
［特集］認知症

その心に
寄り添う

い
っ
た
い
私
は

ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
…

　

認
知
症
と
は
、
様
々
な
原
因
で
脳
の

細
胞
が
壊
れ
た
り
、
働
き
が
悪
く
な
っ

た
り
し
た
た
め
に
起
こ
る
病
気
で
、
誰

も
が
な
る
可
能
性
が
あ
る
身
近
な
病
気

で
す
。
し
か
し
、
本
人
も
家
族
も
、
認

知
症
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
ま
で

に
は
、
様
々
な
苦
悩
や
葛
藤
が
あ
り
ま

す
。
認
知
症
の
人
は
何
も
分
か
っ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
周

囲
が
気
付
く
前
か
ら
、
本
人
は
何
か
お

か
し
い
と
気
が
付
い
て
お
り
、
苦
し
ん

で
い
る
場
合
が
多
い
の
で
す
。

　

「
大
好
き
な
囲
碁
に
興
味
が
な
く
な

っ
た
し
、
何
を
す
る
に
も
億
劫
で
、
も

の
忘
れ
も
多
く
な
っ
た
の
で
、
自
分
で

も
変
だ
な
と
思
っ
て
い
た
」
と
話
す
の

は
73
歳
の
A
さ
ん
（
男
性
）
。
家
族
は
、

そ
ん
な
A
さ
ん
を
老
人
性
の
軽
い
う
つ

状
態
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
様
子
を

見
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
A
さ
ん
は

近
く
の
銭
湯
に
行
っ
て
帰
り
道
が
分
か

ら
な
く
な
り
、
警
察
に
保
護
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
か
か
り
つ

け
医
の
紹
介
で
専
門
病
院
を
受
診
。
認

知
症
と
診
断
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

の
こ
と
を
考
え
る
と
、
A
さ
ん
や
家
族

の
心
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

お
っ
く
う

「覚えていたことが、シャボン玉のように消え
ていく。これから自分はどうなっていくのか…」
高齢化が進むとともに認知症の人が増えていま
す。65歳以上の約10人に１人が認知症といわれ
る今、認知症になった人が、自分らしく暮らし
ていくために、私たちができることを考えます。
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認知症って、何だろう？

一般的なもの忘れと認知症によるもの忘れの違い

　認知症とは、脳や体の病気が原因で記憶や判断力な
どが衰え、生活に支障が出る状態をいいます。主に４
種類に分けられ、それぞれに合ったケアが必要です。

　脳神経細胞にレビー小体という物質が出現して発症。
初期はうつ病や幻覚が目立つ。治療は、症状に応じた
薬物療法。

パーキンソン病と関連レビー小体型認知症

　高血圧や糖尿病などによる脳梗塞や脳出血が原因。
原因となった脳血管障害の治療と再発予防、薬物療法
が一般的な治療。

脳血管の障害による脳血管性認知症

　脳の前頭前野を中心に傷つき、理性や感情のコント
ロールが難しくなる。特徴を理解し、周囲と良い関係
を築けるよう環境を整えることが大切。

理性の制御が困難に前頭側頭型認知症

　脳に特殊なタンパク質がたまり、神経細胞が減って
起こる。記憶障害が著しく、認知症患者の半数以上を
占める。初期の場合は、薬で症状の進行を遅らせるこ
とができる。

緩やかに進行アルツハイマー型認知症

脳血管性認知症

レビー小体型
認知症

前頭側頭型
認知症

アルツハイマー型
認知症

前頭葉

主な認知症と疾患部位

側頭葉
後頭葉

頭頂葉頭頂葉

記憶の帯

記憶の帯

【一般的なもの忘れ】
体験の一部を忘れる。ヒントがあると思い出せる
例：何を食べたか思い出せない

体験そのものを忘れる。ヒントがあっても思い出せない
例：食べたこと自体を忘れる

【認知症によるもの忘れ】

※記憶障害の症状には個人差があります。
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あ
き あ

ん
な
に
し
っ
か
り
し
て
い
た
母
が

　　

