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88
歳
の
父
と
91
歳
の
母
を

自
宅
で
介
護

 

金
勝
の
自
然
豊
か
な
山
間
に
あ
る
、

中
西
ま
さ
子
さ
ん
の
家
。
67
歳
の
ま
さ

子
さ
ん
は
、
実
家
で
両
親
二
人
を
介
護

中
で
す
。
父
の
甚
太
郎
さ
ん
は
、88
歳
。

要
介
護
２
で
、
認
知
症
が
あ
り
ま
す
。

母
の
米よ

ね

さ
ん
は
、91
歳
。
要
介
護
３
で
、

自
力
で
は
歩
け
な
い
状
態
で
す
。

　

57
歳
の
時
、
膝
関
節
の
手
術
後
、
身

体
が
不
自
由
に
な
り
転
倒
し
や
す
く

な
っ
た
米
さ
ん
。
入
退
院
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、平
成
16
年
、78
歳
の
時
、患
っ

て
い
た
、大
腸
が
ん
を
手
術
し
ま
し
た
。

退
院
し
た
翌
日
に
、
風
呂
で
尻
も
ち
を

つ
き
、
胸

き
ょ
う

椎つ
い

を
圧
迫
骨
折
。
家
で
介
護

が
必
要
な
状
態
に
な
り
、
自
宅
を
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
。平
成
27
年
、骨
祖
し
ょ

う
症
の
た
め
、大だ

い

腿た
い

骨こ
つ

頸け
い

部ぶ

を
骨
折
し
、

車
い
す
で
の
生
活
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
さ
子
さ
ん
と
と
も
に
、
米
さ
ん
を
介

護
し
て
き
た
甚
太
郎
さ
ん
で
し
た
が
、
平

成
23
年
、
82
歳
の
時
、
バ
イ
ク
に
乗
っ
て

い
た
際
に
自
動
車
に
接
触
さ
れ
、
頭
部
や

顔
面
な
ど
を
打
撲
。
そ
の
後
遺
症
か
ら
、

平
成
25
年
に
正
常
圧
水
頭
症
を
患
い
、
脳

に
水
を
抜
く
機
械
を
入
れ
る
手
術
を
し
ま

し
た
。
約
３
年
前
か
ら
認
知
症
の
症
状
が

出
始
め
、
現
在
、
甚
太
郎
さ
ん
と
米
さ
ん

は
、
二
人
と
も
、
ま
さ
子
さ
ん
の
家
族
に

支
え
ら
れ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。

住
み
慣
れ
た
地
域
で
…

認知症
特集

　

団
塊
の
世
代
が
75
歳
の
後
期
高
齢
者
に
な
る
平
成
37
年
。
栗
東
で
は
、
５
人
に
一
人
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
と
な

り
、
25
人
に
一
人
が
認
知
症
高
齢
者
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
は
若
く
し
て
発
症
す
る
例
も
あ
り
、
決
し
て
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
月
は
、
認
知
症
に
な
っ
て
も

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
を
考
え
ま
す
。

まさ子さんの夫が育てたサツマイモに笑顔を見せる甚太郎さん。食事の
間に、自分が認知症であることを口にしながら、自身の頭を叩く姿を
やさしく見守るまさ子さんがいました。

並んで眠りにつく
甚太郎さんと米さん
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介
護
の
負
担
を
減
ら
す

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

自
ら
の
体
験
か
ら

認
知
症
予
防
の
た
め
に
活
動

当
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
て
、
信
頼
で
き

る
人
に
出
会
え
た
こ
と
も
心
強
い
で

す
」
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

ま
さ
子
さ
ん
は
介
護
を
機
に
仕
事
を

辞
め
、
大
変
な
中
に
あ
っ
て
も
数
々
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
き
ま
し
た
。
最

