、学
生
の
こ
ろ
は
若
く
て

世
間
知
ら
ず
だ
か
ら
そ
こ
が
見
え
な
か
っ
た
ん

で
す
。
先
生
に
な
り
た
く
て
な
っ
た
の
で
は
な

く
、消
去
法
で
の
選
択
で
し
た
」

　

新
任
の
と
き
の
担
当
教
科
は
、家
庭
科
で
は

な
く
、英
語
。そ
こ
か
ら
家
庭
科
に
興
味
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、結
婚
し
て
子
ど
も
が
生
ま

れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
、家
庭
の
生
活
に
今
ま
で

以
上
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
と
、知
ら
な
い
こ

と
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
ん
で

す
。
育
児
の
知
識
も
な
い
、栄
養
の
こ
と
も
わ
か

ら
な
い
、赤
ち
ゃ
ん
の
肌
着
用
の
洗
剤
の
こ
と
も

知
ら
な
い
。
僕
が
中
学
生
・
高
校
生
の
と
き
は
、

家
庭
科
は
ま
だ
男
女
共
修
で
は
な
く
、自
分
は

学
び
ま
せ
ん
で
し
た
。女
性
の
ほ
う
が
家
庭
の
こ

授
業
が
で
き
る
ま
で

1 具体的な体験や話題を出して
身近なテーマだと実感させる

授業では、南野先生は、教科書の内容だけを伝えるのではなく、
自分の体験や最近の生活トピックも関連付けて紹介する。例え
ば、消費の単元では、自分が10代のときに悪徳商法にひっかか
った話も詳しくするといった具合に。習ったことは自分たちの生
活に直結している、と生徒が感じられるようにするためだ。

2 生活のテーマを話し合うなかで
お互いの違いを知ることを目指す

生徒が、生活力を身につけ、その力を他者と助け合うためにも
使えるようになる。それが南野先生の目標なので、「どこまでが
家族か」「結婚相手の条件」などのテーマをみんなで話し合うこ
とも大事にする。一人ひとりの価値観は違う、と生徒が実感し、
それを踏まえてかかわることの必要性を感じるようになるからだ。

3 先生の考えに従うことよりも
自分で考えるプロセスを重視

南野先生は授業中に自分の考えを話すとき、「一意見」として
表明することを心がけている。また、生徒に「私の考え」をノート
に書いてもらうときは、先生がその内容の良し悪しを決めて判断
しないことを伝えている。立場の強い先生側の考えにただ流さ
れるのではなく、ものごとを自分で考えてもらうための工夫だ。

4 家庭でやれることを提示し
役割を果たせる自分に気づかせる

「家族のための食事作り」を夏休みの宿題にするなど、南野先
生は生徒に対して、調理や裁縫などを家族や誰かのためにして
あげよう、とも勧めている。高校生というのは、家庭または社会
のなかで、自分が「してあげる」「役割を果たす」立場にもう十分
にたてることを、生徒に実感してもらうためだ。

休み時間に夢の世界へ。生徒が授業中に居眠りをしたときは、南野先生は
注意をするが、怒るというよりもまずは生活状況を確認する。
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授業で生徒につけたい力

知識 能力 意欲・態度

つ
け
た
い
力

教科書の内容＋生活関連トピック
・ 家庭や地域で暮らすうえで必要な「衣食住」「消
費生活」「保育」「福祉」「高齢者」「家族」「ライフ
デザイン」などに関する基礎知識。

・ 基礎知識を踏まえて、生徒が今の生活に結び付
けて考えられるトピック。「甘酒は病院の点滴の
成分に近く夏バテに有効」「発酵していない糠漬
けなど偽者もお店で売られている」など。

生活的自立
・ 自分で自分の暮らしを整える力。
精神的自立
・ 自分で責任をもって判断する力。
経済的自立
・ 収入に合わせるなど見通しをもって暮らす力。
性的自立
・ 性を豊かな関係性を築くために使う力。

