
この冊子は環境に配慮し、
植物油インキを使用しています。

　認知症について正しい知識を持ち、日々の生活の中で予防に
つとめながら、早期発見と早期治療をすることで、症状の進行を
緩やかにすることができます。

あなたの理解やちょっとした見守り・声かけが
認知症の方やその家族を支えます

●高齢者相談センター（地域包括支援センター）
　 保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー等の専門職が連携をとり、高齢者のみなさんを支援します。

圏　域 担当地域 名　　称 電話番号

第１圏域 加須･大桑･
水深地区 加須･大桑･水深高齢者相談センター愛泉苑 0480-65-6936

第２圏域 不動岡･礼羽･
志多見地区 不動岡･礼羽･志多見高齢者相談センターみずほの里 0480-63-0011

第３圏域 三俣･樋遣川･
大越地区 三俣･樋遣川･大越高齢者相談センター利根いこいの里 0480-53-6557

第４圏域 騎西地域 騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 0480-70-0035

第５圏域 北川辺地域 北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 0280-23-1133

第６圏域 大利根地域 大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 0480-78-1652

受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

●加須市役所
名　　称 住　　所 電話番号

本庁　　　　　　高齢介護課 三俣2-1-1 0480-62-1111(代表)

騎西総合支所　　福祉健康担当　 騎西36-1 0480-73-1111(代表)

北川辺総合支所　福祉健康担当　 麦倉1481-1 0280-62-2111(代表)

大利根総合支所　福祉健康担当 北下新井1679-1 0480-72-1111(代表)

いきいき健康長寿課（加須保健センター内） 諏訪1-3-6 0480-62-1311

受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

2023年4月発行　　　　　　無断転載・複製を禁じます。

第5圏域
北川辺地域

第6圏域
大利根地域

第4圏域
騎西地域

第3圏域
加須地域③
（三俣地区、
樋遣川地区、大越地区）

第2圏域
加須地域②
（不動岡地区、礼羽地区、
志多見地区） 第1圏域

加須地域①
（加須地区、大桑地区、
水深地区）

もの忘れが気になりはじめたら ･･･もの忘れが気になりはじめたら ･･･
一人で悩まずに相談しましょう一人で悩まずに相談しましょう

相談は、お住まいの相談は、お住まいの
地域を担当する地域を担当する
高齢者相談センターに高齢者相談センターに
ご連絡くださいご連絡ください

加  須  市
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認知症の原因は？

　認知症は、加齢によるもの忘れがひどくなった状態や心の病気と混同されがちで
すが、脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりすることで、生活する上
で支障が出てくる状態のことをいいます。認知症は、誰にでもおこりうる「脳の病気」
なのです。

　認知症にはさまざまな原因があり、原因によって症状のあらわれ方などに特徴があります。
主な原因としては次の3つの病気があげられます。

アルツハイマー病 脳血管障害 レビー小体病

脳内にたまった異常なたん
ぱく質により神経細胞が破
壊され、脳に萎縮がおこり
ます。

脳の血管が詰まったり（脳梗
こう

塞
そく

）、破れたり（脳出血）する
ことにより脳細胞が破壊さ
れます。

脳内にたまったレビー小体
という異常なたんぱく質によ
り神経細胞が破壊されます。

【症状と特徴】

軽度のもの忘れから徐々に
進行していき、やがて時間
や場所の感覚がなくなって
いきます。

【症状と特徴】

小さな脳梗塞などが起こる
ごとに段階的に進行します。
体に麻痺を生じることもあ
ります。

【症状と特徴】

現実にはないものが見える
幻視や、手足のふるえがお
こります。一時的に改善し
ながら少しずつ進行します。

認知症ってどんな病気？認知症ってどんな病気？

▼認知症と老化によるもの忘れとの違い

認
知
症

もの忘れの自覚がない ご飯を食べたことな
ど体験したこと自体
を忘れる

判断力が低下する 時間や場所、人との関
係が分からなくなる

老
化
に
よ
る
も
の
忘
れ

もの忘れの自覚はある ごはんのメニューなど
体験の一部を忘れる

判断力の低下は見ら
れない

時間や場所、人との関
係などは分かる

▼認知症の症状
大きく２つに分けられます。
❶中核症状…記憶や判断力、時間や場所の認識などの認知機能が損なわれる認知症本来の症状
❷周辺症状…�「中核症状」をもとに本人の性格や環境、暮らし方、体調などさまざまな要因が 