「
優
し
く
て
し
っ
か
り
者
の
母
が
、

ま
さ
か
認
知
症
だ
な
ん
て
、
な
か
な
か

事
実
を
受
け
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
、
母
親
を
自
宅
で
介
護
す
る
片
山
孝

明
さ
ん
は
振
り
返
り
ま
す
。
離
れ
た
ま

ち
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
母
親
を

旭
川
に
呼
び
寄
せ
て
同
居
を
始
め
た
の

は
、
母
親
が
79
歳
の
と
き
。
次
第
に
母

親
の
も
の
忘
れ
が
多
く
な
り
、
入
れ
歯

や
財
布
、
ス
リ
ッ
パ
が
な
い
と
頻
繁
に

言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
状

態
が
2
年
ほ
ど
続
く
中
、
認
知
症
で
要

介
護
２
と
診
断
。
現
在
96
歳
で
要
介
護

４
に
な
っ
た
母
親
を
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
な
が
ら

自
宅
で
介
護
し
て
い
ま
す
。

　

「
初
期
の
頃
が
一
番
つ
ら
か
っ
た
。

『
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
分
か
ら
な

い
ん
だ
』
と
母
を
怒
鳴
り
、
妻
が
泣
き

な
が
ら
止
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」

と
話
す
片
山
さ
ん
。
「
妻
は
私
以
上
に

つ
ら
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
当
時
、

仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
日
中
、
母
と

接
し
て
い
た
の
は
妻
で
す
。
私
は
仕
事

に
逃
げ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
。

や
が
て
、
片
山
さ
ん
は
5
年
前
の
58
歳

の
と
き
、
母
親
の
介
護
の
た
め
に
早
期

退
職
を
す
る
決
断
を
し
ま
し
た
。

あ
る
が
ま
ま
の
母
を
受
け
入
れ
て

　

片
山
さ
ん
は
「
母
の
症
状
を
受
け
入

れ
ら
れ
る
ま
で
に
10
年
以
上
か
か
り
ま

し
た
。
い
つ
か
治
る
の
で
は
な
い
か
と

期
待
し
た
の
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
や

が
て
認
知
症
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を

得
る
と
、
母
親
へ
の
接
し
方
も
変
わ
り

ま
し
た
。
今
は
や
っ
と
あ
る
が
ま
ま
の

母
親
を
受
け
入
れ
「
で
き
る
だ
け
母
が

笑
顔
で
い
ら
れ
る
環
境
に
し
て
あ
げ
た

い
」
と
穏
や
か
に
話
し
ま
す
。
片
山
さ

ん
は
現
在
、
家
族
の
会
「
ほ
っ
と
ひ
と

と
き
」
で
、
悩
み
を
語
り
合
っ
た
り
情

報
を
共
有
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

会話が成り立たない
母にいらだち、
暴言を吐いたことも
家族が認知症になったとき、
誰もがショックを受け、混乱します。やがて
「あるがまま」を受け入れられるようになるまでが、
家族にとってつらい時期です。

認知症の母を介護している片山孝明さん
か
た
や
ま　
た
か

ささい

ひろうこんぱい

●今までにはなかった言動に戸惑
　い、否定しようとする
●他の家族にすら打ち明けられず
　に悩む

●どう対応して良いか分からずに
　混乱し、些細なことに腹を立て
　たり叱ったりする
●精神的・身体的に疲労困憊し、
　拒絶感や絶望感に陥りやすい

●怒ったりいらいらしたりしても、
　何もメリットはないと思い始め、
　割り切るようになる
●症状は同じでも「問題」として
　は軽くなる

●認知症に対する理解が深まり、
　認知症の人の心理を、介護者自
　身が分かるようになる
●認知症である家族の、あるがま
　まを受け入れられるようになる

家族が、認知症の人を受け入れるようになるまで

混乱
怒り
拒絶

戸惑い
否定

割り切り

受容
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は
ん
ざ
わ　
と
も
か
ず

さ
い
と
う　
あ
き

よ

気
軽
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

｠　

認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
場
合
や
、
そ

の
疑
い
が
あ
る
場
合
な
ど
の
相
談
窓
口

と
し
て
、
市
で
は
11
か
所
に
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す（
詳

細
は
本
誌
の
折
込
み
チ
ラ
シ
を
参
照
）
。

　