近
は
自
ら
の
体
験
か
ら
、
認
知
症
予
防

の
た
め
、
脳
ト
レ
や
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
・

ウ
ォ
ー
ク
を
広
め
る
た
め
に
活
動
。
ま

た
、
認
知
症
介
助
士
の
資
格
取
得
に
向

け
て
勉
強
中
で
す
。

　
「
大
変
だ
か
ら
こ
そ
、
い
つ
も
笑
顔

で
い
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
母

は
、
ず
っ
と
住
ん
で
い
る
こ
の
家
を

『
終つ

い

の
棲す

み

家か

』
に
し
た
い
と
常
に
言
っ

て
い
ま
す
。
私
も
こ
こ
で
両
親
と
一
緒

に
死
ぬ
つ
も
り
で
す
」
と
続
け
ま
す
。

　

母
の
米
さ
ん
は
、「
ず
っ
と
働
き
も

の
だ
っ
た
甚
太
郎
さ
ん
は
、
頭
が
あ
か

ん
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ケ
ン
カ

も
す
る
け
ど
、
ま
さ
子
に
は
と
て
も
感

謝
し
て
い
ま
す
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
教

え
て
も
ら
っ
た
こ
と
な
ど
、
よ
い
こ
と

は
す
べ
て
取
り
入
れ
、
毎
日
、
感
謝
し

な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
」
と
話
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　

介
護
を
と
お
し
て
親
子
の
絆
が
よ
り

強
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
母
は
認
知
症
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

私
の
行
動
が
遅
い
と
、
怒
っ
て
自
分
の
お

む
つ
を
私
に
投
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

父
も
、
勝
手
に
冷
蔵
庫
の
も
の
を
袋
ご
と

食
べ
た
り
し
ま
す
。
二
人
を
介
護
す
る
の

は
精
神
的
に
も
大
変
で
、
難
聴
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
疲
労
か
ら
倒
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
」
と
語
る
、
ま
さ
子
さ
ん
。

　
「
栗
東
市
介
護
者
の
会
」
が
あ
る
こ
と

を
知
り
、
平
成
25
年
か
ら
参
加
。
介
護

者
に
性
別
は
関
係
な
い
と
実
感
す
る
と

と
も
に
、
甚
太
郎
さ
ん
よ
り
も
重
い
認

知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
と
い
う
話

か
ら
、「
私
が
負
け
て
い
て
は
だ
め
だ
」

と
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
ま
さ
子
さ
ん
の
負
担
を
減
ら
し

て
い
る
の
が
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
通
所
介

護
）。
二
人
は
、
日
帰
り
で
施
設
に
通
い
、

食
事
や
入
浴
な
ど
日
常
生
活
上
の
介
護
や

機
能
訓
練
な
ど
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
休
み
の
日
に
、

父
が
徘
徊
し
た
り
、
勝
手
に
お
風
呂
に

入
り
、
救
急
車
を
お
願
い
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
両
親
は
そ
れ
ぞ
れ
に

合
っ
た
、
別
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
通
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
間
は
、
精
神
的

に
と
て
も
楽
で
す
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の

存
在
は
大
き
い
で
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
さ
ん
は
二
人
と
も
同
じ
人
が
担

①甚太郎さんのベッドに飾られている二人の写真②「朝は感謝し、寝る前は血流を良くするため、手の指を一本ずつ伸ばします」と米さん③④バリアフリー
改修をした家には、車いすがぶつかっても大丈夫なように、また、外に出る際、季節の花を楽しんでもらえるようになど、あちこちにまさ子さんの心遣いが

①緊急時に米さんに押してもらうスイッチを点検②認知症介助士のテキストや新聞記事で勉強③④ノルディック・ウォークや介護予防ゲー
ムの講師となり介護予防に取り組む、まさ子さん。ノルディック・ウォークは甚太郎さんも実践中です（14ページもあわせてご覧ください）

「甚太郎さんは、頭があかんようになってしまった」。
母を介護してくれていた父が認知症に。

１

１

２

２

３

３ ４

４

４
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認知症サポーター
養成講座
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も
し
、
自
分
や
家
族
、
身
近
な
人
が

