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で
お
ら
ず
、
近
隣
地
域
の
目
を

気
に
す
る
日
々
で
し
た
。
認
知

症
介
護
は
、
最
低
10
年
は
覚
悟

し
な
さ
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

長
期
戦
で
す
。
優
し
く
相
手
に

接
す
る
こ
と
が
介
護
の
基
本
と

分
か
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
介

護
を
す
る
当
事
者
に
な
る
と
、

そ
れ
は
と
て
も
難
し
く
、
日
々

の
ス
ト
レ
ス
か
ら
心
も
体
も
疲

弊
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
母
の
介
護
を
終
え
て

一
段
落
し
て
、
今
度
は
私
と
同

じ
悩
み
を
抱
え
て
い
る
人
の
た

め
に
、
心
の
う
っ
憤ぷ

ん

を
吐
き
出

し
、
介
護
者
同
士
で
悩
み
を
共

有
で
き
る
場
を
作
ろ
う
と
立
ち
上
げ

た
の
が
「
認
知
症
家
族
の
会
」
で
す
。

誰
も
が
不
満
を
吐
き
出
せ
る
場

　

認
知
症
家
族
の
会
で
は
、
具
体
的

な
介
護
方
法
な
ど
は
二
の
次
と
し
、

ま
ず
は
心
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
唯
一
の
約

束
事
は
「
聞
い
た
内
容
を
絶
対
に
口

外
し
な
い
」
こ
と
。
そ
う
す
る
こ
と

で
参
加
者
に
は
好
き
な
だ
け
自
分
の

思
い
や
不
満
を
話
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　

話
し
手
の
会
話
を
途
中
で
止
め
る

こ
と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
、

一
人
の
話
が
長
く
、
ほ
か
の
参
加
者

認
知
症
介
護
は
長
期
戦　

だ
か
ら
こ
そ
心
の
負
担
を
軽
く
し
た
い

い
ざ
介
護
者
に
な
る
と
、
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
現
実
に
不
満
が
募
り
、

心
の
余
裕
が
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
、
あ
な

た
の
こ
と
を
思
い
、
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。

認知症家族の会

地
域
で
支
え
る
地
域
で
寄
り
添
う

自
身
、
母
親
が
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
を
患
い
、
長
年
介
護

を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
今
振
り

返
っ
て
み
て
も
、
介
護
生
活
は
壮
絶

の
一
言
。
症
状
が
ひ
ど
い
時
に
は
、

自
身
の
排
便
を
壁
に
塗
っ
て
し
ま

い
、
一
日
か
け
て
掃
除
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

認
知
症
介
護
は
長
期
戦　
　
　
　
　

　
　
　
　

最
低
10
年
の
覚
悟
が
大
切

　

長
年
の
介
護
生
活
の
中
で
、
何
よ

り
辛
か
っ
た
の
は
周
囲
に
相
談
で
き

る
理
解
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
。
当

時
は
認
知
症
に
対
す
る
理
解
も
進
ん

に
話
す
順
番
が
回
っ
て
こ
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
人
た
ち
に
は
、
ま

た
次
の
回
で
存
分
に
話
し
て
も
ら
え

ば
良
い
の
で
す
。

　

話
し
方
の
上
手
い
・

下
手
な
ど
気

に
せ
ず
に
、
た
だ
た
だ
不
満
や
不
安

を
出
し
切
っ
て
も
ら
う
。
そ
う
す
る

こ
と
で
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
自
分

の
心
の
中
の
整
理
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
し
、「
こ
ん
な
話
で
も
み

ん
な
に
聞
い
て
も
ら
え
た
」
と
思
う

と
ホ
ッ
と
す
る
も
の
で
す
。

　