神
楽
・
西
神
楽
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
半
澤
智
和
さ
ん
は
「
ご
本
人
に

と
っ
て
必
要
な
支
援
を
家
族
と
一
緒
に

考
え
、
必
要
に
応
じ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス

や
家
族
会
な
ど
の
情
報
を
お
伝
え
し
て

い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。
ま
た
、
認
知

症
の
人
を
受
け
入
れ
て
い
る
施
設
と
連

携
し
、
地
域
に
対
し
て
認
知
症
の
人
へ

の
対
応
の
仕
方
な
ど
の
啓
発
も
行
っ
て

い
ま
す
。
「
施
設
を
選
ぶ
と
き
は
、
本

人
と
家
族
で
一
緒
に
見
に
行
っ
て
、
設

備
や
雰
囲
気
を
確
か
め
る
と
い
い
で
す

よ
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
「
家
族

が
抱
え
る
悩
み
を
地
域
の
課
題
と
し
て
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
解
決
方
法
を

考
え
て
い
く
の
も
私
た
ち
の
役
割
で
す
。

周
囲
の
声
掛
け
や
ち
ょ
っ
と
し
た
手
助

け
が
、
本
人
や
家
族
の
穏
や
か
な
暮
ら

し
に
つ
な
が
り
ま
す
。
家
族
だ
け
で
抱

え
込
ま
ず
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
」
と
半
澤
さ
ん
は
呼
び
掛
け
ま
す
。

そ
の
人
ら
し
さ
を
尊
重
す
る
こ
と

　

認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
本
人
は
、
大

き
な
不
安
を
感
じ
て
い
ま
す
。
も
の
忘

れ
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
周
囲
の
人
に

非
難
さ
れ
、
取
り
繕
っ
た
り
苦
し
ん
だ

り
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
）
ぞ
う
」
の
西
塔
昭

代
さ
ん
は
、
「
認
知
症
の
人
に
は
そ
の

人
な
り
の
世
界
が
あ
り
ま
す
。
一
人
一

人
の
歴
史
や
個
性
を
尊
重
し
て
、
そ
の

人
ら
し
く
過
ご
せ
る
時
間
を
大
切
に
し

て
、
支
援
し
て
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

「
ぞ
う
」
で
は
、
愛
犬
を
連
れ
て
入
所

し
た
り
、
職
員
と
一
緒
に
簡
単
な
調
理

を
し
た
り
、
美
容
師
に
パ
ー
マ
を
か
け

て
も
ら
っ
た
り
す
る
人
も
い
ま
す
。「
困

っ
た
行
動
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
も
必
ず

理
由
が
あ
り
ま
す
。
本
人
の
心
の
中
は

分
か
ら
な
く
て
も
、
分
か
っ
て
あ
げ
よ

う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
」
と
西
塔

さ
ん
。
「
周
囲
の
人
は
、
認
知
症
へ
の

偏
見
を
持
た
な
い
で
接
し
て
ほ
し
い
。

何
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
た
人
が
漬
物

を
上
手
に
漬
け
る
な
ど
、
で
き
る
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
『
う
ち
の

ば
あ
ち
ゃ
ん
認
知
症
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て

さ
』
と
気
軽
に
言
え
て
、
皆
で
見
守
る

こ
と
が
で
き
る
社
会
に
な
っ
て
ほ
し
い

で
す
ね
」
と
思
い
を
込
め
て
話
し
ま
す
。

認知症の人への接し方・
主なポイント

安心してください。
私たちが
力になります
大切なのは、認知症の悩みを抱え込まないこと。
病気を正しく理解し、適切に対応することが
本人と家族の心穏やかな暮らしにつながります。

