
　

認
知
症
は
特
別
な
も
の
で
は

な
く
誰
で
も
な
り
う
る
可
能
性

の
あ
る
、
身
近
な
も
の
で
す
。

　

令
和
６
年
４
月
時
点
の
紀

宝
町
の
高
齢
化
率
は
37
・
６
％

で
、
65
歳
以
上
の
人
口
は
、
３
，

８
４
１
人
で
す
。
高
齢
化
に
伴

い
、
認
知
症
の
方
も
増
加
傾
向

に
あ
り
、
昨
今
の
超
高
齢
社
会

に
お
い
て
認
知
症
と
ど
う
向
き

合
う
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
は
、

と
て
も
重
要
で
す
。

　

認
知
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
も

わ
か
る
こ
と
、
で
き
る
こ
と
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
以
前
ま
で
は

認
知
症
は
「
発
症
し
た
ら
人
生
が

お
し
ま
い
」、「
何
も
で
き
な
く
な

る
」、
と
暗
い
印
象
が
先
行
し
が

ち
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
認

知
症
に
な
っ
て
も
大
丈
夫
」、「
発

症
し
て
も
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
る
」
と
前
向
き
に
考
え
、
誰

も
が
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
よ
う

な
地
域
を
み
ん
な
で
一
緒
に
つ
く

っ
て
い
き
ま
せ
ん
か
。

　
認
知
症
と
は

　「
認
知
症
」
と
は
老
い
に
伴
い
増

え
て
く
る
病
気
の
一
つ
で
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
原
因
で
脳
の
細
胞
が
死

ん
だ
り
、
働
き
が
悪
く
な
っ
た
り

す
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
を
含
め
た
日
常
生
活

に
支
障
が
出
て
い
る
状
態
で
す
。

認
知
症
と
加
齢
に
よ
る
物
忘
れ

　

年
を
取
れ
ば
誰
で
も
思
い
出
し

た
い
こ
と
が
す
ぐ
に
思
い
出
せ
な

か
っ
た
り
、
新
し
い
こ
と
を
覚
え

る
の
が
困
難
に
な
っ
た
り
し
ま
す

が
、「
認
知
症
」
と
「
加
齢
に
よ
る

物
忘
れ
」
と
は
違
い
ま
す
。

認
知
症
に
な
っ
て
も
自
分
ら
し
く

　
家
族
に
「
認
知
症
で
は
？
」

と
思
わ
れ
る
兆
候
が
見
ら
れ
た

と
き
、
す
ぐ
に
は
現
状
を
受
け

止
め
が
た
い
心
境
に
な
る
人
も

多
い
と
思
い
ま
す
。「
あ
ん
な
に

し
っ
か
り
者
だ
っ
た
の
に
」
と

親
や
家
族
に
か
つ
て
と
変
わ
ら

な
い
姿
を
求
め
て
し
ま
う
の
は

当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
変
化
に
一
番
戸
惑
っ
て
い

る
の
は
本
人
で
す
。
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
人
の
あ

る
が
ま
ま
の
姿
を
受
け
入
れ
よ

う
と
す
る
こ
と
で
、
お
互
い
の

心
の
負
担
が
軽
く
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
地
域

の
架
け
橋
と
し
て
認
知
症
に
関

す
る
相
談
の
ほ
か
、
医
療
、
介

護
機
関
と
の
連
携
、
利
用
へ
の

繋
ぎ
ま
で
の
総
合
的
な
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
親
が
物
忘
れ
が
多
く
な

っ
て
き
て
、
も
し
か
し
て
認
知
症

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
心
配

事
が
あ
る
と
き
は
ひ
と
り
で
抱
え

込
ま
な
い
で
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
や
社
会
福
祉
協
議
会
に
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
加齢による物忘れ 認知症による物忘れ

◦体験したことの一部を忘れる
　（食事したメニューが思い出せない）
◦ヒントを与えられると思い出せる
◦時間・場所などの見当がつく
◦日常生活に支障はない
◦物忘れしていることの自覚がある

