
人生100年時代に生きる
私たちの未来を拓く

～高齢社会を自分事として捉えるための実践的・体験的な学習活動の工夫～

【授業力向上推進プロジェクト】

事例② 高齢者の生活と福祉



【発表内容】

１ 研究のねらい

２ 地区研究のあゆみ

３ 本校の研究実践

４ まとめと今後の課題



１ 研究のねらい

・高齢期の学習を通して自分事と捉えさせる、

実践的・体験的な学習活動の工夫

・ICTを活用した授業の工夫



２ 地区研究のあゆみ

６月 研究テーマ、内容について確認

７月 講演会 （会場：岐阜総合学園高等学校）

７月 「介護予防事業、介護保険制度、日常生活

自立支援事業について」

１１月 研究授業 （会場：羽島高等学校）
１１月 研究協議



（１） 実態把握

（２） 単元計画

（３） 授業実践

（４） 地域活動

３ 本校の研究実践



身近に高齢者は

いますか？

高齢者と一緒に

生活していますか？

（１）実態把握

高齢期について

関心はありますか？

いいえ
71％

身近に高齢者がいても、同居しているわけではなく、コミュニケーションを取る機会もない。関心もない。

はい 14％

いる 79％

はい 29％

いない 21％

いいえ
86％ 



認知症を知っていますか？

知っている

82％

知らない

聞いたこと
はある ７％

高齢者になった時、

何が心配ですか？

体が思うように動かない

介護など、誰かに迷惑をかけないか
42％

金銭的な面
（年金など）

認知症にならないか

その他



認知症について知っていること 記憶力の低下、深夜徘徊がほとんど



【単元を貫く課題】

高齢者の心身を理解し、高齢者とと
もに支え合いながら生きていくために、
今の自分に何ができるかを考える。

（２）単元計画



１ 高齢化の現状、超高齢社会の課題

２ 高齢期の健康と生活（寿命・フレイル）

３ 高齢期の心身の変化（高齢者疑似体験）

４ 認知症について 【研究授業】

５ 安心できる暮らしを支える（支援・年金）

（２）単元計画



３ 本校の研究実践 （３）授業実践 １時間目
高齢期をあなたはどう過ごしたい？

【全体で出てきた共通の内容】
・のんびり穏やかに過ごしたい
・元気に健康でいたい
・年金で生活
・お金に困らずに過ごしたい



①70代祖母が80代祖父を介護。

二人暮らしの老老介護で祖母も大変。どんなことができる？

②80代祖母が一人暮らし。詐欺にあわないか心配。

どのような対策がある？

老老介護・高齢者を狙った犯罪被害に対して、
「今の自分ができることを考えよう！」

・施設に預ける ・ヘルパーに来てもらう
・デイサービス ・執事を雇う
・老人ホーム

・合言葉を決める ・オレオレ詐欺の講話を受ける
・ボケない ・電話が来たら一回本人に確認する
・孫の声を覚える



（３）授業実践 ２時間目 「高齢者」ってどんなイメージ？

MetaMoJiの付箋を活用 良いイメージは青 悪いイメージは赤 と指定

めしが質素

動くのも一苦労
歯がなく硬いものが食べられない

早寝早起き 規則正しい生活 散歩



「高齢者」ってどんなイメージ？

どんなことがフレイル予防になる？

めしがしっそ

早寝早起き 規則正しい生活 散歩
おしゃべり会 栄養の高いものを食べる

【青い付箋】
生活の良いイメージが
フレイル予防につながっている

・散歩など適度な運動 ・毎日散歩
・規則正しい生活 ・ラジオ体操
・ボランティアに積極的に参加する



（３）授業実践 ３時間目

足が上がらない
転びやすい

細かい作業が難しい
字が書きにくい

高齢者疑似体験をし、高齢になると

どんな変化が起こるかを体験

ゴ
ー
グ
ル

ひ
じ
・
ひ
ざ
の

サ
ポ
ー
タ
ー

手
袋

耳
栓



（３）授業実践 ４時間目 【研究授業】

①介助者の

気持ち

②認知症に

ついて

③認知症の人

の気持ち

④介助の

心得

⑤ロール

プレイング

⑥その人

らしさとは



事前に「二本の傘」というDVDを視聴。

妻に傘を届けようとして行方不明になり、警察に保護された夫にどのような声を掛けをしますか？

（３）授業実践 ４時間目



認知症の夫はどう思ったかな？



驚かせない 急がせない 自尊心を傷つけない

笑顔

介助者の３つの心得
（認知症サポーター養成講座標準テキスト）

心得を意識して、

ロールプレイングを実施



【 ロールプレイング 】

事例① あなたは認知症の祖母と同居している。
夕方になると突然帰ろうとする祖母を引き留めたい。

