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　認知症は85歳以上の４人のうち１人
にその症状があるといわれ、本格的な
高齢化社会を生きる私たちにとって、と
ても関わりの深い問題になっています。
　認知症の人が増えるのに従って、多く
の人が認知症になった家族を介護する
ようになりました。

　しかし、認知症の介護には、心身と
もに大きな負担が伴い、それを一人で抱
え込んでしまうと、家族まで共倒れにな
ってしまうことも少なくありません。家
族が勇気と明るさをもって介護を続ける
ため、私たちは何ができるでしょうか。

突
然
訪
れ
た

夫
の
認
知
症
と
い
う
現
実

　

岡
田
典ふ
み

子こ

さ
ん（
中
之
町
三
丁

目
）が
夫
、秀
造
さ
ん
の
異
変
に
気
付

い
た
の
は
、秀
造
さ
ん
が
58
歳
の
と
き

で
し
た
。「
頭
に
濡
れ
タ
オ
ル
を
置
い
て

い
る
よ
う
で
気
持
ち
が
悪
い
」。
仕
事

か
ら
帰
っ
た
秀
造
さ
ん
が
、こ
う
違
和

感
を
訴
え
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

不
安
に
な
っ
た
典
子
さ
ん
は
、す

ぐ
に
秀
造
さ
ん
を
連
れ
、病
院
を
受

診
し
ま
し
た
。
検
査
の
結
果
、医
師

か
ら
告
げ
ら
れ
た
病
名
は
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
型
認
知
症
。
秀
造
さ
ん
は
、

脳
の
神
経
細
胞
が
少
し
ず
つ
壊
れ
、

脳
全
体
が
縮
ん
で
い
く
代
表
的
な
認

知
症
の
初
期
段
階
に
あ
り
ま
し
た
。

　

典
子
さ
ん
は
今
で
も
、
そ
の
時
、

医
師
か
ら
言
わ
れ
た
言
葉
を
は
っ
き

り
覚
え
て
い
ま
す
。「
介
護
は
大
変
で

し
ょ
う
が
、
マ
ラ
ソ
ン
だ
と
思
っ
て

焦
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」。

　

慰
め
ら
れ
た
半
面
、マ
ラ
ソ
ン
と

い
う
言
葉
か
ら
途
方
も
な
い
距
離
と

時
間
を
連
想
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

夫
の
定
年
退
職
を
間
近
に
控
え
、

突
然
、目
の
前
に
現
れ
た
認
知
症
と

い
う
現
実
。
典
子
さ
ん
の
頭
は
、戸

惑
い
と
不
安
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。

　
　
　
　

 

❖　
❖　
❖

寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
く

　
〜
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
た
め
に
〜

問高齢者福祉課　☎0848・67・6055

特集
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寄り添って生きていく　
～認知症の人とその家族を支えるために～

特集

   

市
内
で
年
々
増
加
す
る

   

認
知
症
の
人

　
家
族
を
介
護
す
る
―
。
も
し
こ
ん

な
場
面
が
人
生
に
訪
れ
た
と
し
た
ら
、

あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
。

　
家
族
が
健
康
な
と
き
は
、
思
い
も

よ
ら
な
い
こ
う
し
た
出
来
事
は
、
実

は
私
た
ち
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
り
ま
す
。

　
昨
年
度
、
市
の
総
人
口
に
占
め
る

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
30
％

を
超
え
ま
し
た
。

　

高
齢
化
率
が
高
ま
っ
て
い
る
大
き

な
要
因
は
、
生
活
水
準
や
医
療
技
術

の
向
上
で
寿
命
が
延
び
た
こ
と
、
生

ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
数
が
減
っ
た
こ

と
の
２
つ
。
今
後
も
高
齢
化
率
は
年

々
上
昇
し
、
2
0
4
0
年
に
は
40
％

を
超
え
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
認

知
症
に
な
る
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
認
知
症
は〝
老
い
〟に
伴
う
病
気
の