からんで引き起こされる症状

周辺症状はこのようにあらわれます……
財布をしまった場所が思い出せない。（「記憶障害」）

▼
私がなくすわけがない。普段部屋に入るのは世話をしてくれる娘だけだ。

▼
娘が盗んだと思い込む。（「妄想」）

記憶障害
物 事 を 覚 え ら れ な く
なったり、覚えていたこ
とを思い出せなくなる。

実行機能障害
計画を立てたり、その手
順通りに実行したりす
ることが困難になる。

判断力障害
物事の真偽を判断する
ことや筋道立った考え
方ができなくなる。

見当識障害
時間や場所、やがて
は人との関係などが
分からなくなる。

失認・失語・失行
物事の認識や言葉、動作
に障害が起こる。

妄想
大切な物を盗まれた、
家族に見捨てられる
など事実でないこと
を事実と思いこむ。

幻覚
見えないものが見
える幻視や、聞こえ
ないものが聞こえ
る幻聴など。

せん妄
意識障害の一種。落ち着きな
く家のなかをうろうろする、
独り言をつぶやくなど。幻覚
や妄想を伴うこともある。

抑うつ
気分が落ち込み憂う
つになる。表情も乏し
くなり無気力になる。

暴力行為
自分の気持ちをうま
く伝えられない不安
や、感情をうまくコ
ントロールできない
ために暴力行為にお
よぶ。

不潔行為
風呂に入らない、排せ
つ物を壁になすりつけ
るなど。

人格変化
穏やかな性格だった
のが短気な性格に変
わるなど別人のよう
になる。

ひとり歩き
外へ出て行き、そのま
ま家に戻れなくなる。

主な周辺症状

中核症状

何だった
かしら 大変！

消し忘れて

いたわ！

ど、 どうしようっ！

?? ごはんは
まだ？

??

ゆうべ
何食べたっけ？

どちらさんかね？

おじいちゃん！

ぼくだよ！！

あなた確か
お隣の ･･･
えーと

○○です
こんにちは
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若年性認知症をご存知ですか？
若年性認知症とは？
　18歳から64歳までに発症した認知症疾患（アルツハイマー病、脳血管
型、レビー小体型など）を総称して言います。
　日本全体では約4万人の方が発症していると推計されています。社会的
役割が大きい世代であり、特に働き盛りの男性の場合には、経済的問題が大きくなります。
　また、家庭内の多くの役割を介護者が1人で負うことが多いため、老年性認知症と比較すると
介護負担が大きくなる傾向があります。
若年性認知症支援コーディネーターとは？
　若年性認知症に関する相談に応じます。
　社会保障・医療・サービス受給・就労支援に関わることなどをコーディネートして支援します。
　若年性認知症のご本人や家族からの相談はもちろん、関係機関からの相談にも応じます。

●若年性認知症サポートセンター（若年性認知症支援コーディネーター）
☎048（814）1212（受付時間／月～金　9:00 ～ 16:00　祝日・年末年始を除く）

公益社団法人 認知症の人と家族の会 埼玉県支部

●若年性認知症コールセンター
☎0800（100）2707（受付時間／月～土　10:00 ～ 15:00　祝日・年末年始を除く）

社会福祉法人仁至会　認知症介護研究・研修大府センター

認知症のサイン

●同じ事を何度も言ったり聞いたりする
●置き忘れ・紛失が多くなった
●ものの名前が出てこなくなった
●季節に合わない服装をしている
●着替えや身だしなみ、入浴などを面倒くさがっ
てやらなくなった

●調理などを順序立てて行うことができなく
なった

●日課をしなくなった
●ささいなことで怒りっぽくなった

など

　認知症は原因によっては、早期に発見して適切な対応をとることで治療や進行を
抑えることが可能です。認知症のサインに気づいたら早急に「もの忘れ外来」や「認
知症外来」を行っている専門医に相談しましょう。

出典：公益社団法人　認知症の人と家族の会

認知症のサインに気づいたら認知症のサインに気づいたら 家族がつくった 「認知症」 早期発見のめやす家族がつくった 「認知症」 早期発見のめやす

どこに

置いたっけ。

財布がない。また置き忘れ？

もしかして

認知症！？

?