地域包括支援センター
の半澤智和さん

グループホームで美容師に髪を整えてもらう入居者

「グループホーム　ぞう」
の西塔昭代さん

［特集］認知症 その心に寄り添う

●ゆっくり１つずつ簡潔に伝える
●余裕を持って穏やかな気持ちで対応
●驚かせない、急かさない
●間違いを正さない
●失敗を責めたり命令したりしない
●自尊心を傷つけない
●生活パターンを観察し、事故防止な
　どに早めに対応する
●うまくできなくても自分を責めない

せ
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あ
な
た
に
も

で
き
る
こ
と
が
き
っ
と
あ
る

　　

市
内
で
は
、
行
政
、
医
療
・
福
祉
機

関
、
企
業
、
個
人
や
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
、
N
P
Ｏ
な
ど
様
々
な
人
た
ち
が

連
携
し
て
、
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族

を
支
え
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
も
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ

な
が
り
、
で
き
る
こ
と
か
ら
支
援
を
始

め
て
み
ま
せ
ん
か
。
特
別
な
こ
と
を
し

な
く
て
も
、
ほ
ん
の
少
し
の
気
配
り
と

手
助
け
が
、
認
知
症
の
人
や
家
族
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
一
助
に
な
り
ま
す
。

みんなで
認知症の人と
家族を支えます！

症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症ののののののの
をををををををををををををををををををををををををを支支支支支ええええええええまままままます

認知症の人が住み慣れた地域で安心して
暮らしていくためには、まち全体で支え
ていく支援の輪が必要です。

やまびこ会
は設立して

33年。認
知症

の人と共
に生きる

こと、支
えること

を考える
会です。

毎月の例
会では介

護体験や
悩みを語

り合って
います。

一人で悩
んで抱え

込まずに
、いつで

も、どんな
ことでも電

話をくださ
い。

一緒に考
えましょ

う

た
に
も

る
こ
と
が
き
っ
と
あ
る

市
内
で
は
、
行
政
、
医
療
・
福
祉
機

関
、
企
業
、
個
人
や
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
、
N
P
Ｏ
な
ど
様
々
な
人
た
ち
が

連
携
し
て
、
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族

を
支
え
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
も
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ

な
が
り
、
で
き
る
こ
と
か
ら
支
援
を
始

め
て
み
ま
せ
ん
か
。
特
別
な
こ
と
を
し

な
く
て
も
、
ほ
ん
の
少
し
の
気
配
り
と

手
助
け
が
、
認
知
症
の
人
や
家
族
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
一
助
に
な
り
ま
す
。

家族を支 す！えええええええええまままままままままますすすすすすすすすす
て認知症の人が住み慣れた地域で安心してれた地域で安
えしていくためには、まち全体で支え暮らし は まち全体

く支援の輪が必要です。ていく

や
の人と共

に生きる
こと

を考える
会です。

毎月の例
会では介

護体験や
悩みを語

り合って
います。

一人で悩
んで抱え

込まずに
、いつで

も、どんな
ことでも電

話をくださ
い。

一緒に考
えましょ

う

認知症は
、恥ずか

しいこと
ではあ

りません
。隠さず

に周囲に
話せる

環境をつ
くりたい

と思い「
認知症

カフェ」※
を始めま

した。カフ
ェで

は話がは
ずみ、医

者には言
いにく

いことも
話せます

。話せば
、みん

な助けて
くれます

よ

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

社
会
福
祉
士
・
保
健
師
・
主
任
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
・
精
神
保
健
福
祉
士
が
連
携
し

て
、
認
知
症
を
は
じ
め
、
高
齢
者
の
様
々

な
相
談
に
応
じ
、
支
援
に
つ
な
げ
ま
す
。

※
本
誌
の
折
込
み
チ
ラ
シ
を
参
照
。

　
認
知
症
を
介
護
す
る 

家
族
の
会　

●
や
ま
び
こ
会
（　

52
・
7
7
6
0
）　

　