一
つ
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
で
脳

の
細
胞
が
壊
れ
る
、
ま
た
は
働
き
が

悪
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、記
憶・判

断
力
の
障
害
な
ど
が
起
こ
り
、
意
識

障
害
は
な
い
も
の
の
、
社
会
生
活
や

対
人
関
係
に
支
障
が
出
て
い
る
状
態

を
い
い
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
に
は
認
知
症
状
で
日

常
生
活
に
支
障
が
あ
る
と
さ
れ
る
人

が
約
４
0
0
0
人
お
り
、
そ
の
数
は

今
後
も
増
加
す
る
見
込
み
で
す
。

　
高
齢
化
が
進
む
三
原
市
で
暮
ら
す

私
た
ち
に
と
っ
て
、
認
知
症
は
も
は

や
他
人
事
で
は
な
い
の
で
す
。

   

老
老
介
護

　
と
い
う
現
実

　
市
な
ど
が
平
成
23
年
に
実
施
し
た

家
族
介
護
者
へ
の
聞
き
取
り
の
結
果

か
ら
、
市
内
で
介
護
を
続
け
る
家
族

の
典
型
的
な
形
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
市
内
で
要

介
護
３
～
５
の
認
定
者
を
在
宅
介
護

し
て
い
る
人
の
う
ち
、
約
70
％
が
60

歳
以
上
、
約
75
％
が
女
性
。
続
柄
は

約
40
％
が
配
偶
者
で
、
約
35
％
が
子

で
し
た
。
ま
た
、
要
介
護
者
と
同
居

し
て
い
る
人
は
約
80
％
を
占
め
、
こ

の
う
ち
二
人
暮
ら
し
が
約
40
％
で
し

た
。

　
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
、
高
齢
の
女

性
が
夫
、
ま
た
は
親
を
介
護
し
て
い

る
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。
高
齢
者
が

高
齢
者
を
介
護
す
る
、い
わ
ゆ
る〝
老

老
介
護
〟が
市
に
お
け
る
介
護
の
現

実
で
す
。

　
　
　
　

 

❖　
❖　
❖

　
夫
婦
で
過
ご
す
穏
や
か
な
老
後
を

思
い
描
い
て
い
た
と
き
、
体
力
や
記

憶
力
に
自
信
が
な
く
な
り
、
自
分
自

身
の
健
康
が
不
安
に
な
っ
て
き
た
と

き
。
突
然
、
ゴ
ー
ル
の
見
え
な
い
マ

ラ
ソ
ン
を
走
ら
な
く
て
は
い
け
な
く

な
っ
た
ら
―
。

　
あ
な
た
は
一
人
き
り
で
走
り
続
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

認知症の介護者は
本当に孤独なマラソン走者なのでしょうか
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市の人口と高齢化率の推移の予測

市内の認知症状がある高齢者数の推移

～高齢化率は25年後に40％を超える見込みです～

～男女ともに年々増加する傾向があります～

※主治医意見書で判定基準Ⅱａ（介護認定を受け、日常生活に支障をき
たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られる）の人を対
象に集計したもの。

（国立社会保障・人口問題研究所による将来推計より）
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�心身ともに元気を回復できる場に
もなっている家族の会の研修会

「いつでも相談してください」
と話す代表者の川北和子さん

家族介護者が交流し、励まし合える場所 家族の会

   

家
族
を
支
援
す
る

　
全
国
組
織

　
「
認
知
症
の
人
と
家
族
の

会
」は
昭
和
55
年
、認
知
症
の

人
を
介
護
す
る
家
族
同
士
の

励
ま
し
合
い
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。
発
足
以
来
、
多
く
の

認
知
症
の
人
と
家
族
を
支
え

な
が
ら
、
社
会
に
認
知
症
を

正
し
く
理
解
し
て
も
ら
お
う

と
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
各
都
道
府
県
に
支

部
が
あ
り
、
全
国
に
約
１
万

1
0
0
0
人
の
会
員
が
い
ま

す
。

　
市
内
に
は
三
原・本
郷・久

井・大
和
の
各
地
区
に
会
が
あ
り
、認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
が
定
期
的
に

