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認
知
症

　
急
速
に
高
齢
化
が
進
む
日
本
。

内
閣
府
が
公
表
し
て
い
る
平
成
27

年
版
高
齢
社
会
白
書
で
は
、
総
人

口
の
26
％
を
高
齢
者
が
占
め
、
世

界
で
最
も
高
い
高
齢
化
率
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
市
も
例
外

で
は
な
く
、
平
成
27
年
９
月
末
現

在
の
高
齢
化
率
は
28
・
４
％
と
、

４
人
に
１
人
以
上
が
高
齢
者
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
認
知

症
高
齢
者
の
数
も
急
速
に
増
加
し

て
い
ま
す
。
政
府
が
公
表
し
て
い

る
数
値
で
は
、
平
成
24
年
度
の
時

点
で
高
齢
者
の
７
人
に
１
人
程
度

が
認
知
症
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

決
し
て
人
ご
と
と
し
て
済
ま
せ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

　
誰
に
で
も
老
い
は
訪
れ
、
誰
も

が
認
知
症
に
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
家
族
だ
け
の
問
題
と
考
え

る
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
地
域
全
体
の

問
題
と
し
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

認
知
症
と
は

　
認
知
症
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
原

因
で
脳
の
働
き
が
悪
く
な
り
、
記

憶
力
や
判
断
力
が
低
下
し
、「
日

常
生
活
に
支
障
を
来き

た

す
よ
う
な
状

態
」
に
な
る
こ
と
で
、
通
常
の
老

化
に
よ
る
衰
え
と
は
違
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
朝
食
で
「
ど
ん
な

も
の
を
食
べ
た
か
思
い
出
せ
な

い
」
と
い
っ
た
、
体
験
の
一
部
を

忘
れ
る
の
は
老
化
に
よ
る
年
相
応

の
「
も
の
忘
れ
」
と
い
え
ま
す
が
、

朝
ご
は
ん
を
食
べ
た
と
い
う
体
験

自
体
を
忘
れ
て
し
ま
う
場
合
は
、

認
知
症
が
疑
わ
れ
ま
す
。

認
知
症
を
引
き
起
こ
す
病
気

　
認
知
症
は
多
く
の
場
合
、
脳
の

神
経
細
胞
が
広
い
範
囲
に
、
長
い

期
間
に
わ
た
っ
て
障
が
い
を
受
け

た
時
に
起
こ
り
ま
す
。

　
認
知
症
の
原
因
と
な
る
病
気
は

約
7０
種
類
と
い
わ
れ
て
お
り
、
代

表
的
な
も
の
は
左
図
の
と
お
り
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
型
認
知
症
な
ど
は
、
進
行
を

遅
ら
せ
る
効
果
の
あ
る
薬
が
あ
る

の
で
、
早
期
に
発
見
し
服
用
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

異常なタンパク質が蓄積し脳が
委縮する「アルツハイマー型」、
脳梗塞などで脳の働きが悪くな
る「脳血管性」、レビー小体とい
うタンパク質が脳に蓄積する「レ
ビー小体型」などがあります。

認知症対応型デイサービス
宅老所ひなたぼっこ施設長

関
せ き

　純
じ ゅ ん こ

子さん

　認知症対応型デイサービスには、要介護
（支援）認定を受け、認知症により個別の
対応が必要とされた方が通所しています。
　料理や畑仕事など、その方が得意とされ
ていたことを行い、潜在能力を引き出せる
ような関わりを持たせていただいています。
　また、利用者の方がご自宅に帰った際に、
施設での体験を家族の方に話されるなど、

施設だけでなく、地域全体で利用者を支えていきたい

（認知症対応型デイサービスでの様子）

「施設を利用して変わったよ」と家族の方
に教えていただけた際は、とてもうれしい
ですし、やりがいを感じます。
　利用者の方が活力に満ちた生活を送るた
め、より一層、利用者の方のことを知ると
ともに、施設だけで完結するのではなく、
ボランティアの方などとも協力しあいなが
ら、地域の皆さんで支えていきたいです。
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ＪＡ長野厚生連 北信総合病院
認知症看護認定看護師

小
こ ば や し

林　理
り え こ

恵子さん

プロフィール
熟練した看護技術と知識を用いた
水準の高い看護実践を行う認知症
の認定看護師として、実践、指導、
相談を責務に、日々医療現場のほ
か、地域の講演会などで活躍中。

認
知
症
に
な
っ
て
も
怖
く
な
い

優
し
い
社
会
を
作
る
こ
と
が
大
切
で
す

認
知
症
を
知
る

　
認
知
症
の
症
状
は
、「
中
核
症

状
」
と
「
行
動
・
心
理
症
状
」
の

大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　「
中
核
症
状
」
と
は
、
脳
の
細

胞
が
壊
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ

て
直
接
起
こ
る
症
状
の
こ
と
で
、

記
憶
を
忘
れ
て
し
ま
う
「
記
憶
障

が
い
」
や
、
場
所
や
人
間
関
係
な

ど
の
把
握
が
困
難
に
な
る
「
見
当

識
障
が
い
」、
計
画
し
た
こ
と
に

そ
っ
て
実
行
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
る
「
実
行
機
能
障
が
い
」、
二