認
知
症
の
正
し
い
理
解
と
温
か
い
介
護

を
目
指
し
て
学
習
会
や
施
設
見
学
、
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
す
る
行
事
も
行
っ
て
い
ま
す
。

●
ほ
っ
と
ひ
と
と
き
（　

60
・
１
７
１
０
）

　

介
護
し
て
い
る
家
族
な
ど
が
自
由
に
語

り
合
い
、
ほ
っ
と
肩
の
力
を
抜
け
る
心
の

拠
り
所
と
な
る
場
所
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
の
研
修
会
や
食
事
会
な
ど
も
行
っ

て
お
り
、
見
学
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
一
部
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
も

　

家
族
の
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

※
若
年
性
認
知
症
家
族
の
会
は
11
ペ
ー
ジ

　

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

旭
川
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
協
議
会
神
楽
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

60
・
１
７
７
０

　

認
知
症
の
人
を
見
守
っ
た
り
話
し
相
手

に
な
っ
た
り
し
て
、
家
族
の
外
出
や
趣
味

の
活
動
を
す
る
こ
と
を
支
援
し
ま
す
（
1

時
間
５
０
０
円
）
。
支
援
を
お
願
い
し
た

い
家
族
（
依
頼
会
員
）
と
支
援
し
た
い
人

（
提
供
会
員
）
が
登
録
し
て
、
互
い
に
利

用
し
合
う
制
度
で
す
。
事
前
登
録
が
必
要
。

認知症の人や家族を支える仕組みを活用しよう！

あ
な
あ
な
ああ
な
あ
な
あ
な
ああ
な
ああああああ
な
あああああ
な
ああ
な
ああ
な
ああ
な
ああ
な
あああ
な
た

で
き
で
き
で
き
で
き
でで
き
で
き
でで
き
で
き
でで
き
でででで

る

よ

神戸紀美子
さん

やまびこ会
代表旭川認知症

の人と家族
を支える会
こうべ　

き み こ

石坂辰義
さん

神居中央地
区市民委員

会会長市民委員会
・町内会 いしざか

　たつよし

※認知症カフェ＝本人と家族の他、一般の人
　も参加でき、お茶を飲みながらおしゃべり
　や情報交換、専門職への相談ができる場。
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成年後見
制度をま

ず知って
ほしい

です。セ
ンターで

は制度を
分かり

やすく説
明し、利

用するた
めの手

続きにつ
いても支

援します
。制度

の利用は
本人にと

って大変
重要な

決定です
。家族間

でもしっ
かりと

話し合っ
ておく必

要があり
ます

成年後見
制度をま

ず知って
ほしい

です。セ
ンターで

は制度を
分かり

やすく説
明し、利

用するた
めの手

続きにつ
いても支

援します
。制度

の利用は
本人にと

って大変
重要な

決定です
。家族間

でもしっ
かりと

話し合っ
ておく必

要があり
ます

会社で認
知症サポ

ーター養
成講座

を受講し
ました。

大好きな
祖母が

認知症な
ので、一

つ一つの
事例が

人ごとで
はなく実

感できま
した。

祖母の言
うことを

否定せず
共感し

て聞いて
、できる

だけ楽し
い時間

を共有し
たいと思

っていま
す

〝
S
O
S
や
ま
び
こ
〞ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

警
察
や
市
町
村
、
ラ
ジ
オ
局
・
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
会
社
な
ど

が
幅
広
く
連
携
し
て
行
方
不
明
者
の
情
報

を
共
有
し
、
発
見
・
保
護
し
ま
す
。

※
認
知
症
の
人
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
す

　

ぐ
に　

1
1
0
番
か
最
寄
り
の
交
番
へ

　

連
絡
を
。

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
等
養
成
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

60
・
1
7
1
0

　

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の

人
や
家
族
を
支
援
す
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」
を
育
成
す
る
た
め
の
講
座
を
無
料