集
ま
っ
て
い
ま
す
。
悩
み
の
相
談
や

情
報
交
換
な
ど
を
通
じ
て
交
流
す
る

だ
け
で
な
く
、
専
門
家
を
講
師
に
招

い
て
研
修
会
や
施
設
見
学
を
行
い
、

認
知
症
や
介
護
に
つ
い
て
知
識
と
理

解
を
深
め
て
い
ま
す
。

   

同
じ
悩
み
を

   

持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ

　
市
内
で
最
も
大
き
い
三
原
地
区
の

会
に
は
現
在
、
約
60
人
が
在
籍
し
、

月
１
回
の
仲
よ
し
会
、
隔
月
１
回
の

研
修
会
な
ど
を
開
い
て
い
ま
す
。

もしも家族が認知症になったら―。　
　多くの人は、大切な人が病気になったことに戸惑い、混乱し、介
護の苦労がいつまで続くのかという不安に、押しつぶされそうに
なってしまいます。
　｢本人の人格まで否定されそうだから｣「恥ずかしいから隠したい」
と、周囲の人に打ち明けるのをためらう人もいるかもしれません。
　しかし、このような思いを自分だけで処理しようとすると、精
神的に追い込まれ、うつ状態になったり、心身のバランスを崩し
て体調不良になったりすることもあります。
　市内には、悩みや困っている事を気軽に相談できる場所があり
ます。一人で抱え込まないで、まず周りに打ち明けてみてくださ
い。ドアはいつも開かれています。

　
参
加
者
か
ら
は「
他
に
も
大
変
な

思
い
を
し
て
い
る
人
が
い
る
と
知
り
、

前
向
き
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」「
先
輩
の
話
か
ら
、
認
知
症
が
ど

の
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
か
が
分
か

り
、ゆ
と
り
を
も
っ
て
準
備
で
き
た
」

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
す
。

　
「
同
じ
立
場
だ
か
ら
こ
そ
、本
音
で

話
が
で
き
、
お
互
い
に
励
ま
し
合
え

る
場
。
介
護
か
ら
離
れ
て
息
抜
き
も

で
き
る
の
で
、
気
軽
な
気
持
ち
で
参

加
し
て
ほ
し
い
」と
世
話
人
代
表
の

川
北
和
子
さ
ん
。
多
く
の
参
加
者
が

明
日
の
介
護
に
つ
な
が
る
笑
顔
と
勇

気
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

問い合わせ先 …………………………………
●三原市認知症の人と家族の会
　（社会福祉協議会内 ☎0848・63・0570）
●家族介護者のつどい「かたつむりの会」
　（社会福祉協議会本郷地域センター内 ☎0848・86・3607）
●久井認知症の人を支える家族のつどい｢どんぐりの会｣
　（社会福祉協議会久井地域センター内 ☎0847・32・7101）
●大和認知症の人を支える家族の会「えがおの会」
　（社会福祉協議会大和地域センター内 ☎0847・34・1214）

一人
で
悩
ま
な
い
で
。

助
け
て
く
れ
る
人
は

す
ぐ
そ
ば
に
い
ま
す



5 広報みはら 平成 26 年 12 月号

認知症カフェがオープンしました

寄り添って生きていく　
～認知症の人とその家族を支えるために～

特集

家族から介護についての相談に乗る高齢者相談センターどりぃむの片
江敏之さん

認知症や介護について
さまざまな相談ができる心強い窓口 高齢者相談センター

   

介
護
の
専
門
家
が

   

常
駐
す
る
相
談
窓
口

　
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、
市
が

運
営
を
委
託
し
て
い
る
高
齢
者
向
け

の
相
談
機
関
で
す
。
現
在
、
市
内
に

は
地
域
ご
と
に
５
カ
所
の
セ
ン
タ
ー

が
あ
り
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
に
は
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
、
社
会
福
祉
士
、
保
健
師
な
ど
、

