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考
え
て
い
た
「
認
知
症
」
に
さ
ま
ざ
ま

な
症
状
が
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

そ
し
て
、「
忘
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
し

た
い
こ
と
が
あ
る
。
思
い
が
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
人
数
分

以
上
の
ご
飯
を
炊
い
て
い
た
母
も
ど
れ

く
ら
い
の
量
を
炊
け
ば
い
い
の
か
わ
か

ら
な
い
け
れ
ど
、
娘
夫
婦
に
温
か
い
ご

飯
を
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
気

持
ち
だ
っ
た
の
で
は
…
と
、
母
の
行
動

１
つ
１
つ
の
意
味
を
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
母
親
に
対
し
て
感
じ
て

い
た
イ
ラ
イ
ラ
も
い
つ
の
間
に
か
無
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

認
知
症
介
護
を
終
え
た
今
、
同
じ
悩

み
を
抱
え
る
人
た
ち
を
支
え
た
い
と
、

認
知
症
の
人
の
家
族
会
を
開
催
し
た
り

認
知
症
カ
フ
ェ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
取
り

組
ん
だ
り
、
み
ん
な
を
笑
顔
に
で
き
る

よ
う
な
居
場
所
づ
く
り
を
し
て
い
ま

す
。

　
「
家
族
に
笑
顔
が
出
な
い
と
い
い
介

護
は
で
き
な
い
か
ら
、
一
瞬
で
も
ほ
っ

と
で
き
る
場
所
や
息
抜
き
が
で
き
る
場

所
を
作
り
た
い
」
と
矢
野
さ
ん
は
強
く

語
り
ま
す
。

　
「
あ
な
た
は
１
人
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」

そ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
想
い
は
、
確

か
に
皆
さ
ん
の
心
へ
届
い
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

平
成
19
年
、
矢
野
さ

ん
は
夫
の
定
年
を
機
に

母
の
住
む
宇
和
島
に

帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

帰
っ
た
翌
日
、
朝
起

き
る
と
炊
飯
器
に
い
っ

ぱ
い
の
ご
飯
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
人
数
分
よ
り
多
く
、
帰
っ
た
ば
か

り
で
量
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
な
と

思
い
、「
明
日
は
炊
か
な
く
て
い
い
よ
」

と
母
に
伝
え
る
と
「
わ
か
っ
た
」
と
返

事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
翌
日
。
炊
飯
器
に
は
同
じ
よ
う

に
い
っ
ぱ
い
の
ご
飯
が
炊
か
れ
て
い
ま

し
た
。
４
日
ほ
ど
そ
の
や
り
と
り
が
繰

り
返
さ
れ
、
矢
野
さ
ん
の
言
い
方
も
き

つ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

帰
省
前
の
生
活
で
は
高
齢
者
に
関
わ

る
こ
と
も
な
く
、「
認
知
症
」
に
対
し

て
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
母
親
の
行
動

が
「
認
知
症
」
の
症
状
で
あ
る
こ
と
も

わ
か
ら
ず
、
不
安
だ
け
が
募
り
ま
し

た
。
亡
き
父
の
担
当
で
あ
っ
た
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
そ
の
話
を
す
る
と
、「
お

母
さ
ん
は
何
が
し
た
か
っ
た
ん
や
ろ
う

ね
」
と
言
わ
れ
、
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
か
ら
矢
野
さ
ん
は
、
知

ら
な
い
か
ら
こ
そ
認
知
症
の
こ
と
を

知
っ
て
い
こ
う
と
思
い
、
勉
強
を
始
め

ま
し
た
。
書
籍
を
読
み
、
講
演
会
に
足

を
運
ぶ
こ
と
で
こ
れ
ま
で
ひ
と
括
り
に

「家族に笑顔が出ないと良い介護はできない」 

あ
な
た
の
コ
コ
ロ
と
暮
ら
す

矢野 みつこ さん

「
認
知
症
」
は
誰
で
も
な
る
可
能
性
が
あ
る
病
気
で
す
。

本
人
に
も
、
支
え
る
人
に
も
、
そ
の
コ
コ
ロ
に
は
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
―
。
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希望をもたらす温かい光を ー宇和島城オレンジライトアップー

