
認
知
症
と
と
も
に

特
集

　

認
知
症
の
方
の
数
は
市
内
だ
け

で
も
約
5
万
人
に
の
ぼ
り
ま
す
。

年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
発
症
の

リ
ス
ク
が
高
ま
る
の
が
特
徴
で
、

90
歳
代
で
は
お
よ
そ
2
人
に
1
人

が
か
か
る
可
能
性
の
あ
る
病
気
で

す
。
全
国
的
な
傾
向
と
同
様
、
高

齢
化
の
進
行
が
著
し
い
本
市
に
お

い
て
こ
の
病
気
は
、
か
か
る
方
や

介
護
を
担
う
家
族
を
含
め
、
誰
も

が
関
わ
る
身
近
な
病
気
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
市

は
認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
を
支

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進

め
て
い
ま
す
。

認
知
症
は
誰
も
が

関
わ
り
得
る
病
気

年齢別人口に占める認知症の方の割合

65～
69歳

1.4% 3.2% 7.8%
17.3%

33.0%

57.1%

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85～
89歳

90歳
以上

資料：札幌市高齢保健福祉部（平成26年5月31日現在）
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徐
々
に
記
憶
や
判
断
力
が
失
わ
れ
て
い
く
脳
の
病
気
│
│

認
知
症
。高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
、こ
の
病
気
に
か
か
る
方

が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
集
で
は
、医
療
の
専
門
家
や
家
族
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
交
え
な
が
ら
、私
た
ち
は
認
知
症
と
ど
う
向
き

合
い
、ど
う
支
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
ま
す
。

　
　  

介
護
保
険
課
（
211 
）2
5
4
7

詳
細

2人に1人が
認知症に
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―
認
知
症
と
は
ど
の
よ
う
な
病
気

で
し
ょ
う
か

　

脳
の
細
胞
が
壊
れ
る
こ
と
で
記

憶
障
害
な
ど
を
引
き
起
こ
し
、
日

常
生
活
に
支
障
を
来
す
状
態
を
い

い
ま
す
。
徘
徊
や
幻
覚
と
い
っ
た

症
状
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
病

気
で
す
。

―
認
知
症
は
高
齢
者
の
病
気
と
考

え
る
方
も
多
い
と
聞
き
ま
す

　

そ
う
考
え
て
い
る
方
は
多
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と

は
な
い
ん
で
す
よ
。
確
か
に
65
歳

以
上
の
方
に
多
い
病
気
な
の
で
す

が
、
若
い
方
で
も
か
か
る
可
能
性

の
あ
る
病
気
で
す
。
厚
生
労
働
省

の
調
査
に
よ
る
と
、
65
歳
未
満
で

発
症
し
た
方
の
数
は
、
平
成
21
年

時
点
で
全
国
に
約
4
万
人
も
い
る

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

―
予
防
は
で
き
ま
す
か

　

あ
る
程
度
は
予
防
で
き
ま
す
。

認
知
症
の
予
防
に
は
、
糖
尿
病
や

高
脂
血
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の

予
防
・
改
善
が
有
効
。
そ
の
た
め

に
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
生

活
や
肥
満
の
解
消
を
心
掛
け
、
必

要
に
応
じ
て
医
療
機
関
で
治
療
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
20
分
以
上

の
速
め
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
と
い
っ

た
運
動
を
、
週
3
回
以
上
続
け
る

こ
と
も
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
若
い
う
ち
か
ら
始
め

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
よ
。

―
認
知
症
か
な
、
と
思
っ
た
ら
ま

ず
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か

　

認
知
症
に
は
治
療
で
き
る
も
の

や
、
和
ら
げ
ら
れ
る
症
状
も
あ
る

の
で
、
ま
ず
は
医
療
機
関
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
本
人
は
受
診
に