自分の生き方を自分で考える姿勢
・ 授業で「私の考え」を書くことなどを通して、生徒
が生活の知識・技術をただ覚えるのではなく、そ
の習ったことから何を感じてどうしたいと思ったか、
自分で考えられるようにする。
お互いさまの感覚
・ 生活面の個人の考え方や環境の違いを知ったう
えで、お互いに支え合おうとする感覚を育む。

そ
の
力
が
将
来
に

ど
う
生
き
る
？

今この時点から生活を改善できる
・ 将来というよりも今この時点から、衣食住などで
自分が何を大事にしたいかを具体的に考えられる
ようになり、生活を改善していける。
生き方を選ぶときの判断材料になる
・ この先、衣食住から消費、経済活動まで、生活の
バランスをどう取るのか、自分は何を優先するのか
を考えるときの判断材料になる。

生活や仕事で人に依存せず自立できる
・ 暮らしや仕事で、物理的または精神的に誰かに
依存すると、その相手の気分や状況に常にふり
まわされてしまう。そうではなく、自分の意思でやる
ことを選び、人生を組み立てていける。
心や体の健康を保ちやすくなる
・ 生活リズムを自分で整えられるようになり、生活が
乱れて心や体も痛めてしまうことが減る。

人生を楽しめるようになる
・ 生活のなかでよくわからないことを言われたままや
るのではなく、自分がしたいと思ったことをやり、で
きたときの喜びも味わっていける。
他人と助け合える関係を作れる
・ 自分でできることは自分でやり、できないことは助
けを求め、手助けがいる人には相手を尊重しなが
ら力を貸す、という関係を構築できる。

の
か
、今
、考
え
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
今
そ
れ

を
せ
ず
に
、将
来
、突
然
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
こ
れ
は
あ
か
ん
と
思

う
こ
と
が
あ
れ
ば
、ど
こ
か
で
立
て
直
す
こ
と
が

必
要
で
、先
延
ば
し
せ
ず
に
今
で
き
る
こ
と
か
ら

や
っ
て
み
て
ほ
し
い
の
で
す
」

　

だ
か
ら
南
野
先
生
は
、「
生
徒
が
や
ろ
う
と
思

え
ば
自
分
で
で
き
る
こ
と
」の
発
信
に
も
力
を

入
れ
る
。
発
酵
食
品
を
授
業
で
取
り
上
げ
た
な

ら
、自
作
の
プ
リ
ン
ト
に
、甘
酒
や
ヨ
ー
グ
ル
ト
、

納
豆
な
ど
の
作
り
方
を
載
せ
、「
興
味
が
あ
っ
た

ら
作
っ
て
み
て
」と
呼
び
か
け
る
よ
う
に
。
夏
休

み
に
は「
家
族
の
た
め
に
食
事
を
作
る（
家
族
に

食
べ
て
も
ら
う
の
が
難
し
い
場
合
は
、食
べ
て
も

ら
う
人
を
一
緒
に
考
え
る
）
」と
い
う
宿
題
も
出

す
。そ
う
し
た
経
験
の
な
か
で
生
徒
が「
自
分
に

で
き
る
こ
と
」や「
誰
か
に
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ

生
徒
が
自
分
で
考
え
て
、

今
動
く
こ
と
が
自
信
に
つ
な
が
る

　

南
野
先
生
は
、授
業
ご
と
に
生
徒
に「
私
の

考
え
」を
書
い
て
も
ら
う
ほ
か
、定
期
テ
ス
ト
で

は
自
由
記
述
欄
を
設
け
、今
回
の
試
験
範
囲
で

勉
強
し
て
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
を
書
い
て
も
ら

っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
生
徒
が「
お
店
で
食
品

表
示
を
見
て
買
う
よ
う
に
な
っ
た
」「
家
族
に
も

一
定
の
距
離
感
が
必
要
だ
と
思
っ
た
」な
ど
と
、

自
分
の
行
動
が
変
わ
っ
た
こ
と
や
、新
た
な
発
見

が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
た
と
き
に
、一
番

の
う
れ
し
さ
を
感
じ
る
。

 

