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公
益
財
団
法
人
日
本
ケ
ア

フ
ィ
ッ
ト
共
育
機
構
の
調
べ
に
よ

る
と
、
令
和
２
年
時
点
で
の
65
歳

以
上
の
人
口
が
約
３
６
１
７
万
人

で
、
そ
の
内
、
認
知
症
の
人
が
推

測
で
約
６
０
０
万
人
に
の
ぼ
っ
て

　
燕
市
の
令
和
５
年
３
月
末
時
点

の
全
人
口
に
占
め
る
65
歳
以
上
の

人
の
割
合
は
、
約
32
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
燕
市
も
年
々
高
齢
化
が

進
ん
で
い
ま
す
。

　
高
齢
化
が
進
む
と
認
知
症
の
人

も
増
え
て
き
ま
す
。
国
内
の
認
知

症
患
者
数
の
推
測
値
を
燕
市
の
人

口
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
令
和

５
年
３
月
末
の
65
歳
以
上
の
人
口

が
２
万
４
４
５
５
人
な
の
で
、
燕

市
に
は
認
知
症
の
人
が
約
４
０
０

０
人
い
る
と
推
測
で
き
ま
す
。

特
集
　「
認
知
症
」

　
住
み
慣
れ
た
ま
ち
燕
で

　
　
　
自
分
ら
し
く
生
活
す
る
た
め
に
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高齢化率 65 歳以上 総人口

令和 5年平成 30 年平成 25 年平成 20 年

認知症の人

認知症の予備群

認知症ではない人

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
自
立
し
て

暮
ら
し
て
い
る
人
が
全
国
で
増
え

て
き
て
い
ま
す
。

　

燕
市
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
だ

け
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
の
理
解

も
得
ら
れ
る
よ
う
な
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
域
で
認
知
症
の
人
を
見
守
っ

た
り
、
支
え
合
っ
た
り
す
る
環
境

を
つ
く
る
た
め
に
も
、
認
知
症
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

日
本
で
は
65
歳
以
上
の

５
人
に
１
人
が
認
知
症
に
⁉︎

ど
れ
く
ら
い
の
人
が
認
知
症
に

か
か
っ
て
い
る
の
？

認
知
症
に
つ
い
て
専
門
医
に

お
聞
き
し
ま
し
た
！

燕
市
の
認
知
症
の
人
は

ど
れ
く
ら
い
る
の
？

日本の認知症患者数の推測値
（令和２年調査）

燕市の人口と高齢化率

出典：公益財団法人 日本ケアフィット共育機構

▼『つばめ認知症あんしんガイド３』

出典：各年3月末時点の住民基本台帳
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認知症の人

65歳以上の人口　3,617万人

認知症の予備軍

認知症でない人

認知症予備軍
400万人

（11.1％）

認知症の人
600万人

（16.６％）

い
る
と
い
う
分
析
結
果
が
出
て
い

ま
す
。
ま
た
、
認
知
症
予
備
軍
は

約
４
０
０
万
人
と
推
測
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
の
デ
ー
タ
で
は
、

今
後
、
団
塊
の
世
代
（
第
一
次
ベ

ビ
ー
ブ
ー
ム
生
ま
れ
）
が
75
歳
以

上
と
な
る
令
和
７
年
に
は
、
高
齢

者
の
５
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
は
、
一
度
正
常
に
発
達

し
た
認
知
機
能
が
、
後
天
的
な
脳

の
障
が
い
に
よ
っ
て
持
続
的
に
低

下
し
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に

支
障
を
来
た
す
状
態
の
こ
と
で
、

実
は
病
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

５
人
に
１
人
は
認
知
症
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
珍
し

い
病
気
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
早
い

段
階
で
適
切
な
治
療
を
受
け
る
こ

と
で
、
症
状
の
進
行
を
遅
ら
せ
た

り
、
改
善
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
「
も
し
か
し
た
ら
認
知
症
か
も