温かく見守る支援者に ー認知症サポーター養成講座ー

　毎年「世界アルツハイマー月間」に合わせて全国各地の
ランドマークや庁舎などが認知症支援のシンボルカラーで
あるオレンジ色でライトアップされます。今回、本市では
初の試みとして、宇和島城を一夜限定でライトアップする
ことにしました。１人でも多くの人に関心を持ってもらい、
認知症の理解を進めて認知症の人やその家族、支援する人
を温かく照らし、優しく支えあえるまちとして希望をもた
らしてほしいという思いが込められています。

▼ ライトアップ：９月20日㈪㈷ 午後６時40分～ 10時

　「認知症サポーター」は、認知症について正しく理解し、
認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。養成
講座を受講すれば誰でもサポーターになることができま
す。友人や家族に認知症に関する知識を伝えたり、認知症
になった人やその家族の気持ちを理解するよう努めたり…
１人ひとりが自分にできる範囲で取り組むことが、地域の
大きな支えとなります。本市では、今年の４月１日現在で
11,694人が受講し、サポーターとして地域を支えています。

▼養成講座：５人程度から受け付けています。

　講座を受けて心がけている
ことは、相手の話を受けとめ
てから話すことです。高齢者
の人も多く利用する窓口では
特に大切なことだと感じてい
ます。

講師／
キャラバンメイト
舟田 さん

　認知症の人と関わる機会が
あったら、責めたりせずに優
しく接したいと思います。ま
た、それ以外の病気でも周り
と分け隔てなく接することが
できる人になりたいです。

　講座を通して伝えているこ
とは、家の中で抱えることな
くみんなで少しずつ助け合え
る地域になろうということで
す。地域全体で支えていくこ
とが大切です。

吉田中学校
生徒代表

駅前郵便局
末廣 さん

参加者の
声

※イメージ
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支
援
チ
ー
ム
の
1
人
で
あ
る
柴
田
さ
ん

が
訪
問
時
に
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、
先

入
観
を
持
た
ず
、「
あ
な
た
の
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
い
」「
私
た
ち
が
役
に
立
て

る
こ
と
は
何
で
す
か
」
と
い
う
気
持
ち
で

い
る
こ
と
。
初
め
は
玄
関
の
戸
を
開
け
て

く
れ
な
い
人
も
い
ま
す
が
、
丁
寧
に
気
持

ち
を
伝
え
る
こ
と
で
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
受
け

入
れ
て
く
れ
た
皆
さ
ん
が
、
歩
ん
で
き
た

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
話
し
て
く
れ
る
こ
と

に
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

支
援
を
受
け
る
人
の
中
に
は
、
家
族
な

ど
周
り
に
支
え
て
く
れ
る
人
が
い
る
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
元
気
な
こ
ろ
の
姿
を

知
っ
て
い
る
た
め
ギ
ャ
ッ
プ
を
受
け
入
れ

ら
れ
ず
、
感
情
が
強
く
入
り
す
ぎ
る
場
合

が
多
い
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
支
え
る
側

の
人
た
ち
も
「
抱
え
込
ま
ず
周
り
を
頼
っ

て
ほ
し
い
。
役
割
分
担
を
し
な
が
ら
み
ん

な
で
見
守
っ
て
い
き
た
い
」と
話
し
ま
す
。

　

ま
た
、
認
知
症
の
疑
い
が
あ
る
独
居
の

人
で
、
家
族
は
県
外
に
住
ん
で
い
て
コ
ロ

ナ
の
影
響
に
よ
り
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
と

い
う
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
場

合
、
近
く
で
支
え
ら
れ
る
人
が
お
ら
ず
、

支
援
チ
ー
ム
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
す
が
、
24
時
間
対
応
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
サ
ポ
ー
ト
に
も
限