専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た
職
員
が
常

駐
し
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
場
所

で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、

本
人
や
そ
の
家
族
が
抱
え
て
い
る
心
配

事
や
悩
み
な
ど
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
介
護
や
福
祉
、
医
療
な
ど
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
や

制
度
の
利
用
に
つ
な
げ
た
り
、
専
門

機
関
を
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

解
決
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

 

増
え
て
い
る

 

認
知
症
に
つ
い
て
の
相
談

　
市
東
部
地
域
を
担
当
す
る
高
齢
者

●三原病院内（中之町六丁目）　　　　　　　毎月第１金曜日
●梅菅園グループホーム内（下北方二丁目）　毎月第４火曜日
●久井保健福祉センター内（久井町和草）　　毎月第２火曜日
※日時や内容、対象者など、詳しくは高齢者福祉課（☎0848・
67・6055）に問い合わせください。

　認知症の人やその家族が、
安心して過ごせる認知症カフェ
が始まりました。一緒にゆったり
とした時間を過ごしませんか。

相
談
セ
ン
タ
ー
ど
り
ぃ
む（
中
之
町

六
丁
目
）で
は
最
近
、認
知
症
や
そ
の

症
状
が
疑
わ
れ
る
人
を
家
族
に
持
つ

人
か
ら
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
内
容
は「
親
の
も
の
忘
れ
が
ひ
ど

く
、
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
」「
夫
の

介
護
で
夜
も
寝
ら
れ
ず
、
疲
れ
て
き

た
」な
ど
。生
活
の
問
題
に
つ
い
て
は

介
護
保
険
を
申
請
し
て
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
を
提
案
し
た
り
、
精
神
的
な
面

で
は
家
族
の
会
な
ど
を
紹
介
し
、
仲

間
づ
く
り
を
勧
め
た
り
し
て
支
援
し

て
い
ま
す
。

　
対
応
に
当
た
る
介
護
支
援
専
門
員

の
片
江
敏
之
さ
ん
は
、「
家
族
の
皆
さ

ん
は﹃
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ

う
﹄と
大
き
な
不
安
を
抱
え
て
い
ま

す
。
ど
ん
な
事
で
も
気
軽
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
」と
話
し
ま
す
。

　
一
人
や
夫
婦
だ
け
で
暮
ら
す
高
齢

者
、
家
族
で
介
護
を
し
て
い
る
人
な

ど
に
と
っ
て
、
心
強
い
味
方
に
な
っ

て
い
ま
す
。

市内５カ所の高齢者相談センター ………………………………
　　　�どりぃむ
　　　 （中之町六丁目31番1号  ☎0848・61・4410）
　　　�三恵苑　
　　　 （城町三丁目7番1号  ☎0848・63・6775）
　　　�三原市医師会
　　　�（宮浦一丁目15番16号  ☎0848・63・7100）
　　　�大空　
　　　 （下北方一丁目6番5号  ☎0848・86・2450）
　　　�はーもにー
　　　�（久井町和草1906番地1  ☎0847・32・5007）
※各センターには担当地域があります。詳しくは高齢者福祉課

（☎0848・67・6055）まで問い合わせてください。

東部

南部

中央

西部

北部
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高齢者を温かく包み込む
地域の目 地域の見守り活動

民生委員の木山實男さん（中央）を中心に地
域の連携が進んでいます

   

温
か
な
見
守
り
で
結
ぶ

   

地
域
の
絆

　
「
お
は
よ
う
。今
朝
は
す
い
ぶ
ん
冷

え
た
ね
ぇ
」。久
井
町
小
林
で
地
域
の

見
守
り
活
動
を
す
る
菰こ
も

下し
た

武
子
さ
ん

が
訪
ね
た
の
は
、
近
く
で
一
人
暮
し

を
す
る
中
宗
綾
子
さ
ん
。
縁
側
に
座

り
、
畑
で
大
き
く
育
つ
大
根
の
話
で

盛
り
上
が
り
ま
す
。「
来
て
も
ら
え
る

の
が
張
り
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
も
元

気
で
お
ら
ん
と
い
け
ん
ね
」と
話
す
中

宗
さ
ん
は
、
菰
下
さ
ん
の
訪
問
を
い

つ
も
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。

　
い
ま
、一人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
そ

の
家
族
を
、
地
域
ぐ
る
み
で
見
守
り
、

支
援
す
る
取
り
組
み
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。こ
の
見
守
り
サ
ポ
ー
ト
推
進
事
業