し
れ
な
い
」
と
心
あ
た
り
が
あ
る

人
は
、
お
早
め
に
か
か
り
つ
け
医

や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

に
相
談
す
る
こ
と
を
オ
ス
ス
メ
し

ま
す
。
ま
た
、
燕
市
発
行
の
『
つ

ば
め
認
知
症
あ
ん
し
ん
ガ
イ
ド

３
』
も
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。

菊川脳神経内科クリニック
院長　菊

きく
川
がわ

 公
こう

紀
き

さん

認知症とは？
認知症の代表的な症状に物忘れがあります。この「物忘れ」自体は、誰にで
もみられること。同じ「物忘れ」でも、普通の「物忘れ」と認知症による「物
忘れ」には違いがあります。

◉ 加齢などによる普通の「物忘れ」 ◉ 認知症による「物忘れ」

経験したことの一部を思い出せない

　何を食べたか、全ては思い出せない

　聞いたことはあるが、曲名を思い出せない

　物を置いた場所を忘れ、探し回ることがある

　ヒントがあると思い出せる

経験したことのすべてを忘れている

　食べたこと自体を忘れている

　初めて聞くようで、曲名も分からない

　置き忘れや紛失が頻
ひん

繁
ぱん

にある

　ヒントがあっても思い出せない

（写真）オレンジリングカフェで頭の体操をしている様子
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早めの気づき＆早期受診のコツ

チェックリストで確認してみよう！
□ 物を置いた場所が分からなくなることがある
□ 今日の日付や曜日が分からない
□ 買い物の時、かんたんな計算ができなくなった
□ 本やテレビドラマの内容が理解できなくなった
□ 料理や家事がテキパキできなくなった
□ 切ったばかりの電話の相手を忘れる
□ 今まで楽しかったことへの意欲がなくなる

早期受診のコツ
①まずはかかりつけ医に相談しましょう
　かかりつけ医は本人や家族を日頃から知っている強みがあ
　ります。
②気になることをまとめておきましょう
　本人や家族からの情報が、診断の重要な手がかりになりま
　す。医師に伝えたい内容を整理しておくとスムーズです。
③受診へのためらいを上手に取り除きましょう
　本人が感じている不安や心配などを理解し、家族も心配し
　ていることを伝えましょう。

早期診断により、
①認知症の進行を抑制
②今後の暮らしについて自分で考え、家族と
　話し合える
③本人への接し方や介護サービスの情報が
　早く得られるなどのメリットがあります。
　早期診断・早期介入はとても重要です。

○性格や習慣にどんな変化がいつ現れたか？
○具体的に困っている症状は？
○日や時間帯によって変化があるか？
○既往歴（高血圧や糖尿病）は？
○どんな薬を飲んでいるか？

よくある症状とその対応

◉ 早期受診のメリット

◉ 整理しておくポイント

不可解な行動・困った行動も本人なりの理由があります。事実を押し付けるの
は逆効果。これらの症状はずっと続くわけではありません。

「財布を盗まれた！」（妄想）
⇨ 同じ感情を共有して味方になる
盗まれたと思い込んでいます。反
論せずに「それは困りましたね。
一緒に探しましょう」と共感しま
す。本人以外の人が見つけた場合、

「このあたりを探してみましょう」
と言って、本人に見つけてもらう
ことが大事です。

「バカにしているのか！」
　　（人柄が攻撃的に変化）
⇨ できる限り感情をいたわる
気持ちを表現できる言葉が出てこ
ないなど、もどかしい気持ちを抱
えています。本人を尊重する言葉
をかけるとともに、投げられて困
るものは目の届くところに置かな
いようにしましょう。

「ごはんまだ？」
　　（記憶の障害）
⇨ 話題を変えて納得してもらう

「食べた」事実を理解してもらう
のではなく、本人がいかに納得す
るかがポイントです。「もうすぐ
できますよ」「できるまでこれ（お
菓子）食べていてね」と話題を変
えてみましょう。

◉認知症の予備軍で踏みとどまるか、引き返すか、それとも・・・
　認知症は突然発症するものではありません。その一歩手前に「認知症とは診断できないけれど、正常とも言え
ない」段階があります。そのどちらとも言えないグレーゾーンのことを「軽度認知障害（MCI）」と言います。
　この段階で脳の活性化を図ったり、運動したりすることによって、認知症の進行予防が期待できます。