認
知
症
に
な
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
に
接

し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

市
で
は
、
平
成
18
年
か
ら
「
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
を
開
催
。
そ

の
よ
う
な
場
面
を
想
定
し
て
、
認
知
症

に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
理
解
を
持

ち
、
で
き
る
範
囲
で
手
助
け
す
る
「
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　

講
座
は
無
料
で
、
受
講
者
の
年
齢
や
職

業
に
合
わ
せ
、
劇
や
ク
イ
ズ
な
ど
で
楽
し

く
学
ん
で
も
ら
え
る
１
時
間
程
度
の
内

容
。
受
講
者
に
は
、「
認
知
症
の
人
を
支

援
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
を
示
す
、
オ
レ

ン
ジ
リ
ン
グ
が
渡
さ
れ
ま
す
。
サ
ポ
ー

タ
ー
は
何
か
特
別
な
活
動
を
す
る
の
で
は

な
く
、
例
え
ば
認
知
症
に
な
っ
た
人
や
家

族
の
気
持
ち
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
こ

と
や
、
自
分
の
で
き
る
範
囲
の
手
助
け
を

す
る
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」

は
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
と

栗
東
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
協

働
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
携
わ
る
の
は
、「
認
知
症
キ
ャ
ラ

バ
ン
・
メ
イ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
11
人
の

皆
さ
ん
。
全
員
が
認
知
症
の
人
を
介
護

し
た
経
験
が
あ
り
、「
一
人
で
も
多
く

の
人
に
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
」
と
、
講
師
を
務
め

て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
か
ら
、
数
少
な
い
男
性
メ

ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
活
躍
す
る
の
が

奥
野
達
夫
さ
ん
（
71
歳
）。

　
「
認
知
症
に
関
連
す
る
仕
事
に
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
や
、
母
が
認
知
症
だ
っ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
メ
ン
バ
ー
に
な

り
ま
し
た
。
母
は
兄
夫
婦
が
介
護
し
て

く
れ
て
い
ま
し
た
が
、
厳
格
で
仕
事
一

筋
だ
っ
た
兄
が
、
母
を
お
風
呂
に
入
れ

て
介
護
し
て
く
れ
て
い
る
姿
に
頭
が
下

が
る
思
い
で
涙
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
徘
徊
し
た
時
、
近
所
の
人
が
見
つ

け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
本
人
や

家
族
の
思
い
に
寄
り
添
え
る
人
が
増
え

る
よ
う
に
と
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ん
と
と
も

に
思
い
を
一
つ
に
活
動
し
て
い
ま
す
」

と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

認
知
症
を
知
る
人
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、

世
代
を
超
え
て
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る

思
い
が
あ
り
ま
す
。

広がれ！オレンジリングの輪 認知症への理解を

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
で

広
が
る
サ
ポ
ー
タ
ー
の
輪

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
と

市
が
協
働
で
開
催

認
知
症
を
知
る
市
民
だ
か
ら
こ
そ

伝
え
ら
れ
る
思
い

　「認知症サポーター養成講座」から誕生した認知症サ
ポーターが 3,394 人になりました（平成 29 年 9 月末
受講生の延べ人数）。市民全体の約４％が講座を受講し
たことになります。
　認知症の人は高齢者（65 歳以上の人）の５～７人に 1
人といわれているため、認知症の３人を認知症サポーター
５人で支えている状態です。しかし、認知症サポーター
の半数以上が 60 歳以上であり、今後、高齢者の増加に
伴い認知症の人もますます増加すると予測されます。
　市では、児童館、小学校、企業、市役所などでも講
座を開催し、オレンジリングの輪を広げています。一
人ひとりが認知症の正しい知識を持ち、市全体で支援
を広げていきましょう。