は
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
主
体
と
な

り
、
自
治
会
や
町
内
会
、
民
生
委
員
、

福
祉
関
係
機
関
が
連
携
し
、
地
域
の

高
齢
者
を
見
守
る
活
動
。
支
え
る
の

は
、見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
、

自
宅
を
訪
問
し
た
り
、
外
で
見
掛
け

た
と
き
に
声
を
掛
け
た
り
す
る
地
域
の

人
た
ち
で
す
。

   

積
み
重
ね
で
で
き
た

   

信
頼
関
係

　

菰
下
さ
ん
が
活
動
す
る
久
井
町

私たちにできる事―。
　想像してみてください。大切な友人、仲良くしてきた
近所の人が認知症になったら。そして、その家族が介
護で疲れ果てていたら。
　認知症の人が自分の住み慣れた地域で安心して暮ら
していくため、家族が勇気と明るさを持って介護を続け
るため、そばにいる私たちにはできる事があります。

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る

三
原
市
を
め
ざ
し
て

の
中
野
地
区
は
平
成
20
年
、他
の
地

域
に
先
駆
け
て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　
き
っ
か
け
は
、
地
域
で一人
や
夫
婦

だ
け
で
暮
ら
す
高
齢
者
が
増
え
、
自

宅
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
て
き
た

こ
と
。「
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
が
希

薄
に
な
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
高
齢
者

が
孤
立
し
て
し
ま
う
」。
事
業
へ
の
参

加
を
決
め
た
民
生
委
員
の
木
山
實
男

さ
ん
は
、
こ
う
振
り
返
り
ま
す
。

　

中
野
地
区
で
は
現
在
、
17
人
の
サ

ポ
ー
タ
ー
で
約
1
0
0
人
の
高
齢
者

を
見
守
っ
て
い
ま
す
。
見
守
り
の
状

況
は
、
民
生
委
員
、
福
祉
施
設
へ
と

橋
渡
し
さ
れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
専
門

機
関
が
訪
問
す
る
と
い
う

連
絡
体
制
が
整
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
ま
す
ま
す

高
齢
化
が
進
み
、
見
守
ら

れ
る
人
の
中
に
は
認
知
症

の
症
状
が
あ
る
人
も
増
え

て
き
ま
し
た
。「
サ
ポ
ー

タ
ー
と
見
守
ら
れ
る
人
の

信
頼
関
係
が
で
き
て
い
る

の
で
、
人
に
は
相
談
し
に

く
い
認
知
症
の
話
な
ど
も

で
き
て
い
る
よ
う
で
す
」と

木
山
さ
ん
。
こ
れ
ま
で
の

活
動
の
積
み
重
ね
が
、
実

を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た

場
所
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
―
。

温
か
な
見
守
り
が
地
域
の
安
心
感
を

高
め
て
い
ま
す
。

毎日元気に過ごす中宗綾子さん（左）も菰下武子さんの訪
問を楽しみにしています
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寄り添って生きていく　
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認知症の人とその家族を救えるのは
あなたかもしれません 認知症サポーター養成講座

   

市
を
あ
げ
た
取
り
組
み

   

が
進
ん
で
い
ま
す

　
延
べ
８
９
３
６
人
―
。
市
の
人
口

の
約
11
人
に
１
人
に
当
た
る
こ
の
人

数
は
、
昨
年
度
ま
で
に
市
内
で
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
を
養
成
す
る
講
座
を

