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介護者家族を支える

在宅介護者の会（カトレア会・あやめ会）

介護経験のある方達が介護の悩みや介護方法を語り

合ったり、食事会や勉強会を行う会です。

対象者：介護中の方、介護経験者

介護に興味のある方など

開催日：月 1回
年会費：１，０００円

問合わせ先：役場保健福祉課在宅支援係

介護マーク

高齢者や障がい者等を介護する

人が周囲から偏見や誤解を受け

ることがないように「介護マーク」を首から下げる等

をして活用し、介護中であることを知ってもらうこと

で、介護者の負担を軽減することを目的としています。

申請・交付場所：役場保健福祉課在宅支援係

費 用：無 料

認知症カフェ（ＨＯＳＩカフェ）

認知症について、本や情報を好きなように見たり、簡単

な相談ができる場所です。

どなたでも気軽に立ち寄ることができ、おいしいお茶や

軽食を食べながら過ごすことができます。

場 所：特別養護老人ホームひろね内

新得町西２条南５丁目

開催日：月１回

北海道認知症コールセンター・家族の会

介護経験者が、心の思いに的確にアドバイスします。認

知症の介護は、やってみた人でないとわからない辛さが

あります。介護経験者だから介護の不安や不満がよくわ

かります。

電話相談：０１１－２０４－６００６

相 談 日：土・日・祝日・年末年始除く毎日

受付時間：１０：００～１５：００

認知症のこと、ひとりで悩んでいませんか？
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認知症の人を見守る地域の力