 3,000 人以上が認知症サポーターに

20企業が養成講座を受講し、高齢者
行方不明時の見守りにも協力中

＜年齢別認知症サポーター数＞

 養成講座を受け、子どもたちもサポーターに（金勝小）
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認
知
症
を
考
え
て
ほ
し
い
と
、
昨
年
か

ら
開
催
さ
れ
て
い
る
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ

フ
ェ
ス
タ
栗
東
」。
今
年
も
10
月
１
日
に

開
催
さ
れ
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
、
介
護
用
品
の
展
示
、
段
ボ
ー
ル
ハ
ウ

ス
づ
く
り
な
ど
、
大
人
も
子
ど
も
も
楽
し

め
る
イ
ベ
ン
ト
で
多
く
の
人
が
認
知
症
を

知
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
の
は
、
実
行

委
員
長
で
あ
る
島
田
優
子
さ
ん
（
26
歳
）。

小
学
４
年
生
の
時
、
祖
父
が
脳
卒
中
で
倒

れ
、
認
知
症
に
な
り
ま
し
た
。
島
田
さ
ん

は
大
学
で
認
知
心
理
を
学
び
、
卒
業
後
、

介
護
現
場
に
飛
び
込
み
ま
す
。
介
護
福
祉

士
の
資
格
を
取
り
、
生
活
相
談
員
と
し
て

活
躍
す
る
中
、
企
画
し
た
「
オ
レ
ン
ジ
リ

ン
グ
フ
ェ
ス
タ
栗
東
」
に
は
約
１
０
０
人

が
来
場
。
昨
年
は
、認
知
症
の
人
や
家
族
、

支
援
者
な
ど
が
市
内
４
か
所
か
ら
思
い
を

込
め
た
タ
ス
キ
を
つ
な
い
で
走
り
、
支
援

の
輪
を
広
げ
ま
し
た
。

在
だ
っ
た
祖
父
。
そ
ん
な
祖
父
が
認
知
症

に
な
り
、
当
時
は
不
安
な
気
持
ち
を
祖
父

に
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
家
族
に

認
知
症
の
人
が
い
る
と
周
り
の
人
に
知

ら
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
と
思
い
、
イ

ラ
イ
ラ
す
る
気
持
ち
を
家
庭
内
に
溜
め

込
ん
で
し
ま
う
人
も
い
ま
す
。
介
護
す

る
人
た
ち
は
、
自
分
一
人
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場
で
、
皆
さ
ん
が

つ
な
が
れ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
」

と
語
る
島
田
さ
ん
。

　
「
認
知
症
は
、
本
人
が
一
番
不
安
だ
と

い
う
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
で
す
。
認

知
症
に
な
っ
て
も
、
感
情
は
残
り
ま
す
。

話
を
聞
い
て
も
ら
え
て
『
う
れ
し
い
』
気

持
ち
、
怒
ら
れ
た
『
悲
し
い
』
気
持
ち
。

す
べ
て
残
る
の
で
す
。
漢
字
に
あ
る
よ
う

に
、『
正
』
し
く
『
知
』
る
『
心
』
を
み
ん

な
が
持
ち
、
少
し
の
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
が

あ
れ
ば
、
認
知
症
の
人
も
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
自
分
ら
し
く
、
暮
ら
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
大
好

き
な
栗
東
が
そ
の
よ
う

な
ま
ち
に
な
れ
ば
う
れ

し
い
で
す
。
祖
父
は
今

も
地
域
の
人
た
ち
に
見

守
ら
れ
て
、
元
気
に
栗

東
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
」。

　

一
人
の
女
性
の
思
い

が
ま
ち
を
大
き
く
動
か

し
て
い
ま
す
。

　
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
の
普
及
率
を
上
げ
、

認
知
症
を
前
向
き
に
捉
え
て
も
ら
い
た
い

と
企
画
し
ま
し
た
。
父
の
い
な
い
私
に

と
っ
て
、
一
家
の
大
黒
柱
で
、
大
き
な
存

広がれ！オレンジリングの輪

　 自らの介護経験などから「まちの人が認知症を正し
く理解し、認知症になっても安心して暮らせるまちに
していきたい」と活動する皆さんがいます。
　認知症の人や家族をあたたかく見守る支援者を増や
しているのは、そんな皆さんの力です。