項目の半分くらいが当てはまる
ようでしたら、かかりつけ医
に相談してみましょう！

　近年、認知症や精神障がいなどを理由として権
利擁護支援ニーズが高まっています。その一方で、
成年後見人の担い手不足が課題となっています。
　燕市では、増加する権利擁護支援ニーズに応え
るため、福祉業務従事者などを市民後見人に養成
する県内初となる取り組みを始めました。

「市民後見人」ってなに？
弁護士や司法書士などの資格を持たない親族以外の市

民による成年後見人などで、市町村の支援を受けて後

見業務を適正に担います。主な業務は、金銭管理、介護・

福祉サービス利用援助支援などです。家庭裁判所から

選任され、後見内容に基づき報酬額が決定されます。

燕市権利擁護支援者講座
●講座日程
11月21日㈫〜令和6年1月26日㈮
のうちの６日間
●募集期間
11月7日㈫まで
●申込
詳細は市ホームページを
ご覧ください。

燕市権利擁護支援者講座（燕市モデル）の概要

●なじらね燕
　（チームオレンジ）

希望や思いを持つ認知症の人と、
活動したい認知症サポーターが一
緒になって活動し、地域の一員と
して共に地域づくりを進めていく
チームです。チーム員は、認知症
についての講座を受講します。

●認知症カフェ
　（オレンジリングカフェ）

燕市役所をはじめ各地で開催して
います。気軽に参加者同士の交
流やリフレッシュできる活動な
どを行っています。交流を通して
ちょっとした介護のヒントなどを
得ることができます。

●認知症の人の見守り・声かけ、
　捜索訓練体験会

認知症になっても自由に安心して
出かけられるように、道に迷うな
どの困ったことがあればそれに気
づき、言葉をかけて、地域ぐるみ
で見守る取り組みです。

●認知症サポーター
　養成講座

認知症について正しく学ぶこと
で、認知症の人や家族を温かく見
守ることができるサポーターを養
成します。養成講座は地域・企業
などに講師を派遣し、開催するこ
ともできます。

●おかえりつばめ〜ル

燕市にメールアドレスを登録した
「おかえりサポーター」へ、行方
が分からなくなった人の捜索に関
わる情報を配信し、早期発見につ
なげる取り組みです。

●認知症
　初期集中支援チーム

受診や相談支援などがうまく進ま
ない人を対象に、認知症サポート
医や保健師などの専門職が自宅を
訪問。今後の暮らしの相談や受診
などに向けて支援します。

燕市では、認知症になっても安心して暮らし続けられるように、さまざまな支援メニュー
があります。その一部をご紹介します。燕市の取り組み

県内初！ 福祉従事者などを市民後見人として養成します

割
合
が
少
な
い

燕市権利擁護支援者
養成講座（燕市モデル）

市民後見人

一般市民対象

※福祉従事者等を対象とすることで、
専門知識やスキルを有しているため
家庭裁判所からの選任を受けやすい

福祉従事者等対象 市民後見人として活動

法人後見人の支援員等
として活動

法人後見人
社会福祉法人など

専門職後見人
弁護士・司法書士など

成年後見人の種類

県内初！

　住み慣れた地域で自分らし
く暮らしていくには、医療や
介護サービス以外にも、認知
症の人への理解や協力が必要
です。地域の人のさりげない
見守りや温かい言葉がけは、
優しい支えとなります。

　また、認知症の人が地域の
一員として役割を持って暮ら
していくことで、支えられる
だけの存在でなく、周りの人
とともに地域を支える存在で
あり、活躍していくこともで
きます。

認知症地域支援推進員
力
りき

石
いし

 雅
まさ

博
ひろ

さん

出典：『つばめ認知症安心ガイド３』

▲
認
知
症
地
域
支
援

　
推
進
員
に
つ
い
て
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　認知症についての市内中学生による学習成果や、市民のみなさんから寄せられた施設職員への感謝メッセージを
展示します。併せて、各種講座も開催します。