高齢者等SOSネットワークシステム

認知症の人が行方不明になったとき、捜索に協力していただけ

る人に、行方不明者の情報をFAXで配信し、早期発見に役立て

ます。

登録先：役場保健福祉課在宅支援係

行方不明になった場合の連絡先：

新得警察署 ０１５６－６４－０１１０ ㉘

認知症サポーター養成講座

認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族を見守る

応援者となる「認知症サポーター」を養成する講座です。

受講修了者には「オレンジリング」差し上げます。

町内会や各団体の集まりに出向いて「出前講座」を

行いますのでご相談下さい。

問合わせ先：役場保健福祉課在宅支援係

緊急通報システム設置事業

端末機を貸与し、急病、災害時の救援体制整備及び

月1回安否の確認をします。端末機設置費用5,000円

対象者：６５歳以上の一人暮らし、７５歳以上のみ

の世帯、重度障害者のみの世帯等の方

問合わせ先：役場保健福祉課福祉係

ふれあい支援員事業

ふれあい支援員が高齢者等の自宅を訪問し、話相手や

趣味活動を一緒に行います。

対象者：おおむね６５歳以上の高齢者、及び

障がい者等、並びにその家族

費 用：１時間１００円

問合わせ先：役場保健福祉課在宅支援係

独居老人訪問安否確認事業

居宅に定期的に乳酸菌飲料を宅配し安否確認をしま

す。市街地週3回。農村地区は週1回。（自己負担有）

対象者：町内に安否確認する子がいない６５歳以

上の一人暮らしの方（市街地区に居住する緊急通

報システム設置者は対象外。個人での契約は可能。）

問合わせ先：役場保健福祉課福祉係



財産や契約が心配

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力

が十分でない人の権利を守る制度です。

本人や家族が家庭裁判所に申し立てし、後見人を選任

する「法定後見制度」と、将来に備えて支援してくれ

る人や内容を決めておく「任意後見制度」があります。

＊法定後見制度の場合

●申請場所：本人の住所地を管轄している家庭裁判所

●申請できる方：本人や配偶者、４親等内の親族

（該当する身寄りがいない、又は音信不通等の場合に

は、市町村長が申し立てをすることができます）

●申し立て費用：印紙代・切手代等 1万円程度

●鑑定料（必要な人）５万～１０万円程度

問合わせ先：役場保健福祉課在宅支援係

司法書士・弁護士等にも相談できますが、

相談料は別途かかります。

日常生活自立支援制度

高齢などで判断に不安がある人が、福祉サービス利用の

手続き援助、金銭管理援助（公共料金の支払い・預貯金

の払い出しなど）、通帳の預かりサービスを利用できる制

度です。町に登録している「生活支援員」が伺いサービ

スを提供します。

費 用：１回（１時間程度）１，２００円＋交通費

問合わせ先：新得町社会福祉協議会

電話：0156-64-3253/Fax：0156-64-0534

●司法書士安田事務所

住所：新得町屈足緑町1丁目47

電話：0156-65-2198 /FAX：0156-67-7207

●ちいさな手社会福祉事務所

住所：新得町西３線50ー15

電話：0156-69-5560 /FAX：0156-69-5561

●法テラス釧路（無料法律相談窓口）

住所：釧路市大町１ー1－１ （平日9:00～17:00）

電話：0503383-5567 /FAX：0154-42-0168

訪問販売で高級布団を買ってしまった。

また、このようなことがないように見守ってほしい。

お金の管理ができない。老後の財産管理が不安。㉙



認知症疾患医療センター（大江病院）

認知症の専門的な診断や相談を行うための医療機関として

北海道から指定を受けた病院です。医療・福祉・介護の支援

のため、かかりつけ医や関係機関と連携を図ります。

＊専門医療相談

電話：0155-58-2690

月～金/9:00～17:00

＊受診は予約が必要です

電話：0155-36-2100

月～金/8:30～12:00

13:30～17:00

心いきいき相談

精神科医師による相談会

年4回（予約制）

時間：14:00～16:00

場所：保健福祉センターなごみ

詳しくは、「おしらせ

しんとく」に掲載

新得町地域包括支援センター

高齢者が安心して暮らせるように、介護・

福祉・健康・医療に関することや、虐待防

止・権利擁護の相談に対し、さまざまな職

種と連携して支援します。認知症地域支援

推進員を配置しています。

＊介護ものわすれ相談日

日時：毎月第１火曜日 9:00～17:00

認知症の相談をしたい 認知症の専門病院にかかりたい

ご本人の「かかりつけ医」に相談

することもできます。身体の状態

や病歴、普段の様子も把握してい

るため、認知症の疑いがあると判

断された場合には、専門医を紹介

してもらうことができます。

認知症初期集中支援チーム

●認知症の未診断や治療を中断している方

●医療・介護サービス未利用の方

●サービスを受けているが、症状が強く

どのように対応してよいのか困っている方

に保健師や介護福祉士が家庭訪問し

認知症専門医とチームで支援を行います。
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症 状 対 応 例背 景

ガス栓を閉め忘れる 言葉で伝えられた大切なことを ●言葉ではなく、紙に書いて渡すか、
注 意 を 促 し て も、 覚えられない。 台所に注意書きを貼る 。
ま た 消 し 忘 れ る そのときは重要だと思いなが （「ガス栓をしっかり閉めよう」

らも、忘れてしまう。 「火の用心」など）

冷蔵庫に入っている 買い物の際、冷蔵庫の中にある ●「豆腐はいらない」と書いた
豆腐をスーパーで 豆腐を忘れている。 メモを渡す 。
再び買ってくる そのため、必要だと思い

つい買ってしまう。

通いなれた郵便局に 道路工事などによって周囲の
出かけるが、道に 様子が変わると、方向感覚や ●介護者らが付き添う 。
迷う 視空間認知の障害のため、

道に迷ってしまう。

尿 意 を も よ お し 認知症が進行すると ●トイレの場所が一目でわかるように、
ト イ レ を 探 す が なじみ深いトイレの 「便所はこちら」と 表示する。
わからず別の場所 場所を思い出せなく
で排泄してしまう なる。 ●トイレの近くへ部屋を移す 。

妻に向って「どちら 認知症がかなり進行すると ●会話のなかで「妻の○○です」
さんですか？」と 記憶障害や失認のため、 といった表現を加える 。
尋ねる 家族の顔も認識できなくなる。 ●別の人と間違えている場合 は

別人を演じてみる 。

覚えておきたい症状とその時の対応
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背 景 対 応 例症 状

「今日は何日ですか？」 何日か知りたいというよりも、 ●決まった所に大きな日めくり カレンダー
と何回も繰り返して 今がいつなのか をかけ、できる時 は 一緒にその前に行き
聞いてくる 不安だという気持 何日か一緒に確認する。

ちのあらわれ。 ●会話の時 に、時を意識するようにする。

食べたばかりなのに 食べたことを忘れており、満腹 ●「今作るからこれを食べて待っててね」
ご飯を要求する 感が感じられず（満腹中枢の と果物など軽いも のを渡す。

機能低下）、ご飯を食べる時間 ●「おなかが空いたの？」とひとまず主張
だと思っている。 を受け入れる。

しまった場所を忘れ 確かにここに置いたはず ●「一緒に探そう」と協力する 姿勢を見せ
て使おうと思ったら 自分が無くすはずがない 本人が見つけ出 せるように誘導する。
なく「誰かが盗った」 知らないうちに隠された ●見つかったら、「見つけてよかったね」
と疑う という気持ち。 と安堵の気持ちを示す。

家にいるのに「家に 今いる場所がどこなのかわから ●「今日はもう遅いから泊まっていってく
帰る」と言い出す ない、実家や昔住んでいた家を ださい」と誘う。

自分の家と思っている、家族の ● 「お送りしましょう」と一緒 に外へ出て
顔がわからないため、ここは自 近くをひと周り して家に戻る。
分の家ではないと思ってしまう。