際
し
て
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と

が
多
い
も
の
で
す
。
そ
ん
な
と
き

は
、
早
期
の
受
診
が
本
人
の
た
め

に
な
る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
す
る

こ
と
が
大
切
。
家
族
間
の
信
頼
関

係
を
大
切
に
し
つ
つ
、
受
診
に
導

い
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
ね
。

認知症の症状は大きく分けて「中核症状」と「行動・心理症状」の2つが
あります。どちらも医療や介護の支援で、改善につなげられる症状です。認知症が引き起こす2つの症状

脳の神経に障害を来すことで起こる症状です。物忘れや判
断力の低下をもたらすもので、神経の働きを補う薬で治療
します。

認知症の方に共通して起こる「中核症状」

症
状
例

　●　直前に経験したことそのものを忘れる
　●　日時や年月、自分の居る場所などが分からなくなる
　●　2つ以上のことが重なると、理解できなくなる　ほか

人間関係や生活環境、心の状態などにより起こる症状で
す。人によって症状が異なり、周囲の接し方次第で和らげ
られる症状もあります。

環境に反応して起こる「行動・心理症状」

症
状
例

　●　理由も無いのに入浴や着替えを嫌がる
　●　お金を盗まれたなどの妄想にとらわれる
　●　徘徊を繰り返す　　　　　　　　ほか

医
療
や

介
護
の
支
援
に

つ
な
げ
る
こ
と
が

重
要
な
病
気
で
す
。

か
い

は
い

認知症を知る

荒木病院院長。日々、認知症の治療を行う傍ら、
認知症サポート医として、地域の福祉機関と連携
して治療する体制づくりに取り組む。

もしも家族がかかってしまったらどうすれば
よいのか。それを考えるには、まず病気を知
ることが大切です。認知症の治療を行う医
師に話を聞きました。

荒木　啓伸さん
あら き ひろ のぶ

医師
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―
ご
主
人
は
15
年
前
に
認
知
症
と

診
断
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
受
診

の
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　
最
初
に
お
か
し
い
と
感
じ
た
の

は
、
夫
が
夕
食
を
終
え
て
間
も
な

く
、「
晩
ご
飯
は
ま
だ
か
い
？
」

と
言
っ
た
こ
と
で
す
。
食
べ
た
こ

と
自
体
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
で
し

た
。
そ
ん
な
こ
と
は
初
め
て
で
し

た
の
で
、
市
販
の
医
学
書
な
ど
で

調
べ
た
ら
、
認
知
症
の
症
状
に
似

て
い
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。
数
日

悩
ん
だ
末
、
夫
に
話
を
し
て
精
神

科
を
受
診
し
た
の
で
す
が
、「
認

知
症
」
と
診
断
さ
れ
た
と
き
は
、

頭
が
真
っ
白
に
な
り
ま
し
た
。
で

も
、「
私
が
し
っ
か
り
し
な
き
ゃ
」

と
気
を
引
き
締
め
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。

―
普
段
の
介
護
で
は
大
変
な
思
い

も
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す

　
初
め
の
こ
ろ
は
つ
ら
か
っ
た
で

す
ね
。
あ
る
日
突
然
、
車
道
の
真

ん
中
を
歩
き
出
し
た
こ
と
が
あ
っ

て
、
注
意
し
て
も
「
う
る
さ
い
。

車
が
よ
け
て
い
く
！
」
と
怒
っ
て

言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
な
か
っ

た
り
、
犬
の
散
歩
に
行
っ
て
何
時

間
も
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
り
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

―
そ
う
し
た
体
験
を
ど
の
よ
う
に

乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
か

　
時
折
か
け
て
く
れ
る
夫
か
ら
の

感
謝
の
言
葉
が
心
の
支
え
で
す
。

日
常
の
さ
さ
い
な
と
き
の
「
あ
り

が
と
う
」
と
い
う
一
言
が
、
私
の

気
持
ち
を
救
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
ご
近
所
の
方
の
存
在
も