受
け
た
人
の
数
で
す
。

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知

症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の
人

や
そ
の
家
族
を
温
か
く
見
守
る
応
援

者
の
こ
と
で
す
。
友
人
や
家
族
に
講

座
で
学
ん
だ
こ
と
を
伝
え
る
、
本
人

や
家
族
の
気
持
ち
を
少
し
で
も
理
解

す
る
よ
う
努
め
る
な
ど
、
取
り
組
み

　しまなみ信用金庫では現在、全職員の
約85％が認知症サポーター養成講座を
受講し、地域社会への貢献、金融機関と
して利用者の財産を守る業務の一環とし
て、認知症の人とその家族を支援する取
り組みを続けています。
　同金庫は平成22年から、組織をあげて
職場でのサポーター養成に取り組み始め
ました。現在では講座を新人研修のメニ
ューに組み入れ、認知症を正しく理解でき
る職員の育成を進めています。
　また、市内にある全７店舗が、市の「認
知症の人にもやさしいお店」に登録されて
います。

❖　❖　❖

　総合技術高校では、授業の中で認知症
サポーター養成講座を受講しています。
　10月20日、人間福祉科の３年生39人
が講座を受講しました。保育や介護など
福祉分野の進路を希望する生徒たちは、
認知症について正しく理解しようと、真
剣に講座を受けました。
　介護する家族の気持ちを綴ったビデオ
を見て、涙ぐむ生徒の姿も見られました。

は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
受
講
者
は
で
き
る

範
囲
で
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

講
座
は
、
専
門
の
研
修
を
受
け
た

講
師
と
市
が
協
働
で
実
施
し
て
い
ま

す
。
内
容
は
、
認
知
症
に
つ
い
て
の
基

礎
知
識
と
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
何
が

で
き
る
か
な
ど
。
受
講
し
た
人
に
は
、

支
援
者
の
証
し
と
し
て
オ
レ
ン
ジ
色
の

ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
着
け
て
も
ら
い
、
サ

ポ
ー
タ
ー
が
い
る
店
舗
や
事
業
所
は

「
認
知
症
の
人
に
も
や
さ
し
い
お
店
」

と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

「認知症の人の気持
ちが理解できるよう
に、普段の接客以上
に丁寧で分かりやす
い応対を心掛けてい
ます」

「認知症の人も私
たちと同じ感情が
あります。誰でも
“笑顔のもと”にな
れるので、私も誰
かの“笑顔のもと”
になりたいです」

「忘れてしまうとい
う恐怖と闘う人を
支えることも必要
ですが、家族への
精神的なサポート
も大切だと改めて
考えました」

認知症の人にやさしい企業へ
　　　　　　　　しまなみ信用金庫

若い私たちにもできること
　　　　　　県立総合技術高等学校

　
市
で
は
平
成
19
年
度
か
ら
講
座
を

開
始
し
、
目
標
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で

サ
ポ
ー
タ
ー
が
増
え
て
い
ま
す
。
認

知
症
の
人
を
見
守
る
大
き
な
オ
レ
ン

ジ
色
の
輪
が
、
ま
ち
を
優
し
く
包
ん

で
い
ま
す
。

　
10
人
以
上
の
団
体
か
ら
申
し
込
み

が
あ
れ
ば
、
無
料
で
講
師
を
派
遣
し

て
い
ま
す
。
開
催
を
希
望
す
る
月
の

１
カ
月
前
ま
で
に
、
高
齢
者
福
祉
課

（
☎
０
８
４
８・67・６
０
５
５
）ま
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。人間福祉科３年

　�平田杏奈さん
人間福祉科３年
　是安香歩さん

本店営業部
　　田原綾子さん

広がる

サ

ーターの

サ

ータターのの

輪
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大切なのは家族へのケアです
──�医療法人�阪田医院　医師　阪田英世さんに聞く�──

医師の阪田英世さんは、認知症についての相談があると、まず家
族を気遣っています

認知症地域連携パス

   

周
り
の
人
が

   