界
は
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
事
例
を
対
応

し
た
と
き
、
柴
田
さ
ん
は
自
分
た
ち
が
関

わ
れ
な
い
と
き
に
何
か
あ
っ
た
ら
と
い
う

安心してサポートを受けられるように ー認知症初期集中支援チームー

　本市では、高齢者福祉課地域包括支援センターと医療機関が連携し、「認知症初期集中支援チーム」
として認知症の人たちのサポートを行っています。医療・福祉・介護の専門職と認知症サポート医で構
成され、１チーム３人で認知症またはその疑いがある人の情報を受け取り、自宅を訪問しています。本
人と情報提供者から生活の様子などの情報を収集し、どういったサポートが必要かをチームで話し合い、
今後の対応などを考えていきます。

それぞれの個性に合うたくさんの選択肢を
（公財）正光会宇和島病院 柴田 さん
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不
安
が
常
に
あ
り
、日
ご
ろ
か
ら
「
助
け
・

助
け
ら
れ
上
手
に
な
る
こ
と
」
が
大
事
だ

と
感
じ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
サ
ポ
ー
ト
を
つ

な
ぐ
先
の
選
択
肢
を
増
や
し
て
い
く
こ

と
。
１
人
ひ
と
り
背
景
も
症
状
も
違
う
の

で
、
必
要
な
支
援
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ

う
し
た
「
個
性
」
に
対
応
で
き
る
よ
う
な

支
援
制
度
の
拡
充
と
同
時
に
認
知
症
の
人

へ
の
理
解
も
進
む
こ
と
で
、「
忘
れ
て
も

い
い
よ
」
と
言
え
る
よ
う
な
ま
ち
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

認知症早期発見の目安
１ 　 同じことを何度も言う・問う・する
２ 　 しまい忘れ置き忘れが増え、いつ

も探し物をしている
３　  料理、片付け、計算、運転などの

ミスが多くなった
４　 話のつじつまが合わない
５　  約束の日時や場所を間違えるよう

になった
６　 慣れた道でも迷うことがある
７　  ささいなことで怒りっぽくなった
８　  外出時、持ち物を何度も確かめる
９　  下着を替えず、身だしなみを構わ

なくなった
10　 趣味や好きなテレビ番組に興昧を

示さなくなった

（参考：認知症の人と家族の会）

若年層でも認知症？！

　認知症は、一般的には高齢者に多い病気ですが、
65歳未満で発症した場合「若年性認知症」と呼ば
れます。本市でも令和３年４月１日現在で37人い
ます。現役で仕事をしている人もいて、その家族
や周りの人たちもどうしたらいいかわからず、ど
こで誰に相談したらいいかもわからないと困って
いるかもしれません。こうした人たちを支えられ
る仕組みづくりが必要です。

認 知 症
キャラバ
ンメイト

■何かおかしいなと思ったら

●問高齢者福祉課地域包括支援センター
　 ☎49 - 7019  24 - 1126
■認知症疾患医療センター

●問 �（公財）正光会宇和島病院内☎22 - 8020
■若年性認知症支援コーディネーター

●問 �高齢者総合福祉施設 ていれぎ荘（松山
市）☎070 - 3791 - 0342

市政広報番組でも認知症について
紹介しています

心配なことは
ココで相談！

気負わず、そばにいればいい

　みなさんの話を聞いて、よく出てきた言葉は「抱
え込まないこと」。今周りで支える人１人で悩ま
ず、みんなで少しずつ支えていくことで１人ひと
りが頑張りすぎないことが大切です。
　まち全体が優しい気持ちで「どうしたの。何か
できることはある」とそっと声を掛けられる、そ
んな「ココロまじわうトコロ」を目指していきま
しょう。