大
き
い
で
す
よ
。
私
は
、
夫
の
病

気
は
周
り
に
知
っ
て
も
ら
っ
た
方

が
い
い
と
思
っ
た
の
で
、
夫
の
症

状
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
き
ま
し
た
。

す
る
と
、「
何
か
あ
っ
た
ら
い
つ

で
も
言
っ
て
ね
」
と
声
を
掛
け
て

く
れ
た
り
、
私
た
ち
が
出
掛
け
ず

に
い
る
と
「
し
ば
ら
く
見
な
い
か

ら
心
配
し
た
よ
」
と
家
ま
で
来
て

く
れ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。
地
域

の
皆
さ
ん
の
見
守
り
が
あ
る
か
ら
、

頑
張
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
ご
主
人
が
穏
や
か
に
過
ご
せ
る

よ
う
、
心
に
決
め
て
い
る
こ
と
が

あ
る
そ
う
で
す
ね

　
は
い
。
そ
れ
は
「
絶
対
に
強
い

口
調
で
話
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と

困っている様子が見えたら「お手伝いしましょうか」などと一声を。認知症の
方の不安を理解し、温かく見守ることが大切です。

さりげなく様子を見守る。突
然後ろから声を掛けたりせ
ず、相手の目線に合わせて優
しい口調で対応する

失敗を責めたり叱ったり
せず、相手の気持ちに寄り
添った対応を心掛ける

　一度にたくさん話し掛けた
り複数で囲んだりせず、相手
の言葉にゆっくりと耳を傾け
て何をしたいのか確認する

認知症の方への対応の心得  〝３つの「ない」〞

驚かせない 急がせない 自尊心を
傷つけない

1 2 3

家族と向き合う

15年前から、夫・義典さんを自宅で介護している。
84歳。

朝日　ヒサ子さん
あさ ひ こ

よしのり

日々葛藤しながら行う認知症の介護。家族
の方から、介護を通して分かったこと、認知
症の方への思いを聞きました。
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で
す
。
認
知
症
だ
か
ら
と
い
っ
て

何
も
分
か
ら
な
く
な
る
わ
け
じ
ゃ

な
い
。
優
し
く
接
す
れ
ば
相
手
に

も
き
ち
ん
と
伝
わ
る
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
夫
の
生
き
が
い
に
つ

な
が
れ
ば
と
い
う
思
い
で
、
回
覧

板
を
持
っ
て
行
く
、
重
い
も
の
を

運
ぶ
な
ど
、
で
き
そ
う
な
こ
と
は

積
極
的
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
い
つ
も
優
し
い
気
持
ち
で

い
る
に
は
、
自
分
の
心
に
も
余
裕

が
必
要
。夫
は
デ
イ
ケ
ア
や
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
て
い
ま
す
が
、

そ
う
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ

て
自
分
の
時
間
を
つ
く
る
こ
と
も

大
切
に
し
て
い
ま
す
よ
。

―
介
護
を
支
え
て
く
れ
る
人
を
頼

る
こ
と
も
大
事
な
の
で
す
ね

　
そ
う
で
す
ね
。
家
族
だ
け
で
介

護
し
て
い
る
方
が
い
た
ら
、
地
域

の
人
や
介
護
の
相
談
窓
口
な
ど
に

勇
気
を
持
っ
て
話
を
し
て
み
て
ほ

し
い
で
す
。
つ
ら
い
と
き
に
私
た

ち
を
支
え
て
く
れ
た
の
は
、
い
つ

も
周
り
の
皆
さ
ん
で
し
た
か
ら
。

札幌市認知症コールセンター

206-7837 平日10時～15時
（年末年始を除く）

平日8時45分～17時15分（年末年始を除く）

な や み ナシ

お住まいの区（1㌻）の保健福祉課

地域包括支援センター（市内27カ所）

認知症に関する相談はこちら

物忘れがだんだんひどくなってきて
眼鏡を捜すのに1時間以上かかる。
認知症なんだろうか。（40代男性）

市には、認知症に関する
相談がたくさん
寄せられています

金券が無くなっているのに、使った
記憶が無い。家族に対して角が立つ
聞き方をしてしまい、夜も眠れない。
自分でも変だと思うが、どうしたら
いいのか分からない。（70代女性）