で
実
施
。
町
内
会
や
企
業
、

学
校
な
ど
で
希
望
が
あ
れ

ば
、
受
講
者
が
数
人
で
も

出
向
き
ま
す
。
講
座
は
1

時
間
半
程
度
。
受
講
終
了

後
に
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ

ー
の
証
し
で
あ
る
オ
レ
ン

ジ
リ
ン
グ
か
バ
ッ
ジ
（
下

の
写
真
）
を
配
布
。

　

旭
川
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

（
５
の
４　

と
き
わ
市
民
ホ
ー
ル
１
階　

　

23
・
1
0
0
3
）

　

認
知
症
な
ど
で
判
断
能
力
が
十
分
で
な

い
人
が
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う
に
、
本

人
に
代
わ
り
、
家
族
や
弁
護
士
等
が
財
産

管
理
な
ど
を
行
う
、
成
年
後
見
制
度
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

［特集］認知症 その心に寄り添う

会社で認
知症サポ

ーター養
成講座

を受講し
ました。

大好きな
祖母が

認知症な
ので、一

つ一つの
事例が

人ごとで
はなく実

感できま
した。

祖母の言
うことを

否定せず
共感し

て聞いて
、できる

だけ楽し
い時間

を共有し
たいと思

っていま
す

が
幅
広

連
携

て
行
方
不
明
者
の
情
報

がを
共
有
し
、
発
見
・
保
護
し
ま
す
。

を※
認
知
症
の
人
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
す

※
ぐ
に

1
1
0
番
か
最
寄
り
の
交
番
へ

連
絡
を
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
等
養
成
事
業

認

60
・
1
7
1
0

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の

人
や
家
族
を
支
援
す
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」
を
育
成
す
る
た
め
の
講
座
を
無
料

で
実
施
。
町
内
会
や
企
業
、

学
校
な
ど
で
希
望
が
あ
れ

ば
、
受
講
者
が
数
人
で
も

出
向
き
ま
す
。
講
座
は
1

時
間
半
程
度
。
受
講
終
了

後
に
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ

ー
の
証
し
で
あ
る
オ
レ
ン

ジ
リ
ン
グ
か
バ
ッ
ジ
（
下

の
写
真
）
を
配
布
。

旭
川
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

（
５
の
４

と
き
わ
市
民
ホ
ー
ル
１
階

23
・
1
0
0
3
）

認
知
症
な
ど
で
判
断
能
力
が
十
分
で
な

い
人
が
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う
に
、
本

人
に
代
わ
り
、
家
族
や
弁
護
士
等
が
財
産

管
理
な
ど
を
行
う
、
成
年
後
見
制
度
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

タクシー
を運転中

に無線で
行方不

明者の情
報が流れ

てくると
、認知

症の義父
ではない

かとどき
っとし

ます。行
方不明者

の特徴に
似た人

や、徘徊
している

様子の人
を見掛

けたら、
すぐに警

察に連絡
します

はいかい

あ
か

旭川成年後
見支援セン

ター

石戸谷康治
さん

センター長
い し ど

や 　こう
じ

認知症サポ
ーター養成

講座

大橋菜々
さん

サポーター
おおはし

　な　な

“SOSやま
びこ”ネッ

トワーク

生本照男
さん

タクシー運
転手

いくもと
　てるお

石戸谷さん
が講演しま

す

ゆうゆう生
活講座「成

年後

見支援セン
ター～活用

する

のはどんな
時？」

とき・とこ
ろ　10/2

0㈭

10：00～
12：00・

春光台

公民館（春
光台３の３

）

【申込】９
/29㈭から

同館

　53・56
20
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早
期
受
診
の
意
義
は

　

認
知
症
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ

根
本
的
な
治
療
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
早
期
の
受
診
に
よ
っ
て
、
治
療

可
能
な
認
知
症
を
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
認
知
症
を
診
療
す
る
旭
川
神