つ
以
上
の
こ
と
を
同
時
に
行
っ
た

り
、
い
つ
も
と
違
う
変
化
へ
の
対

　
北
信
総
合
病
院
の
認
知
症
看
護

認
定
看
護
師
、
小
林
理
恵
子
さ
ん

に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

応
が
困
難
に
な
る
「
理
解
・
判
断

力
の
障
が
い
」
な
ど
の
症
状
が
現

れ
ま
す
。
ま
た
、「
行
動
・
心
理

症
状
」
は
、
周
囲
の
関
わ
り
方
な

ど
、
生
活
環
境
や
人
間
関
係
が
要

因
と
な
り
、
被
害
妄
想
や
う
つ
状

態
、
徘は

い
か
い徊

や
大
声
な
ど
、
精
神
症

状
や
行
動
に
支
障
が
起
き
る
症
状

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

早
期
発
見
が
大
切

　
今
の
と
こ
ろ
、
認
知
症
を
完
全

に
治
し
た
り
、
進
行
を
止
め
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
薬
物
・
心
理
療
法
や

環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
で
症
状

が
改
善
す
る
場
合
が
あ
る
な
ど
、

社
会
資
源
を
増
や
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
整
え
る
こ
と

で
進
行
を
遅
ら
せ
、
そ
の
人
ら
し

い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
早
期
発
見
が
と
て

も
大
切
で
、
家
族
や
周
囲
の
方
が

「
い
つ
も
と
様
子
が
違
う
」
と
感

じ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
か
か
り
つ
け

医
の
ほ
か
、
認
知
症
の
専
門
医
療

機
関
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
認
知
症
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が

原
因
で
起
こ
る「
体
の
病
気
」で
す
。

　
つ
ま
り
、
誰
に
で
も
起
こ
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ

の
人
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
自
分
が
忘
れ
て
し
ま
う

病
気
に
な
っ
た
と
し
て
、「
大
事

な
こ
と
を
嫌
で
も
忘
れ
て
い
っ
て

し
ま
う
」
と
考
え
れ
ば
、
ど
れ
だ

け
恐
怖
感
や
混
乱
が
あ
る
か
想
像

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
認
知
症
と
い
う
病
気
と
と
も

に
、
そ
の
方
の
思
い
に
も
寄
り
添

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

認
知
症
を
理
解
す
る

認知症が
疑われるサイン

認
知
症
の
方
へ
の
対
応

　
大
切
な
こ
と
は
、
家
族
や
周
囲

の
方
が
認
知
症
に
つ
い
て
学
び
、

理
解
す
る
こ
と
で
す
。
家
族
だ
け

の
負
担
と
な
り
、
家
族
が
苦
し
い

状
態
だ
と
本
人
も
苦
し
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　
地
域
の
方
が
「
〇
〇
さ
ん
、
今

日
は
き
れ
い
な
服
を
着
て
ま
す

ね
」
な
ど
、
さ
り
げ
な
い
声
掛
け

や
見
守
り
を
行
う
こ
と
で
、
本
人

も
よ
り
一
層
元
気
が
出
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

　
何
度
も
言
う
よ
う
に
、
認
知
症

は
誰
に
で
も
起
こ
り
得
ま
す
。
で

す
の
で
、
認
知
症
を
怖
が
る
よ
り

も
、
地
域
全
体
で
支
え
る
よ
う
な

「
認
知
症
に
な
っ
て
も
怖
く
な
い

社
会
」
を
作
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。

　
そ
う
す
る
こ
と
で
、
認
知
症
だ

け
で
な
く
、
子
ど
も
や
障
が
い
を

持
つ
方
な
ど
全
て
の
方
に
「
優
し

い
社
会
」
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

▲サインに気づいたら相談
機関に連絡してみましょう

同じことを繰り
返すようになった

趣味や日課にして
いたことへの興味
関心がなくなった

片付けをすること
が下手になった

身なりを気にしな
くなった

外出や人と会うこ
となど、さまざま
なことにやる気を
なくしてしまった

認知症対応型デイサービス
宅老所やわらぎの家管理者

　普段、生活する中で、利用者の方が思い
出したように突然動き出すことがあります
が、その方の行動を遮るのではなく、何を
したいのかを見極めながら寄り添い、本人
が混乱しないように声掛けをしています。
　また、①会話をしたり接することで脳に
刺激を与える、②体を動かすことで、夜しっ
かりと眠れるように生活のリズムを作る、

大切なのは、認知症の方の行動を理解すること

金
か な い

井　市
い ち こ

子さん

③できることを見つけ役割を持って活動で
きるように支援する、④笑うなど本人が楽
しむことで積極的に参加できるようにする、
といったことを心掛けています。家族だけ
で支えるのは非常に負担が大きいです。そ
の方に合ったサービスを活用すると同時に、
地域の方にも認知症を理解していただき、
一緒に支えていくことが大切だと思います。

interview

【特集】支えあいのまち