本人の思い

入院中に認知症を発症した妻。私が
お見舞いに行くたび、昔の知人が遊
びに来たと勘違いして、しまいには強
い口調で怒り出す。どのように対応す
ればよいのだろう。（70代男性）

同居の父がトイレの水の流し方を忘
れてしまった。水を流すと驚かれた。認
知症だと思うが、受診を拒否してい
る。（50代女性）

叔母の物忘れが目立ってきた。同じこ
とを何度も聞いたり言ってきたりして、
優しく対応しなきゃと思うのに、小さ
なことでイライラしてしまう。話を聞い
てもらい、ほっとした。（40代女性）

家族の思い

このような状態が続く方は右記の相談先へ

夫
の
「
あ
り
が
と
う
」
と

地
域
の
方
の
支
え
が
私
の
原
動
力
。

お住まいの地区を担当するセンターの詳細は、市コー
ルセンター 222-4894へお問い合わせを

ヒサ子さんを笑わせるのが大好きな義典さん。
今も冗談を言ってくれることがあるという

認知症チェックリストあなたや
家族は
大丈夫？

□「同じことを何度も言う」と、周囲から言われることが多い
□財布や通帳など大切なものがよく無くなる
□待ち合わせの場所にたどり着けなくなった
□片付けや料理、運転などが以前のようにできなくなった
□身だしなみを整えることがおっくうになり、構わなくなった
□テレビドラマはあらすじを追うのが面倒くさい
□趣味や好きなことに関心が無くなった
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スマイル 642-4121

小春 522-8691

ふらっと 789-8800

パークサイド 791-2311

アリビオ 898-3737

ユーカリ・デイ 859-6777

中央区

東　区

厚別区

豊平区

清田区

南　区

西　区

―
認
知
症
カ
フ
ェ
と
は
ど
ん
な
所

な
の
で
し
ょ
う
か

　

認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
、
地

域
の
方
な
ど
誰
も
が
く
つ
ろ
げ
る

所
で
す
。
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
お

し
ゃ
べ
り
で
き
る
だ
け
で
な
く
、

常
駐
し
て
い
る
医
療
や
介
護
の
ス

タ
ッ
フ
か
ら
、
き
め
細
か
い
ア
ド

バ
イ
ス
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

を
受
け
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
す
。

病
院
や
介
護
施
設
な
ど
市
内
12
カ

所
で
開
催
し
て
い
ま
す
よ
。

―
開
催
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
教

え
て
く
だ
さ
い

　

認
知
症
の
方
の
リ
ハ
ビ
リ
を
お

手
伝
い
し
て
い
る
中
で
、
今
ま
で

で
き
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

い
く
本
人
の
つ
ら
さ
や
、
介
護
を

し
て
い
る
家
族
の
不
安
な
ど
を
、

た
く
さ
ん
感
じ
て
き
ま
し
た
。
そ

ん
な
と
き
に
出
張
先
の
オ
ラ
ン
ダ

で
「
認
知
症
カ
フ
ェ
」
を
知
っ
た

ん
で
す
。
認
知
症
の
方
と
そ
の
家

族
が
地
域
の
人
や
他
の
家
族
と
の

交
流
を
通
し
て
癒
や
さ
れ
て
い
る

姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
札
幌

で
も
ぜ
ひ
や
り
た
い
な
と
。
本
人

た
ち
に
し
か
分
か
ら
な
い
苦
し
み

を
少
し
で
も
和
ら
げ
ら
れ
る
、
そ

し
て
元
気
に
な
れ
る
場
を
つ
く
り

た
い
。
そ
う
思
っ
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。

―
こ
ち
ら
に
は
地
域
の
方
も
た
く

さ
ん
来
ら
れ
る
そ
う
で
す
ね

　

そ
う
な
ん
で
す
。
カ
フ
ェ
に
は
、

こ
の
病
気
に
つ
い
て
知
り
た
い
と

考
え
て
い
る
方
が
数
多
く
来
ら
れ

ま
す
。
私
た
ち
専
門
家
だ
け
で
で

き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
多
く
の
方
に
認
知
症
の
知
識

や
接
し
方
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
よ
り
、
地
域
が
一
丸
と
な
っ
て