初
め
て
の
方
は
、
緊
張
か
ら
こ
わ

ば
っ
た
顔
で
よ
く
参
加
さ
れ
ま
す

が
、
帰
る
時
に
は
「
ま
た
来
月
ね
」

～同じ悩みを持つ人と出会える場～

　現在、地域で認知症に悩んでいる
方は年々増えていて、またその悩み
も十人十色です。自分が介護者になっ
てみると、何でも自分でやらなけれ
ばと思い込み、精神的に追い込まれ
てしまう方もいらっしゃいます。
　介護の悩みは一人で抱え込まず、

だれかと共有することで、心の負担が軽くなります。
　市内には、介護や予防に関する質問、相談などを介護者同士
が気軽に共有し、交流できる「カフェ」があります。私たち熊
川病院でも、少しでも介護における不安や負担を取り除くお手
伝いができればと、専門医のほかに、薬剤師や介護経験者と一
緒に介護の悩みを共有できる「くまがわカフェ」を開設しました。
　ほかにも市内には、さまざまな特徴を持った介護者交流の場
があり、認知症に限らず幅広い介護の悩みを相談できますので、
ご自身で抱え込まず、私たちにご相談ください。

介護の悩みは一人で

抱え込まないでください

熊川病院　作業療法士

　福祉センター内で実施する「オレ
ンジカフェ ふっさ」では、参加者同
士の交流はもちろん、介護・福祉・医
療の専門職の方々も参加しています。

【日時】偶数月第二火曜日午後 1時
30分～ 3時

【場所】福祉センター
【費用】1回 100円

くまがわカフェ
熊川病院☎ 553・3001

オレンジカフェ ふっさ
地域包括支援センター熊川☎ 510・2945

籾
も み や ま

山 匡
ま さ か つ

克氏

Opinion

と
笑
顔
で
帰
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

仲
間
た
ち
と
の
共
有
・
共
感
が　
　

　
　
　

介
護
を
続
け
る
活
力
を
生
む

　

認
知
症
介
護
と
一
言
で
言
っ
て

も
、
若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の

介
護
者
も
い
れ
ば
、
子
育
て
と
介
護

を
両
立
さ
れ
て
い
る
方
な
ど
、
家
庭

ご
と
に
そ
の
状
況
は
異
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
参
加
者
に
は
自
身
の
介
護

に
つ
い
て
話
す
前
に
、「
だ
れ
を
介

護
し
て
い
る
の
か
」「
い
つ
か
ら
介

護
し
て
い
る
の
か
」「
そ
の
人
の
状

態
は
」「
ど
こ
で
介
護
を
し
て
い
る

の
か
」
を
必
ず
伝
え
て
も
ら
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
聞
く
側
も
イ
メ
ー

ジ
が
浮
か
び
、
よ
り
親
身
に
な
っ
て

傾
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
何

よ
り
参
加
者
同
士
の
共
通
点
の
発
見

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

私
た
ち
が
認
知
症
を
治
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
認
知
症
家
族
の
会

に
参
加
す
る
仲
間
た
ち
に
「
共
有
」

し
て
、「
共
感
」
し
て
も
ら
え
る
こ

と
で
、
介
護
を
続
け
て
い
く
活
力
が

生
ま
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
介
護
で
悩
む

方
も
、
介
護
を
終
え
ら
れ
た
方
も
私

た
ち
の
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

私
〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉
天
田
文
久
さ
ん
。
両
親
の
介
護

を
き
っ
か
け
に
、
平
成
　

年
に
介
護
者
同
士
が
悩

み
を
共
有
で
き
る
場「
認
知
症
家
族
の
会
」を
設
立
。

天
田
文
久
さ
ん

あ
ま
だ

ふ
み
ひ
さ

【日時】毎月第二水曜日午前10時 30分～正午

【場所】市役所第一棟 2階会議室、もくせい会

館※月ごとに異なる可能性があります。

【対象】現在家族の介護に携わっている方、介

護していた家族を看取られた方

【参加費】1回 400円

【申込み】介護福祉課地域包括支援センター係

☎ 551・1537へ。

～あなたの悩みに合ったカフェがあります～

　熊川病院が今年度から開設した憩
いの場。さまざまな分野に関する専
門家を講師に迎え、病気や介護に関
する知識を学べる場となっています。

【日時】毎月第三水曜日午後 1時 30
分～ 3時

【場所】熊川病院リハビリテーション室
【費用】1回 100円

30

―認知症特集― あなたが私を忘れても。
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知
症
が
進
む
と
非
常
に
頑
固
に