正
し
い
理
解
を

　
家
族
が
認
知
症
に
な
る
と
、
誰
し

も
戸
惑
い
、混
乱
し
、傷
つ
き
ま
す
。

　
認
知
症
が
他
の
病
気
と
最
も
違
う

の
は
、家
族
へ
の
ケ
ア
が
非
常
に
大

切
で
あ
る
こ
と
で
す
。
介
護
す
る
家

族
に
余
裕
が
な
い
と
、そ
れ
が
本
人

の
症
状
悪
化
や
虐
待
な
ど
に
つ
な
が

る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
余
裕
を
持
つ

た
め
に
は
、周
囲
の
人
か
ら
の
支
援

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

認
知
症
の
人
を
家
族
に
も
つ
人
へ

の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
認
知
症
を

疑
い
な
が
ら
も
、
初
め
て
病
院
を
受

診
す
る
ま
で
に
９
カ
月
半
も
か
か
っ
て

い
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　
家
族
が
言
い
出
し
に
く
か
っ
た

り
、本
人
が
受
診
を
拒
ん
だ
り
す
る

こ
と
が
主
な
原
因
で
す
が
、問
題
を

そ
の
人
た
ち
だ
け
で
解
決
す
る
の
は

難
し
い
こ
と
で
す
。
周
り
の
人
が
認

知
症
を
正
し
く
理
解
し
、相
談
し
や

す
い
環
境
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

   

安
心
で
き
る
場
所
で

   

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に

　
認
知
症
の
症
状
を
悪
化
さ
せ
る
大

き
な
要
因
は
、〝
不
安
〟だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。認
知
症
の
人
に
と
っ
て
、

住
み
慣
れ
た
家
や
地
域
で
暮
ら
す
の

が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、そ
こ

が
最
も
不
安
の
少
な
い
場
所
だ
か
ら

で
す
。

　
た
だ
、自
分
の
住
む
地
域
で
不
安

の
な
い
環
境
を
つ
く
る
の
は
、高
齢

に
な
り
、認
知
症
に
な
っ
て
か
ら
で

は
遅
い
の
で
す
。
若
く
て
元
気
な
こ

ろ
か
ら
地
域
と
積
極
的
に
関
わ
り
、

近
所
の
人
た
ち
と
良
い
関
係
を
保
っ

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
地
域
の
人
に
は
、本
人
や
家
族
が

抱
え
る
負
担
を
、地
域
で
カ
バ
ー
す

る
と
い
う
気
持
ち
が
必
要
で
す
。
そ

れ
は
、医
師
や
介
護
の
専
門
家
で
も

な
く
、本
人
や
家
族
の
事
を
昔
か
ら

知
っ
て
い
る
地
域
の
人
に
し
か
で
き

な
い
こ
と
で
す
。

   

医
療
と
介
護
、
家
族
の

   

連
携
で
適
切
な
支
援

 　
認
知
症
の
医
療
や
介
護
は
格
段
に

進
歩
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、現
実

に
は
介
護
ス
タ
ッ
フ
が
適
切
な
介
護

に
つ
い
て
医
師
に
相
談
し
に
く
か
っ

た
り
、医
師
は
患
者
が
家
で
ど
ん
な

よ
う
す
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
り

と
い
っ
た
問
題
も
起
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、県
医
師
会
で
は
本
人

の
情
報
を
共
有
す
る
仕
組
み
と
し
て

認
知
症
地
域
連
携
パ
ス（
手
帳
）の

普
及
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
手
帳
は
医
師
、
介
護
ス
タ
ッ
フ
、

家
族
な
ど
の
間
で
回
覧
さ
れ
、飲
ん

で
い
る
薬
や
受
け
て
い
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
、家
庭
で
の
状
態
な
ど
が
書
き

込
ま
れ
ま
す
。
本
人
に
関
わ
る
人
が

一
冊
の
手
帳
を
通
じ
て
情
報
を
共
有

し
、統
一
さ
れ
た
支
援
を
提
供
す
る

の
が
ね
ら
い
で
す
。

　
手
帳
は
、認
知
症
と
診
断
さ
れ
た

ら
、専
門
医
療
機
関
で
も
ら
え
る
は

ず
な
の
で
、家
族
の
人
は
気
に
な
っ

て
い
る
事
な
ど
を
書
き
込
み
、か
か

り
つ
け
医
や
介
護
ス
タ
ッ
フ
に
見
て

も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
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寄り添ってくれる人がいたから―