認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
を
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

本
人
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
力
と

な
る
は
ず
。
そ
ん
な
地
域
の
環
境

づ
く
り
に
も
貢
献
で
き
る
場
所
に

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

開催日時や会場など、詳細は各カフェにお問い合わせください

「もいわした」を利用している久保田 留美子さん
く ぼ た る み こ

ふきのとう 883-0937

和み 896-5010

もいわした 572-8500

サンシャイン 571-6000

もなみん 588-1165

暖 662-0001

市内12カ所で認知症カフェを開催中！

なご

はる

認知症の母と利用しています。
とても雰囲気が良く、ゆったりと
した気持ちになれるのがいいと
ころ。気軽に介護の相談ができ
るので、助かっています。

認
知
症
と

向
き
合
う
人
々
が

元
気
に
な
れ
る

場
を
つ
く
り
た
い
。

地域で支える

西円山病院リハビリテーション部部長。市内初の
認知症カフェ「スマイルカフェ」を立ち上げた。

認知症と向き合う人たちの心のよりどころと
して、昨年から「認知症カフェ」を開催してい
ます。立ち上げに携わった専門家の思いに
迫ります。

伊藤　隆さん
い とう たかし

作業療法士
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大切な思い出や自分らしさをも失わせてしまうことがある病、認
知症。この病と向き合う人たちの気持ちに寄り添い、温かく見守
るには、一人一人が認知症を正しく理解することが大切です。認
知症の方もその家族も、誰もが安心して暮らせるように、できる
ことから始めてみませんか。

認知症の病状や介護の方法を学ぶほか、参加者同士で悩みを話したり、情報を交換したり
できる場所です。参加者の要望に応じて、調理実習や音楽療法体験なども行っています。

中央中学校では、
総合的な学習の
一環として生徒が
受講。認知症の症
状や正しい接し方
を学びました

誰かの役に立ちたいと思っていたときに
出会ったこの講座。認知症は、誰もがな
り得る身近な病気だと、あらためて実感
しました。ここで得た知識を生かして、今
は、認知症カフェでボランティアをしてい
ます。「ありがとう」という言葉に元気を
もらっていますよ。

私たちの接し方一つで症状が
良くなることがあると知りまし
た。これからは、認知症の方に
出会ったら笑顔で接したいで
す。認知症の方に優しい人を一
人でも増やして、安心して過ご
せる環境をみんなでつくること
が大切だと思います。

認知症に関する正しい知識を学ぶ90分の講座です。実施
を希望する団体には専門の講師を無料で派遣します。

中央中学校3年　檜山 沙羅さん
ひやま さ ら講座がきっかけでボランティアを始めた

上田 富子さん
うえ だ とみ こ

認知症についての詳細はホームページでもご覧になれます。 検索札幌市　認知症ナビ

認知症の方を
みんなで
見守るまちに

札幌市長　秋元 克広
あきもと かつひろ

参加してみませんか? 認知症の方やその家族を見守る取り組み

対象在宅で認知症の方を介護している男性
日時や費用などは介護保険課 211-2547へお問い合わせを

小中学校でも開催しています
子どもたちにも認知症への理解を深めてもら
うため、小中学校でも講座を行っています。

対象地域・職場・学校など10人以上の団体
申込区役所（1ページ）や市役所3階介護保険課で配布中の申込書を、講座開催希望日の1カ月前まで団体の方

日時・場所来年1/19㈫13時30分～15時。社会福祉総合センター（中央区大通西19）　定員30人
申込11/19㈭からボランティア活動センター 623-4000、FAX623-0004へ。先着
※この他にも、年5回程度開催しています。日時はボランティア活動センターへお問い合わせを

個人の方

男性介護者の集い（ケア友の会）

認知症サポーター養成講座

講座を受けた方に聞きました！
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