「
生
活
の
な
か
で
自
分
が
何
を
大
事
に
し
た
い

と
」が
あ
る
と
感
じ
る
と
、生
き
て
い
く
こ
と
へ

の
自
信
も
深
ま
る
か
ら
だ
。

　

難
し
い
こ
と
は
承
知
で
、南
野
先
生
は
新
入

生
に「
高
校
生
は
自
分
の
弁
当
を
自
分
で
作
っ

て
も
い
い
と
思
う
。
３
年
間
や
り
通
せ
た
ら
自
信

に
な
る
よ
」と
も
伝
え
て
き
た
。
そ
れ
に
挑
戦
し

て
く
れ
た
女
子
生
徒
も
い
て
、卒
業
式
の
と
き
、

彼
女
は
涙
ぐ
み
な
が
ら
、笑
顔
で
報
告
し
て
く

れ
た
。
最
初
は
大
変
だ
っ
た
こ
と
。
何
度
も
や
め

よ
う
と
思
っ
た
こ
と
。で
も
、

「
今
は
続
け
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。先
生
が
言
っ
て

い
た
と
お
り
、自
信
に
な
っ
た
」

　

南
野
先
生
に
と
っ
て
も
印
象
深
い
出
来
事
だ
。

た
だ
、一
方
で
南
野
先
生
は「
家
庭
科
の
授
業
に

よ
っ
て
生
徒
が
必
ず
こ
う
変
わ
る
、と
言
え
る
こ

と
は
な
い
の
か
な
あ
、と
思
い
ま
す
」と
慎
重
な

見
方
も
し
て
い
る
。
教
師
が
で
き
る
の
は
、あ
く

ま
で
も
生
徒
が
動
き
出
す「
き
っ
か
け
」に
な
る

も
の
を
届
け
る
こ
と
で
、生
徒
に
何
ら
か
の
行

動
を
強
制
し
た
の
で
は
意
味
が
な
い
、と
思
っ
て

い
る
か
ら
だ
。

「
今
の
生
徒
た
ち
は
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
ん
で
す
。
親
が
言
っ
た
か
ら
と
か
、先
生

が
言
っ
た
か
ら
と
か
、誰
か
の
言
う
こ
と
を
聞
こ

う
と
す
る
。
だ
け
ど
自
分
自
身
は
あ
ま
り
納
得

で
き
て
な
い
か
ら
、や
ら
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
っ
て

つ
ま
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、己
の
た
め
や
誰

か
の
た
め
に『
こ
う
し
た
い
』と
い
う
意
思
を
も
っ

て
、自
分
か
ら
動
い
て
ほ
し
い
。
そ
の
ほ
う
が
、し

ん
ど
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
や
り
遂
げ
た
と
き
の
喜

び
も
あ
っ
て
、生
き
る
こ
と
が
楽
し
く
な
る
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。自
分
の
人
生
を
、自
分
ら
し
く

楽
し
ん
で
ほ
し
い
で
す
」

生
徒
は
こ
う
変
わ
る

■ INTERVIEW

「南野先生の授業は、自分でパンを作った話だったり、食
中毒になった話だったり、自分の体験も話してくれるからわ
かりやすいです」
「先生自身が料理や食にこだわっているのも感じます」
「調理実習のときには、清潔にやることにもすごく気を配っ
ていると感じています」
「授業では私たちの意見もよく聞いてくれます。毎回、ノート
に『私の考え』を書いて提出しないといけないのですが、そ
こで質問したことにも答えてくれます」
「野球部なのですが、家庭科の授業を受けてから、毎日の
食事については、野菜や肉やご飯などをバランスよくとって
いきたいと思うようになりました」

１
年
４
組
の
皆
さ
ん

先生自身の体験も語ってくれるのが楽しい
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