何もないところを 恐ろしい、誰も助けてくれない ●明かりをつけて部屋を明るくする。
指して、虫がいる！ 泥棒かもしれないと ●本人の主張をよく聞い た上で、「私が
泥棒が入ってきた！ 本 気 で 怖 が っ て そばにいるか ら大丈夫ですよ」と安心
などとおびえる いる。 させ る。
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認知症の段階

本人の様子

家族の心得
対応のポイント

元 気 認知症の疑い

自 立

●健康づくりや介護予防に取り組む

●地域とのつながり（社会参加）を

大事にする

●もの忘れが増えるが自覚もある

（人からも言われ始める）

●日常生活は自立しているが、計算間違いや

漢字のミスなどが増える

●会話の中で「あれ」「それ」などの代名詞が

よく出てくる

●本人と一緒に認知症予防に関する

取り組みを実施

●年齢のせいにせず、おかしいなと思ったら

早めにかかりつけ医や地域包括支援センタ

ー等に相談しましょう

●適度な運動、バランスの良い食事を心がけましょう

●役割や日課をもちましょう

●高血圧や糖尿病等の生活習慣病の重症化を予防しましょう

●外出や人との交流の機会を増やしましょう

●楽しく集中できる趣味を持ちましょう

認知症の経過と関わり 必ず下記の症状が現れるとは限らず、現れ方にも個人差があります

もの忘れはあるが

日常生活は自立
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誰かの見守りがあれば

日常生活は自立

認知症（軽度）

●「ものを盗られた」などの発言を

する

●洋服の着替えがうまくできなくな

る

●家までの帰り道が分からなくなる

●書字・読字が苦手になる

●もの忘れの自覚がない

●食事、トイレ、お風呂、移動などの

日常生活に関することが、誰の助け

がないと難しい

●車いすやベッド上での生活が長くな

る

●言葉数は少なくなるが、感覚（目・

耳・鼻などの機能）は残っている

●体調の急変や、肺炎などの合併症

に注意しましょう

●看取りに備えた相談をしておきま

しょう

●適宜サービスの内容を見直しまし

ょう

●介護者自身の健康管理を行いまし

ょう

●お金の管理や契約についての制度

を考えましょう

●今後の住まい（自宅か施設等）に

ついて考えましょう

●かかりつけ医に相談や、専門医を

受診しましょう

●接し方の基本やコツを理解しまし

ょう

●介護保険サービスを検討しましょ

う

認知症（中等度） 認知症（重度）

日常生活を送るには

支援や介護が必要

常に専門医療や

介護が必要

●同じことを何度も聞くようになる

●ものや人の名前が出てこない

●置き忘れやしまい忘れが増える

●料理や買い物、金銭管理などが

難しくなってくる
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・「どこ」「いつ」「なんで」と不安や緊張が

高まり消耗が激しく、疲れやすい。

・声・生活音・光・色・空間の広がりを

強い刺激と感じ、緊張が高まる。

認知症の方の感じている世界

●行動には本人
なりの理由があり
頭ごなしに否定し怒った
り、子供扱いすると自尊心
を傷つけてしまい、嫌な思
いをしたという感情だけは
残ります。
●「そうですね」と一度受
け入れることからはじめ、
本人の気持ちに寄り添った
対応をしましょう。