・ところ　市役所１階　エントランスホール、つばめホール
・参加申込　講座前日までに長寿福祉課へ電話、またはホームページの申込フォームから（参加無料）。
●問合せ・申込先　長寿福祉課 地域支援相談チーム☎︎ 0256•77•8157

まずはお気軽にご相談ください。

地域包括支援センター　　高齢者に関する総合相談窓口です。必要に応じて訪問による相談も行います。
　◉介護、福祉サービスの利用　　◉認知症初期集中支援チーム　　◉成年後見制度の利用
　◉消費者被害の相談　　◉介護予防教室の紹介　　◉運転免許返納後の生活支援　など

燕市社会福祉協議会 地域福祉課
　◉日常生活自立支援事業
　◉成年後見制度の利用
　☎︎ 0256•78•7020

燕市役所 長寿福祉課
　◉認知症や介護予防などの相談　地域支援相談チーム☎ 0256•77•8157
　◉介護認定や介護保険などの相談　介護保険係☎ 0256•77•8177
　◉在宅福祉サービスなどの相談　長寿福祉係☎ 0256•77•8175

とき 催し物・講座
11 月 7 日㈫
〜 24 日㈮

午前 9 時〜午後５時
※最終日は午後４時まで 市内中学生による学習成果、感謝メッセージの展示（申込不要）

11 月 7 日㈫
午前 10 時〜 11 時 30 分 相続とエンディングノートの書き方講座　【定員 25 人】

午後１時 30 分〜３時 30 分 介護教室 〜プロに学ぶ介護のコツ〜　【定員 20 人】

11 月８日㈬

午前 10 時〜 11 時 30 分 認知症サポーター養成講座　【定員 25 人】

午後１時 30 分〜３時 30 分
オレンジリングカフェ【定員 25 人】
・アロマハンドトリートメント体験（希望者）
・「認知症と薬の話」　講師：荏

え

原
はら

健
たけ

志
し

さん（薬剤師）

相談窓口のご紹介

介護・福祉学びの収穫祭を開催します！ イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
安
心
し
て
暮
ら
す
」

Q
．
い
つ
頃
か
ら
症
状
が
あ
る
と

気
づ
い
た
の
で
す
か
？

子
：
２
年
く
ら
い
前
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
母
の
物
忘
れ
が
多
く
な

り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
対
応
し

て
く
れ
た
認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
の
人
か
ら
医
療
機
関
で
の

受
診
を
勧
め
て
い
た
だ
き
、
母
に

行
く
よ
う
に
促
し
ま
し
た
。

母
：
最
初
は
、
そ
ん
な
わ
け
な
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
認
知

症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
人
を

は
じ
め
、
周
り
か
ら
行
っ
た
方
が

よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
じ
ゃ
あ

行
っ
て
診み

て
も
ら
お
う
か
と
決
め

ま
し
た
。

子
：
昨
年
５
月
に
医
療
機
関
を
受

診
し
、
軽
度
の
認
知
症
状
が
出
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
は
薬