事例② あなたは認知症の祖父と一緒に食事を済ませた。

事例③ 学校の帰宅途中、知らないおばあさんが道に迷っている様子。

祖母 ：「あら！こんな時間！夕飯の支度があるから、私はここで失礼しますね」

祖父 ：「おい！晩御飯まだか！」

あなたはどうする？



事例① あなたは認知症の祖母と同居している。
夕方になると突然帰ろうとする祖母を引き留めたい。

祖母 ：「あら！こんな時間！夕飯の支度があるから、私はここで失礼しますね」

認知症の方が安心できる声かけ

生徒の回答例 ①

生徒の回答例 ②



事例② あなたは認知症の祖父と一緒に食事を済ませた。

祖父 ：「おい！晩御飯まだか！」
認知症の方が望む通り

ご飯を出すことがその

人のためではないこと

に気づかせる

生徒の回答例 ①

生徒の回答例 ②

生徒の回答例 ③



事例③ 学校の帰宅途中、知らないおばあさんが道に迷っている様子。

あなたはどうする？

驚かせない介助ができた

ただ交番へ連れていくのではなく、安心する声かけもできた

生徒の回答例 ①

生徒の回答例 ②



～「その人らしさ」を大切にした関わり方とは？～



学習後のあなたなら、旦那さんに何と声をかけますか？

学習前：黒 学習後：赤

認知症の夫を責めた言葉が、
学習後には、優しい内容に
変わった



支
払
う
関
係

受
け
取
る
関
係

（３）授業実践 ５時間目

公的年金制度について知っていることを書き出そう

クラス全員で記入したが、みんなあま
りわかっていないことが分かった



車いす体験
車いすの使い方を社会

福祉協議会の方から教

えてい、校内を巡回。

（４）地域活動 ～家庭クラブ・Sクラブ～

認知症対応型

グループホーム交流会
さくら悠輪苑へ行き、レクリエーション。

施設長の野田様より、話を伺いました。



４ まとめと今後の課題

【成果】
・高齢期の生活がイメージだけで、漠然としていたことがわかった。

→知る、理解する、関心をもたせることで、具体的に高齢期を想像し、

自分の高齢期へ結びつけることができた

・具体例から自分の大切な人や身内の人への対応を通して、今の自分

に何ができるか考えさせた。

・ICTを活用し、視覚的に伝わる授業、多くの生徒意見の共有ができた。



４ まとめと今後の課題

【課題】

・学校全体でICTを活用しないと生徒は慣れない。

・グループ学習時のタブレットの活用方法を考える必要がある。

・「自分事と捉える」とは、

→今の自分に何ができるかという自分事

→将来の自分についてという自分事



４ まとめと今後の課題

学習活動における具体の
評価規準（Ｂ）

「十分満足できる」と判断される状況
（Ａ）

「努力を要する」と判断さ
れる状況（C）

評
価

評価規準【思考・判断・表現】
認知症を正しく理解し、家族の支援
について考えている。

６９％

認知症を自分事として捉え、認知症
になった人とどう関わったらよいか、具
体的に考えられている。

３１％

自分事として捉えること
ができず、前向きに取り
組めない。

０％

生
徒
の
状
況

真っ先にその人のことを否定せず、
その人の気持ちを考えて話したりす
る。

気持ちに寄り添って行動し、一人だけ
では介助者が疲れてしまうため、周り
の人や地域の人が見守ったり声をかけ
たりする。

なし

【評価】



高齢期について関心はありますか？

はいいいえ

いいえ

はい

学習前 学習後

４ まとめと今後の課題 （４）生徒の変容



高齢化に伴う社会問題

健康寿命と平均寿命やフレイル予防

高齢者の体の特徴

認知症

年金

その他

はいいいえ

高齢期について関心があると答えた生徒の興味があった内容



高齢化に伴う社会問題

健康寿命と平均寿命やフレイル予防

高齢者の体の特徴

認知症

年金

その他

はいいいえ

高齢期について関心がないと答えた生徒の興味があった内容



脳の病気

物忘れ

徘徊

認知症の人にも気持ちがある

笑顔が大切

安心できるような声掛け

その他

認知症について学習し、記憶に残ったものを１つ選んでください。



高齢者は、その人の身内で色々すると思っていた。
社会全体が高齢者を支えていって将来はどうなる
んだろうと思っていたけど、（学習を終えて ）
将来の不安が少しとれた

高齢期はのんびり暮らせない。
年金や認知症‥高齢期に入る前
に色々考えなくては。対策して、
高齢期を迎えたい。
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