な
り
ま
す
。
薬
も
飲
み
や
す
い

よ
う
に
、
1
週
間
ご
と
に
分
け
る
な

ど
工
夫
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
次
第

に
薬
を
飲
ん
で
い
な
く
て
も
本
人
は

「
飲
ん
だ
」
の
一
点
張
り
。
時
に
は

暴
れ
だ
す
こ
と
も
。

　

常
に
冷
静
で
い
た
く
て
も
、
相
手

か
ら
声
を
荒
げ
ら
れ
る
と
、
こ
ち
ら

も
攻
撃
的
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
に

な
り
ま
す
。
で
す
が
、
一
度
手
を
出

し
て
し
ま
え
ば
一
度
が
二
度
に
、
二

度
が
三
度
に
と
、
次
々
と
心
の
制
御

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
つ

自
分
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
わ
な
い

か
、
毎
日
が
怖
か
っ
た
で
す
。

　

在
宅
介
護
を
続
け
て
い
き
た
い
思

い
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
ま
ま
だ

と
通
報
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
も
な

認知症への理解

地域で取り組む 　正しい知識と理解を持って、認知症の方やその
家族に寄り添う「認知症サポーター」とその証と
なる「オレンジリング」。
　近年福生市では、企業や学校、薬局などが認知
症サポーター養成講座を受講するなど、認知症の
方に優しい地域づくりに取り組んでいます。～オレンジの輪でつながる認知症サポーターたち～

認
知
症
介
護
を
振
り
返
る

～サポーターになりませんか～

　本講座では、認知症の基礎知識や
対応方法を分かりやすく学べます。
あなたのできる範囲で、認知症の方
とその家族を手助けしてみませんか。
【日時】12 月 13 日㈮午後 1 時～ 2 時
30 分
【場所】福祉センター 2階研修室
【定員】先着 30 人
【申込み】地域包括支援センター熊川
☎ 510・2945 へ（日曜・祝日を除く）。

苦
悩
や
葛
藤
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
妻
・
節
子
さ
ん
の
認
知
症

介
護
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
梅
夫
さ
ん
に
、当
時
を
振
り
返
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

り
か
ね
な
い
。
葛
藤
の
末
、
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
相
談
し
て
、
施
設
へ

の
入
居
を
決
め
ま
し
た
。

　

少
し
ず
つ
心
に
ゆ
と
り
が
持
て
る

よ
う
に
な
っ
た
今
、
妻
へ
の
後
ろ
め

た
さ
を
感
じ
な
い
と
言
え
ば
嘘
に
な

り
ま
す
。
妻
の
や
り
た
い
こ
と
は
何

で
も
や
ら
せ
て
き
ま
し
た
が
、
ど
う

し
て
認
知
症
を
防
げ
な
か
っ
た
か
。

そ
ん
な
こ
と
も
考
え
ま
す
。

　

入
居
後
は
必
ず
週
3
回
ほ
ど
妻
に

会
い
に
行
き
、
食
事
を
与
え
ま
す
。

症
状
は
ま
す
ま
す
進
行
し
、
話
す
こ

と
も
難
し
く
な
っ
た
彼
女
で
す
が
、

そ
れ
で
も
会
い
に
行
く
と
、
笑
っ
て

私
の
こ
と
を
「
う
め
お
」
と
呼
ん
で

く
れ
る
ん
で
す
。
記
憶
も
ほ
と
ん
ど

な
く
な
っ
た
彼
女
が
そ
れ
で
も
私
の

名
前
を
憶
え
て
い
て
く
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
、
ま
た
妻
に
会
い
に
行