　市では、認知症の人などを家族で介護している人
を支援する各種サービスを提供しています。詳しく
は、高齢者福祉課（☎0848・67・6055）まで問い合
わせてください。

【家族介護教室】
　介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどにつ
いて、知識と技術を習得する教室を開催しています。
対�象者　高齢者を介護している家族や近隣の援助者

など 
参加費　無料

【家族介護用品の支給】
　常時介護を必要とする高齢者を自宅で介護してい
る家族に対して、介護用品の購入を支援するため、
助成券を交付しています。 
対�象者　要介護３～５に認定された高齢者を自宅で

介護している同居の家族

※要介護者と介護者が市民税非課税世帯の場合に限
ります。 
※申請書には担当のケアマネジャーなどの意見が必
要です。
支給額
・要介護３の場合　月額3,000円分
・要介護４または５の場合　月額6,000円分
対�象品目　紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、

清拭剤、ドライシャンプーなど

【家族介護交流事業（元気回復事業）】
　宿泊や日帰り旅行、施設見学など、介護者の交流
会を実施し、介護で疲れている家族に心身の元気回
復の場を提供しています。 
対�象者　介護保険の認定を受けている高齢者を自宅

で介護している家族
利用料　事業内容によって一部負担金が必要

 

感
謝
の
気
持
ち
を

 

続
く
人
へ
の
励
ま
し
に

　
夫
、
秀
造
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か

ら
１
年
４
カ
月
。
い
ま
、
岡
田
典
子

さ
ん
は
17
年
間
の
介
護
生
活
を
、
感

謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
振
り
返
っ
て

い
ま
す
。

　
秀
造
さ
ん
が
認
知
症
に
な
っ
て
か

ら
、
典
子
さ
ん
は
寄
り
添
っ
て
く
れ

る
た
く
さ
ん
の
人
に
支
え
ら
れ
、
介

護
を
続
け
ま
し
た
。
家
族
の
会
の
仲

間
、
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
や
施
設

の
ス
タ
ッ
フ
、
医
師
―
。
近
所
の
人

や
職
場
の
上
司
に
も
早
め
に
相
談
し
、

秀
造
さ
ん
は
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
を
受

け
な
が
ら
、
町
内
会
の
行
事
に
参
加

し
、
仕
事
も
定
年
に
な
る
ま
で
続
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

認
知
症
の
人
に
と
っ
て
、
社
会
の一

員
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、生

き
て
い
く
大
き
な
励
み
な
の
で
す
。

　
典
子
さ
ん
は「
認
知
症
は
本
人
に

と
っ
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
か
ら
、

周
り
に
相
談
し
に
く
い
と
言
う
人
が

い
ま
す
。
だ
け
ど
、
私
に
は
隠
す
こ

と
の
方
が
、
夫
の
人
生
を
否
定
し
て

い
る
よ
う
思
え
た
」と
言
い
ま
す
。周

り
の
人
が
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し

て
い
れ
ば
、
典
子
さ
ん
の
よ
う
に
楽

な
気
持
ち
で
周
囲
に
相
談
で
き
る
人

は
増
え
る
は
ず
で
す
。

　
典
子
さ
ん
は
い
ま
、「
恩
返
し
の
気

持
ち
か
ら
」と
家
族
の
会
に
参
加
し
、

先
輩
と
し
て
現
役
の
家
族
介
護
者
を

支
え
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
介
護
は
、
決
し
て
独
り

ぼ
っ
ち
で
走
る
マ
ラ
ソ
ン
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
ま
ち
に
は
、
疲
れ
た
ら

肩
を
か
し
、
倒
れ
た
ら
手
を
差
し
伸

べ
て
く
れ
る
心
強
い
伴
走
者
が
い
る
の

で
す
。

利用してください  市の家族介護支援制度

岡田典子さんはいま、家族の会など
で後輩を助ける側に回っています