を
飲
み
な
が
ら
、
進
行
を
抑
え
て

い
ま
す
。

母
：
自
分
自
身
は
、
忘
れ
る
こ
と

は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
健
康
で
元

気
で
す
し
、
前
と
変
わ
ら
ず
生
活

が
で
き
て
い
ま
す
。
一
緒
に
暮
ら

す
夫
も
私
と
同
じ
よ
う
に
物
忘
れ

が
多
く
な
っ
て
い
き
て
い
て
、
専

門
医
に
診
て
も
ら
う
こ
と
を
勧
め

て
い
ま
す
。

Q
．
生
活
す
る
上
で
不
安
は
な
い

で
す
か
？

母
：
大
き
な
不
安
は
あ
り
ま
せ

ん
。
食
事
も
娘
が
サ
ポ
ー
ト
し
て

く
れ
ま
す
し
、
宅
配
弁
当
な
ど
も

利
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
特
別
な

不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
の
中
も

階
段
の
登
り
降
り
は
で
き
ま
す

し
、
何
不
自
由
な
く
今
ま
で
と
変

わ
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

娘
の
ほ
か
に
も
、
近
所
に
住
ん
で

い
る
親
せ
き
や
知
人
が
気
に
し
て

く
れ
て
い
る
の
で
、
安
心
で
す
。

Q
．
現
在
の
楽
し
み
は
？

母
：
こ
れ
ま
で
は
家
に
い
て
テ
レ

ビ
を
見
て
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ

た
で
す
。
現
在
、
週
３
回
ほ
ど
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
に
行
っ
て
、
そ
こ
で

　
軽
度
の
認
知
症
状
の
あ
る
吉

田
地
区
在
住
の
80
代
女
性
と
、

生
活
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る

40
代
の
女
性
の
親
子
。
症
状
に

気
づ
い
た
時
や
日
常
に
つ
い
て

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

知
り
合
っ
た
人
た
ち
と
会
話
す
る

こ
と
が
楽
し
い
で
す
ね
。

子
：
私
か
ら
も
大
人
用
の
ぬ
り
絵

を
勧
め
て
み
た
ん
で
す
。
そ
う
し

た
ら
、
ハ
マ
っ
た
よ
う
に
色
鉛
筆

を
手
に
し
て
楽
し
ん
で
い
る
ん
で

す
よ
。
父
も
書
道
が
好
き
で
、
母

の
ぬ
り
絵
と
一
緒
に
全
国
規
模
の

作
品
展
に
出
展
し
ま
し
た
。
二
人

と
も
特
選
を
受
賞
し
て
、
い
い
励

み
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

母
：
家
で
過
ご
す
こ
と
が
多
く
な

り
が
ち
で
す
が
、
人
と
話
し
た
り
、

何
か
趣
味
を
持
っ
た
り
す
る
と
や
は

り
楽
し
い
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が

大
切
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ハンド＊アロマ
代表　梅

うめ
田
だ

 美
よし

子
こ

さん

　ボランティアグループ「ハンド＊アロ
マ」を発足させて 11 年。認知症の人やサ
ポートする人たちに香りとタッチングに
よる心地よい時間を提供したいと考え、活
動しています。
　利用者からは「手が軽くなった」「毎回
楽しみにしている」などの声をいただい
て、やりがいを感じています。実際に皆
さんを癒すつもりが、反対に笑顔で元気を
もらって癒されています。
　ぜひ 11 月 8 日㈬のオレンジリングカ
フェでご体験ください。

ボランティアを通して
癒しを提供したい

相談窓口 電話番号 対象地域

地域包括支援センターおおまがり
（特別養護老人ホーム 白ふじの里内） 0256•61•6165

西燕町、桜町、秋葉町二〜四丁目、水道町一〜四丁目、寿町、白山
町一〜三丁目、廿六木三・四区、小池、小池新町、柳山、杉名、杉柳、
道金、八王寺、大曲、緑町

地域包括支援センターさわたり
（特別養護老人ホーム さわたりの郷

さと
内） 0256•62•2900

南一〜八丁目、井土巻、東町、小高、佐渡、灰方、灰方南、関崎、三王渕、
二階堂、又新、勘新、小古津新、大船渡、小中川、新生町、花園町、
小牧、栄町、中川、四ツ屋、次新、児ノ木、松橋、長渡、舘野、長所、
殿島一・二丁目、秋葉町一丁目、仲町、宮町、穀町、新町、朝日町、
日之出町、幸町、本町一・二丁目、中央通一〜五の三、下太田、新
栄町、寺郷屋、前郷屋

吉田地区地域包括支援センター
（ひまわりの園

そ の

内） 0256•94•7676 吉田地区

分水地区地域包括支援センター
（分水健康福祉プラザ内） 0256•97•7113 分水地区

▲１年前から始めた大人の塗り絵。ついつい夢中になってしまうそうです。

　また、アロマハンドトリートメントや
アロマワークショップのボランティアを
募集しています。興味のある人は気軽に
会場へお越しください。
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