◦体験したことの全体を忘れる
　（食事したこと自体を忘れる）
◦ヒントを与えられても思い出せない
◦時間・場所などの見当がつかない
◦日常生活に支障がある
◦物忘れしていることの自覚がない

不安に感じても
支えてくれる人が必ずいます 認知症ひとりで抱え込まないで

※症状の進行状況などにより、個人差があります。

認知症の方への接し方のポイント
・近づいて相手の視界に入ってから、穏やかな表
情で話す

・聞こえるようにわかりやすく、ゆっくりと話す
・一度に多くのことを話すと混乱するので１つず
つ話す

・言葉がすぐに出てこないこともあるので、急が
ずに対応する

・話が聞き取れない、よくわからないことを話してい
てもうなずくなど受け入れようとする姿勢を示す

・ケアや手助けする際は、言葉をかけながら行う

認
知
症
の
予
防

　

認
知
症
の
原
因
の
２
／
３
を
占

め
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症

は
生
活
習
慣
病
と
関
連
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
完
全
に

認
知
症
を
予
防
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
認
知
症
の
発
症
を
遅

ら
せ
る
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
進

行
を
緩
や
か
に
す
る
た
め
に
も
次

の
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
つ
け
、
生
活

を
送
り
ま
し
ょ
う
。

❶
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
体
操
な
ど
、

自
分
に
あ
っ
た
運
動
を
生
活

の
中
に
積
極
的
に
取
り
入
れ

ま
し
ょ
う

❷
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を
心
が

け
、
よ
く
か
ん
で
食
べ
ま
し
ょ
う

❸
食
事
、
睡
眠
の
リ
ズ
ム
を
一
定

に
保
ち
、
規
則
正
し
い
生
活
を

送
り
ま
し
ょ
う

❹
地
域
の
活
動
や
趣
味
な
ど
を
通

し
て
積
極
的
に
人
と
関
わ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る

機
会
を
持
ち
ま
し
ょ
う

認知症介護者のつどい
【日時】毎月第２木曜日　
　午後１時～３時

【場所】紀宝町福祉センター
【参加費】無料
※事前申し込みは不要です

カフェいっぷく亭
【日時】毎月第３水曜日　
　午後１時 30 分～３時

【場所】鵜殿地域交流センター
【参加費】100 円
※事前に予約が必要です

カフェみどりのやね
【日時】毎月第４水曜日　
　午後１時 30 分～３時

【場所】神内福祉センター
【参加費】100 円
※事前に予約が必要です

認知症カフェを利用してみませんか
　社会福祉協議会では、認知症の人を介護している方同士の交流
や心配事相談のため、以下の認知症カフェなどを開催しています。

＜申し込み・問い合わせ先＞社会福祉協議会（☎️３２ー０９５７）

事前登録で行方不明者を早期に発見
紀宝町ＳＯＳネットワークシステム
　このシステムは、認知症高齢者などが行方不明
になったときに、役場や警察だけでなく、地域の
生活関連団体などが捜索に協力して、すみやかに
行方不明者を発見保護する仕組みです。
　本人の状況や連絡先などの情報を「事前登録」
しておくことで、スムーズに情報連携が行えます。
▶登録方法など詳しくは、地域包括支援センター
（☎ 33–0175）まで。

地域包括支援センター（☎️ 33–0175）
地域に住む高齢者の生活をサポートするための相談・支援窓
口です。高齢者に関する困りごとの相談を総合的に受け付け
ています。相談に応じて必要なサービスや制度を紹介すると
ともに利用に結びつけるまでの役割を担っています。

社会福祉協議会（☎️ 32–0957）
町民誰もが安心して暮らせることを目的に福祉の総合相談窓
口を設置し、生活困窮やひとり親世帯のサポート事業などを
行っています。また、認知症事業として、本人と家族がとも
に活動する時間と場所を設ける事業などを展開しています。

認知症になっても、
その人らしい生活が送れるような
やさしいまちづくりを
みんなで進めていきましょう
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