オレンジリングフェスタ
栗東

オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
フ
ェ
ス
タ
は

一
人
の
女
性
の
思
い
と
行
動
か
ら

認
知
症
を
正
し
く
知
り
、

適
正
な
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
ま
ち
に

①昨年、思いをつなぎ、255人
の署名を集めたタスキ②認知
症に関する多様な展示③キャ
ラバン・メイトが体験発表１

２

３

「認知症の人に対し、『認知症』の漢字が表すように、『刃』の
ような『言葉』をかけるのではなく、『病』のように扱うので
はなく、『正』しく『知』る『心』をみんなが持ち、サポート
できるまちにしていきましょう」と呼びかける島田さん
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安心できる支援体制

行方不明高齢者ＳＯＳネットワーク
認知症高齢者等事前登録

参加者がゆったりと交流
にこにこカフェ（認知症カフェ）

■にこにこカフェ「こんぜ」　☎ 558-0056
・日時…奇数月の指定日曜日　
　　　　11 時 30 分～ 13 時 30 分　
　※この時間帯の出入りは自由・料金…300 円
・場所…こんぜの郷デイサービスセンター（御園 2025-2）

「誰もがなじみのある暮らしや地域とつながり続ける」
　地域のみんなと楽しく作って、おいしいお昼ごは
んを食べましょう。カフェタイムでまったり過ごす
こともできます。次回は 11 月 19 日㈰に開催します！

　認知症の人とその家族、地域住民などの誰もが
気軽に参加でき、集える場所です。
　市内２か所で定期的に行っており、認知症の人
だけでなく、認知症の人を支える家族や地域の人
も多く参加しています。

■にこにこカフェ「大宝の郷」　☎ 554-7557
・日時…毎週水曜日　11 時～ 15 時
　※この時間帯の出入りは自由
・料金…無料
・場所…大宝の郷（綣八丁目 17-54 ※ＪＡ大宝の奥）

「高齢者や認知症の人にやさしい地域づくり」
　おいしいコーヒーを飲みながら、楽しい時間を一緒
に過ごしませんか。認知症の人や家族、地域の人…。
どなたでも気軽にお越しください。専門職がいるので
相談にも応じます。

　「行方不明高齢者ＳＯＳネットワーク」は、
警察だけでなく、地域の関連団体などが協力
して、認知症高齢者が道に迷った時にできる
だけ早く自宅に帰れるように地域で見守った
り、行方不明になった時にすみやかに発見保
護する取組みです。
　「認知症高齢者等事前登録」は、万が一の
行方不明に備え、事前に本人の情報を市役所、
地域包括支援センター、警察署で共有するも
のです。保護された際に警察署での照合など
にも役立ちます。
・対象…65 歳以上で在宅で生活し、認知症

などにより道に迷うおそれのある人

※登録番号の書いた反射シールを靴や自転
車など、日頃外出時に利用するものに貼っ
ておくと、行方不明時の目印になります。

■地域企業とも連携して早期発見
※現在、58 の事業所が行方不明高齢者ＳＯ

Ｓネットワークに登録しています。万が一、
認知症高齢者が行方不明になった時、協力
企業などは、通常業務の範囲内で行方不明
高齢者を発見した場合、市や警察に発見の
情報を提供します。

