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「歳をとれば、だれもが認知症になりやすくなる」
　日本の65歳以上の認知症のある人は600万人(令和２年)と推計され、令和７年には高齢者の５人に１人(約
700万人)が認知症になると予測されています。
　認知症のある人が、新しいことを覚えられなくなったり、自分の居るところがわからなくなったりといった認
知症の症状によって不安になり、その結果、周りの人との関係が損なわれることもあれば、これらの対応に家族
が疲れ切って共倒れしてしまうこともあります。しかし、周囲の理解と気遣いがあれば認知症のある人も、家族
も穏やかに暮らしていくことができます。

「身近な人が認知症になったら」
　自分の家族や知り合いが認知症になったら私たちはどうしたらいいでしょうか。認知症について、学びや理
解を深め、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を創っていくことが重要となります。
　今回の特集では、地域の見守りの取組みや「居場所づくり」の活動を見ながら、認知症についての学びを深めま
す。

※認知症サポーター養成講座を受講した人が持つオレンジリング。
　オレンジ色には「手助けします」という意味があります。

特集 認知症　知ってほしい！あなたや大切な人のために
～これからも このまちで ともに～

認知症啓発のマスコットキャラク
ター「オレンジロバ」は、大きな耳で
認知症の人や家族の声に耳を傾け、一
歩一歩着実に進んでいく決意を表し
ています。

認
知
症
と
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い
ろ
い
ろ
な
原
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で
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の
細
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機
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し
な
く
な
り
、
生
活
す
る
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出
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６
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迷
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。

　

左
記
の
よ
う
な
認
知
症
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に
思
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る
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と
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。

　
「
も
の
忘
れ
が
多
く
な
っ
た
」、「
外
出

時
に
帰
り
道
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
」な

ど
、「
認
知
症
か
な
」
と
心
配
に
な
っ
た

時
に
は
、早
め
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

症
状
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
場
合

や
、原
因
に
よ
っ
て
は
治
療
可
能
な
病
気

の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
認
知
症
だ
と
し

て
も
適
切
な
対
応
や
治
療
で
、症
状
の
進

行
を
遅
ら
せ
た
り
、症
状
を
軽
く
し
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら

な
い
」と
い
う
時
は
、ま
ず
は
、か
か
り
つ

け
医
や
お
近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、地
域
の

身
近
な
相
談
窓
口
で
、住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
お
手
伝
い
を
し

て
い
ま
す
。
保
健
師
・
主
任
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
・
社
会
福
祉
士
な
ど
が
中
心
と

な
っ
て
支
援
し
ま
す
。

【認知症の症状の一例】
□もの忘れが多くなった
□「盗まれた」などと人を疑うようになった
□意欲や興味がなくなる
□ミスが多くなった
□新しいことが覚えられなくなった
□誰かが話している内容が理解できなくなった
□怒りっぽくなった
□頑固になった
□自分の失敗を人のせいにする
□不安感が強くなった

【地域包括支援センター相談窓口】

１. まずは見守る
２. 焦らず余裕をもって対応する
３. 声をかけるときは一人で
４. びっくりさせないよう後ろから声をかけない
５. 相手の目線に合わせたやさしい口調で
６.  耳の聞こえにくい人が多いので、おだやか
に、はっきりした話し方で

７. 相手の言葉に耳を傾けて、ゆっくり対応する
※認知症サポーター養成講座教材より

【認知症のある人への上手な接し方】
７つのポイント

　
認
知
症
の
あ
る
人
は
、症
状
を
理
解
し
、温
か
く

見
守
り
な
が
ら
適
切
な
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援
を
し
て
く
れ
る
人
が

い
れ
ば
、安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
普
段
か
ら
住
民

同
士
が
あ
い
さ
つ
や
声
か
け
に
つ
と
め
、
日
常

的
に
さ
り
げ
な
い
言
葉
が
け
を
心
が
け
る
こ
と

は
、
認
知
症
の
あ
る
人
や
家
族
に
と
っ
て
の
一

番
の
支
援
に
な
り
ま
す
。

　
次
の
「
認
知
症
の
あ
る
人
へ
の
上
手
な
接
し

方
」を
参
考
に
、
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま

せ
ん
か
。

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
、誰
も
が
安
心
し
て

出
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
を
め
ざ
し
、

地
域
づ
く
り
協
議
会
や
自
治
会
、
民
生
委

員
、事
業
者
等
が
地
域
で
見
守
り
活
動
や
研

修
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
認
知
症
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、認
知

症
の
あ
る
人
を
見
か
け
た
時
に
、ど
ん
な
声
か

け
を
す
る
と
い
い
の
か
や
、行
方
不
明
者
の
早

期
発
見
に
繋
が
る
仕
組
み
な
ど
に
つ
い
て
学

び
、認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、実
際
に
行
方
不
明
の
高
齢
者
を
捜

索
す
る
模
擬
訓
練
を
行
い
、地
域
で
の
見
守

り
体
制
を
整
え
る
な
ど
、こ
う
し
た
地
域
の

活
動
に
よ
っ
て
認
知
症
へ
の
理
解
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
支
え
合
う

　
　
　
　
　
見
守
り
活
動

早
期
の
気
づ
き
が
大
事

「
お
や
？
」と
思
っ
た
ら
ま
ず
は
相
談
を
し
ま
し
ょ
う

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

地
域
で
は

こ
ん
な
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す

▲見守り訓練の様子
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