ご本人は今までと違う自分に戸惑い
不安を感じています。

認知症の方は特有の体験をすることが多くなります。

・日常の出来事が早く感じられ、焦り混乱し

体がゆれる感覚がある。

・体の不快（痛み・かゆみ・だるさ・喉の渇き

空腹・眠気）に対処できず、イライラする。

認知症の方への接し方のポイント

気持ちに寄り添い

自尊心を傷つけない
本人のペースに合わせる

●ゆっくりであれ

ばできることも多

いので、本人の様

子をよく見て、焦

らせたり急がせたりしない

ようにしましょう。

●一度にたくさんのことを

言うと混乱させてしまうの

で、ゆっくりとシンプルに、

分かりやすく伝えることを

心がけましょう。

●理解は出来ていなくて

も表情や感情は伝わりま

す。笑顔で接することで

安心できます。多少困っ

た行動をとってもなるべ

く笑顔で接するように心

がけてください。

●不安をやわらげ、寂し

い思いをさせない

ためにスキンシッ

プも大切です。

笑顔でにこやかに接する
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主 な 支 援 制 度 概 要

①精神障害者 一定の障がいを持つことを 証明する
保健福祉手帳 もので、各種税制 等優遇措置を受け

られます。

②障がい福祉 障害程度区分認定を受けると、介護や
サ ー ビ ス 就労訓練等の支援が受けられます。

③自立支援医療 認知症等で、通院による 精神医療を
継続的に受ける 場合は、通院医療費
の負担 が軽減されます。

④障 害 年 金 一定の障がいの状態にある場合に支払
われます。

早期発見・早期治療が大切です！

①正常圧水頭症や硬膜下血腫など、治る場合もあります。

②アルツハイマー型認知症の場合は、薬で進行を遅らせることが期待できます。

③脳血管性認知症は、高血圧をコントロールするなど、関連する病気の治療を

行うことにより、進行を防ぐことが期待できます。

若年性認知症とは

６５歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」

といいます。働き盛りの世代にもおこる認知症は

本人だけでなく家族の生活にも影響があります。

右記の支援制度等がありますのでご活用下さい。

また下記コールセンターでも相談が受けられます。

若年性認知症コールセンター

☎ ０８００－１００－２７０７

月～土曜日 １０～１５時

認知症介護研究・研修大府センター

http://y-ninchisyotel.net/

相 談 無 料

個人情報厳守
問合せ先：役場保健福祉課福祉係 年金は、国民年金は

役場町民課国保年金係、他は各年金事務所 ㊱



記憶のしくみ

情報を捕える

（イソギンチャク）

情報を保存する

（記憶のつぼ）

脳には、目や耳が捕えたたくさん
の情報の中から、関心のあるもの
を一時的に捕えておく器官（海馬

仮にイソギンチャクと呼ぶ）と
重要な情報を頭の中に長期に保存

する記憶のつぼがあると考えて
ください。

若いときは、いったんつぼに入れ
ば普段は思い出さなくても必要な
時に必要な情報を取り出すことが
できます。

年をとるとイソギンチャクの力が
衰え、一度にたくさんの情報を捕
えておくことができなくなり、捕
まえてもつぼに移すのに手間取っ
たり、つぼの中から必要な情報を
探し出すことも、時々失敗します。

認知症になると、イソギンチャ
クの足が衰えてしまい、つぼに納
めることができなくなります。新
しいことを記憶できずに先程聞い
たことさえ思い出せなくなりま
す。

さらに認知症が進行すればつぼ
が溶け始め、覚えていたはずの記
憶も失われていきます。

㊲



認知症の始まりではないかと思われる言動を「認知症の人と家族の会」

の会員がまとめたものです。

いくつか思い当たることがあれば、専門家に相談してみてください。

も の 忘 れ が ひ ど い 判 断 能 力 が 衰 え る

□今切ったばかりなのに電話相手の名前を忘れる □料理・片づけ・計算・運転などミスが 多くなる
□同じことを何度も言う・問う・する □新しいことが覚えられない
□しまい忘れや置き忘れが増え、 □話のつじつまが合わない

いつも探し物をしている □テレビ番組の内容が理解できなくなった
□財布・通帳・衣類など盗まれたと、人を疑う

人 柄 が 変 わ る 不 安 感 が 強 い

□些細なことで怒りっぽくなった □１人になると怖がったり、寂しがったりする
□周りへの気遣いがなくなり、頑固になった □外出時、持ち物を何度も確かめる
□自分の失敗を人のせいにする □「頭が変になった」と本人が訴える
□「この頃様子がおかしい」と人に言われた

場 所 ・ 時 間 が 解 ら な い 意 欲 が な く な る

□約束の日時や場所を間違えるようになった □下着を変えず、身だしなみをかまわなくなった
□慣れた道でも迷うことがある □趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

□ふさぎ込んで何をするのもおっくうがり、嫌がる

「認知症」早期発見の目安
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色々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったために様々な障害が

起こり生活する上で支障が出ている状態（およそ６か月以上続いている）を言います。

病気等により脳の細胞が壊れ ● も の 忘 れ
その細胞が担っていた機能が ● 状 況 判 断 が で き な い
失われたために ● 計 算 が で き な い
生じる症状。 ● 時間・場所・人が認識できない

● 手 順 よ く 物 事 を 進 め ら れ な い
な ど

「中核症状」により生活上の ●無気力になる
困 難 に う ま く適 応 で きな い ●ものが盗まれたと騒ぐ
場 合 に 、 本 人の 性 格 、環 境 ●徘徊
身 体 状 況 が 加わ っ て 起こ る ●怒りっぽい・怒鳴る
症状。 ●なかなか寝付かない
介護者の接し方や適切な薬物 など
治療により改善が可能。

治すことが

難しい

改善する

ことが
できる

中核症状

認知症とは？

認知症の症状について

行動・心理

症状
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