　登録事業所の一覧は、市ホームページをご
覧ください。

お
い
し
い
お
好
み
焼
き
を
い
た
だ
き
ま
す

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
で
交
流

栗東市 全国
人口 68,786 人 約１億 2,254 万人

高齢者人口 13,482 人 約 3,677 万人

高齢化率 19.6% 30.0%
認知症高齢者
※有病率上昇の場合 2,696 人 730 万人

人口に対する
認知症高齢者 約 25 人に１人 約 16 ～ 17 人に

１人

◦平成37年（2025年）推計値　
国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口」

シール
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認知症は早期診断・対応が重要  

　認知症になっても安心して暮らし続けることが
できるまちであるため、市では、地域包括支援セ
ンターを中心に、サポートしています。認知症の
悩みや相談は、気軽に地域包括支援センターへ。
■地域包括支援センター（市役所内）
　☎ 551-0285
　※担当学区：治田、治田東、治田西、金勝、大宝、
　　　　　　大宝東、大宝西
■葉山地域包括支援センター
　（特別養護老人ホーム淡海荘内）☎ 552-5280
　※担当学区：葉山、葉山東

早期診断・対応が大切！
認知症初期を専門チームが支援

 平成 37 年には市の 25 人に一人が認知症に

　認知症は日常生活の中で変化が出てくる病気で
す。買い物に行って冷蔵庫の中身が思い出せない、
何回も繰り返して同じ事を聞くなど、忘れること
を中心に日常生活上で起こります。初期のサイン
を見逃さず、自身や家族ができるだけ早く病院を
受診することが大切です。認知症を引き起こす病
気の多くは治せませんが、早く気付き、受診する
ことで進行を遅らせることもできます。
　周囲のサポートとして大切なのは、支援する
人が「病気だから」という視点で治そうとアプ
ローチして、本人の気持ちをしんどくさせない
ことです。今までどおりの接し方でサポートし
てあげてください。地域でも、家族に責任を押
しつけたり、安易に「病院に連れて行ったら？」
という言葉は禁物です。
　大切なのは認知症の人や家族の気持ちに寄り
添うことです。自分が認知症になった場合や、
家族の立場を考えてみてください。あからさま
なサポートではなく、その人たちが気付かない
程度の見守りをしていただけたらと思います。
あたたかな見守りがあれば、認知症の人も地域
で自分らしい生活を送ることができます。
　９月に発足した、栗東市認知症初期集中支援チー
ムに専門医として参加しています。専門チームで

「この人がいるなら行ってみよう」と思っていた
だけるような信頼関係を築き、一人でも多くの人
を支援していけるように取り組んでいきます。

■宮川正治さんの講演「知ってあんしん！認知症」
・日時…12 月２日㈯ 14 時～　
・場所…なごやかセンター  ・料金…無料
・定員…先着100人（11月６日㈪から申込み開始）
・問合せ 申込み…地域包括支援センター
　☎ 551-0285     551-0548
   メール：choju@city.ritto.lg.jp

FAX

認知症の人や家族の気持ちに
寄り添うことが大切

認知症を考える講演会を開催

宮
川 

正
治
さ
ん

認
知
症
専
門
医
・

南
草
津
け
や
き
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

　９月に栗東市認知症初期集中支援チームが発
足しました。認知症またはその疑いがある人や
家族の自宅をチーム員が訪問して、相談に応じ、
今後の生活を一緒に考えます。また、必要に応
じて主治医、介護サービス事業所と情報共有し、
連携していきます。気軽にご相談ください。

■どんな悩みを相談できますか？
・最近、物忘れが多くなってきた。誰かに相談

したい。
・家族が認知症かもしれないが受診してくれない。

どうしたらいいか分らない。
・介護に困っているがどうしたら良いか分らない。
■どんな人が対象ですか？
　本市在住で 40 歳以上の人と家族です。
■チーム員は？
　認知症専門医と専門知識をもつ保健師、社会福
祉士、看護師などの専門職で構成しています。
　専門職 2 人以上でチームを組み、支援にあた
ります。

栗東市 全国
人口 66,749 人 約１億 2,709 万人

高齢者人口 11,721 人 約 3,347 万人

高齢化率 17.56% 26.6%
認知症高齢者
※有病率による推計 1,837 人 525 万人

人口に対する
認知症高齢者 約 37 人に１人 約 25 人に１人

◦平成27年（2015年）国勢調査
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