こ
う
と
思
え
る
ん
で
す
。

認
知
症
は
大
人
か
ら
子
ど
も
へ　
　

　
　
　
　
　
　

変
わ
っ
て
い
く
病
気

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
介
護
生
活
の

中
で
辛
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
経
験
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
妻
へ
の
愛
情

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
一
つ
だ
け
悲
し
い
こ
と
は
、

二
人
で
旅
行
に
行
く
た
め
に
と
、
長

年
妻
が
私
に
内
緒
で
貯
め
て
く
れ
た

お
金
が
、
施
設
へ
の
入
居
費
に
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
二
人

の
時
間
の
た
め
に
使
う
は
ず
だ
っ
た

お
金
が
病
気
の
た
め
に
使
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
だ
け
が
本

認

終あなたが私を忘れても。
－認知症特集－

企業 学校

当
に
無
念
で
す
。

　

認
知
症
は
、
大
人
か
ら
子
ど
も
に

な
る
病
気
で
す
。
子
ど
も
な
ら
成
長

し
て
い
く
中
で
、
で
き
る
こ
と
が
増

え
て
い
き
ま
す
が
、
認
知
症
は
で
き

な
い
こ
と
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ

の
中
で
、
一
人
で
介
護
を
し
て
い
く

に
は
限
界
が
あ
り
、
地
域
の
方
や
医

療
機
関
の
専
門
医
な
ど
多
く
の
方
か

ら
協
力
を
頂
い
て
初
め
て
続
け
ら
れ

ま
す
。
私
の
体
験
談
を
通
し
て
、
認

知
症
介
護
に
対
す
る
理
解
が
進
ん
で

く
れ
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

ど
ん
な
に
辛
い
介
護
で
も

妻
へ
の
愛
は
変
わ
ら
な
い

　第三中学校では、「自分ので
きる範囲内で他者を支える」と

いう奉仕の精神を育むために、これから社会に出る
3年生を対象に養成講座を受講してもらっています。
　中には講座を通じて、認知症を初めて知る生徒も
おり、認知症に悩む身近な人がいた場合、自分にで
きることは何かを考えてもらうことで、社会参画へ
の意欲を養っています。

奉仕の心を子どもたちに
育んでもらいたい

店舗全体で徘徊による
交通事故を未然に防ぐ

黒
くろやなぎ

柳真
し ん ご

吾氏
第三中学校
生活指導主任

　私自身、過去に認知症徘徊者へ
の対応を経験しましたが、実際に

その状況に遭遇すると、通報すべきかどうか判断に
迷いました。店舗の前は国道のため、交通量も多く、
大きな事故につながりかねません。高齢化が進む地
域の中で、会社として何ができるのかを考えた結果、
店舗全体で交通事故を未然に防ぐために、スタッフ
全員の研修として養成講座を取り入れました。

小
お ざ わ

澤淳
あつし

氏
トヨタモビリティ東京
株式会社 福生店 店長

認知症サポーター養成講座

おわりに
「〇〇さん家のお母さん、認知症になったら

しいよ」　「そりゃあ人生オシマイだ」

　特集を組むきっかけとなった、病院内で聞こ

えた会話です。

　果たして本当にそうでしょうか。

　認知症そのものはあなたの命を奪いません。

　地域全体で高齢化が進む今、大切なのは、

認知症とどのように向き合って生きていくか。

　「認知症になったっていいじゃない。あなた

が私を忘れても、私たちには寄り添ってくれる

みんながいる。このまちならきっと自分らしく

生きていける」

　人は一人では生きていけません。

　だからこそ、誰もがそう思える地域づくりが

求められています。

←北海道・礼
れ ぶ ん と う

文島へ二人で行っ
た時の写真。この旅が二人で行
ける最後の旅行となりました。

↑認知症発症後、梅夫さんの誕生
日に節子さんが寄せたメッセージ
は、夫への忘れない感謝でした。