経
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
・
橋
本
和

季
さ
ん
は
「
甲
状
腺
の
機
能
低
下
や
慢

性
硬
膜
下
血
腫
な
ど
に
よ
り
認
知
症
の

症
状
が
現
れ
る
も
の
を
早
期
に
発
見
で

き
れ
ば
、
適
切
な
治
療
で
認
知
症
の
症

状
の
改
善
が
期
待
で
き
ま
す
。
ま
た
、

今
後
の
進
行
を
受
け
入
れ
る
心
構
え
が

で
き
る
こ
と
が
、
本
人
に
と
っ
て
も
家

族
に
と
っ
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
」

と
早
期
受
診
の
意
義
を
話
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
か
か
り
つ
け
医
の
受
診
を

　

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
は
市
内

に
旭
川
圭
泉
会
病
院
と
相
川
記
念
病
院

の
2
か
所
。
予
約
が
必
要
で
、
緊
急
性

が
高
い
場
合
を
除
き
診
察
ま
で
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
「
お
か
し
い
な
」
と

感
じ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。
日
常
生
活
で
の
出
来
事
を

話
す
と
、
適
切
な
治
療
や
ア
ド
バ
イ
ス

を
し
、
必
要
に
応
じ
て
認
知
症
疾
患
医

療
セ
ン
タ
ー
に
紹
介
状
を
書
い
て
く
れ

ま
す
。
橋
本
医
師
は
「
認
知
症
の
診
断

に
は
病
歴
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
日
常

生
活
で
何
が
で
き
な
い
か
を
知
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
家
族
と
一
緒
に
受
診
し

て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
掛
け
ま
す
。

まずは
かかりつけ医
に相談を
他の病気と同じように、
認知症も早期発見が大事です。
「おかしいな」と感じたら、まずは
かかりつけ医を受診しましょう。

MCI（軽度認知障害）とは
　認知症とは診断されないが、記憶障害と軽度
の認知障害が認められ、正常と認知症の中間的
な段階をいいます。この段階で早期発見できる
と、運動などで認知症への進行を遅らせたり抑
さえたりすることができると考えられています。

●早歩きなどの有酸素運動を１日約30分
●軽い筋力トレーニング
●野菜や魚などをバランスよく食べる
●記憶力のトレーニングを週３回

幾つも当てはまる場合は要注意

MCI（軽度認知障害）とは

●もの忘れがひどい
□同じことを何度も言う・問う・する
□電話していた相手の名前を忘れる
□いつも探しものをしている
□財布や通帳などを盗まれたと疑う

●判断力・理解力が衰える
□家事や運転などの失敗が多くなった
□話のつじつまが合わない
□テレビ番組の内容が理解できない

●時間や場所が分からない
□約束の日時や場所を間違える
□よく行く場所なのに道に迷う

●意欲がなくなる
□好きだったことに興味を示さない
□身だしなみに気を使わなくなる

認知症への移行を予防するために

予防

正常

ＭＣＩ
認知症

認
知
機
能

低
年齢

旭川神経内科クリニックの医師・橋本和季さん

早
期
早
期
早
期
早
期
早
期
早
期
早
期
早
期期期期期期期期期
受

認
知

ま
ず
ま
ず
ま
ず
ま
ず
ま
ず
ま
ず
ま
ず
ま
ずずずずずずず
は

認
知

るるるる

たたた

は
し
も
と　
か
ず

き
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　近年増えている若年性認知症の人と家族を
支えるため、主に次のような制度があります。
●自立支援医療（精神通院医療）
●精神障害者保健福祉手帳
●特別障害者手当
※いずれも詳細は障害福祉課（　25・9855）。
●障害年金
※詳細は旭川年金事務所（　72・5004）
　または、市民課（　25・6306）など。

　

歳
未
満
の
人
が
発
症
す
る
認
知
症

　

認
知
症
は
高
齢
者
に
多
い
病
気
で
す

が
、
働
き
盛
り
の
現
役
世
代
の
人
も
発

症
す
る
病
気
で
す
。
65
歳
未
満
の
人
が

発
症
す
る
認
知
症
疾
患
の
総
称
を
、「
若

年
性
認
知
症
」
と
い
い
ま
す
。

　

若
年
性
認
知
症
を
発
症
す
る
と
、
仕

事
が
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
経
済
的
に

困
難
な
状
況
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
本

人
だ
け
で
は
な
く
家
族
の
生
活
に
も
大

き
な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

特
徴
的
な
症
状
と
し
て
、
仕
事
の
内

容
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
や
、

意
欲
・
判
断
力
の
低
下
が
あ
り
、
う
つ

病
や
更
年
期
障
害
、
統
合
失
調
症
な
ど

の
他
の
疾
患
と
間
違
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
早
期
に
専
門
医
療
機
関
を
受

診
し
、
適
切
な
治
療
を
行
う
こ
と
が
と

て
も
重
要
で
す
。

若
年
性
認
知
症
家
族
会　

　　

本
人
と
家
族
を
支
援
す
る
会
と
し
て

「
旭
川
ひ
ま
わ
り
の
会
」
が
あ
り
ま
す
。

会
長
の
伊
藤
勝
治
さ
ん
は
、
妻
が
若
年

性
認
知
症
と
診
断
さ
れ
る
ま
で
に
5
年

の
歳
月
が
か
か
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

伊
藤
さ
ん
は
「
最
初
は
う
つ
病
や
甲
状

腺
の
病
気
を
疑
い
、
札
幌
の
病
院
ま
で

出
向
く
な
ど
し
ま
し
た
。
も
っ
と
早
く

診
断
が
つ
い
て
い
れ
ば
、
進
行
を
遅
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

悔
や
ま
れ
ま
す
。
他
の
人
が
私
と
同
じ

思
い
を
し
な
い
た
め
に
も
、
若
年
性
認

知
症
へ
の
理
解
を
深
め
、
専
門
的
な
介

護
や
福
祉
の
充
実
を
求
め
た
い
で
す
」

と
切
実
な
思
い
を
話
し
ま
す
。

※
詳
細
は
旭
川
ひ
ま
わ
り
の
会
（　

０

　

９
０
・
３
８
９
８
・
０
４
１
８　

石

　

井
さ
ん
）
。　
　
　

若年性認知症を知っていますか

［特集］認知症 その心に寄り添う

歳歳歳歳歳歳歳
未未未未未未未未未未未未未未未
満

認認認認認認
知

若
年
若
年
若
年
若
年
若
年
若若若若
年年年
性性性性性性性性性性性性性性性

本
人

い
と
う　

か
つ
じ

若年性認知症家族会「旭川ひまわり
の会」会長の伊藤勝治さん

65

住
み
慣
れ
た
地
域
で

自
分
ら
し
く
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に

　

旭
川
で
は
平
成
28
年
8
月
現
在
、
65

歳
以
上
の
人
は
約
10
万
7
千
人
。
そ
の

う
ち
、
何
ら
か
の
支
援
が
必
要
な
認
知

症
の
人
は
約
1
万
1
千
人
で
10
人
に
1

人
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
に
な
る
同
37

年
に
は
、
さ
ら
に
増
え
る
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

誰
も
が
な
る
可
能
性
の
あ
る
認
知
症
。

認
知
症
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
の

は
、
本
人
に
と
っ
て
も
家
族
に
と
っ
て

も
つ
ら
い
時
期
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
家
族
や
地
域
、
専
門
機
関

な
ど
の
支
え
が
あ
れ
ば
、
認
知
症
に
な

っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し

く
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
す
。

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
本

人
の
心
に
寄
り
添
っ
た
支
援
の
輪
を
広

げ
て
い
く
こ
と
が
、
今
、
私
た
ち
に
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
詳
細
】
介
護
高
齢
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

25
・
5
2
7
3

住
み
住
み
住
み
住住
み
住
み
住
み
住
み
住
み
住
み
住
み
住住
みみ
慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣

自
分
自
分
自
分
自
分
自
分
自
分
自
分分分分
らららららららら
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