もの忘れが
ひどい

1 今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる □
2 同じことを何度も言う・問う・する □
3 しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている □
4 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う □

判断 ･ 理解力が
衰える

5 料理・片づけ・計算・運転などのミスが多くなった □
6 新しいことが覚えられない □
7 話のつじつまが合わない □
8 テレビ番組の内容が理解できなくなった □

時間 ･ 場所が
わからない

9 約束の日時や場所を間違えるようになった □
10 慣れた道でも迷うことがある □

人柄が変わる

11 些細なことで怒りっぽくなった □
12 周りへの気づかいがなくなり頑固になった □
13 自分の失敗を人のせいにする □
14 「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた □

不安感が強い
15 ひとりになると怖がったり寂しがったりする □
16 外出時、持ち物を何度も確かめる □
17 「頭が変になった」と本人が訴える □

意欲がなくなる
18 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった □
19 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった □
20 ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる □

　日常の暮らしの中で、認知症ではないかと思われる言動を、「家族の会」
の会員の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありません
が、暮らしの中での目安として参考にしてください。
いくつか思い当たることがあれば、かかりつけ医などに相談してみるこ
とがよいでしょう。
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かかりつけ医

　地域の身近な医師のもとで相談できます。
初めて受診するときは、電話をしてから各医療機関を受診しましょう。

認知症疾患医療センター（埼玉県指定・さいたま市指定）

　受診や対応方法について、電話や面談による相談ができます。認知症の鑑別診断
や初期対応、身体合併症や周辺症状への対応を行います。受診には予約が必要です。

医療機関 ・ 相談窓口など医療機関 ・ 相談窓口など

●加須地域
医療機関名（50音順） 住　　　所 電話番号

あだち眼科 南大桑 1620-1 0480-65-5988
いけざわ医院 南篠崎 141-5 0480-65-8165
梅澤医院 向川岸町 4-6 0480-61-0037
おおき内科泌尿器科クリニック 南小浜 633-1 0480-48-5775
岡安眼科医院 土手 2-15-71 0480-61-0378
おのだ耳鼻咽喉科 浜町 1-5 0480-63-3387
柿崎耳鼻咽喉科医院 中央 1-7-10 0480-62-5627
加須ふれあいクリニック 下三俣 1790-1 0480-61-8561
神沼整形外科医院 睦町 2-2-21 0480-62-5001
久下おおた内科 久下 2-41-10 0480-53-9303
篠﨑医院 大越 1460 0480-68-6308
篠原医院 中央 1-11-12 0480-61-0054
十善病院 愛宕 1-9-16 0480-61-2595
武正医院 中樋遣川 1745-1 0480-69-1057
中田病院 元町 6-8 0480-61-3122
西山救急クリニック 北小浜 408 0480-63-3111
福島医院 常泉 13-1 0480-65-2212
富士見町さくら内科クリニック 富士見町 14-23 0480-63-0111
不動ヶ丘病院 岡古井 107 0480-62-3005
本町福島クリニック 本町 6-33 0480-61-0146
松川クリニック内科・皮膚科 南大桑 1494-1 0480-66-1775
松村医院 志多見 436-1 0480-61-5305

●騎西地域
医療機関名（50音順） 住　　　所 電話番号

騎西病院 日出安 1313-1 0480-73-3311
山崎医院 根古屋 642-10 0480-73-6463

●北川辺地域
医療機関名（50音順） 住　　　所 電話番号

加須市国保北川辺診療所 柳生 66-1 0280-62-2300
宏和会クリニック 陽光台 2-883-78 0280-23-1177
坂入医院 柳生 2094-1 0280-62-5005
さくらホームクリニック 柏戸 765-7 0280-23-5990
むぎくら診療所 麦倉 188 0280-62-5585
柳生診療所 柳生 2824-1 0280-62-3851

●大利根地域
医療機関名（50音順） 住　　　所 電話番号

加須東病院 北下新井 1659 0480-72-2125
久保クリニック 琴寄 304-2 0480-78-0660
小林医院 北下新井 310-2 0480-72-3185

医療機関名 住　　　所 電話番号
つむぎ診療所 秩父市寺尾 1404 0494-22-9366

武里病院 春日部市下大増新田 9-3 048-738-8831

西熊谷病院 熊谷市石原 572 048-599-0930

丸木記念福祉メディカルセンター 毛呂山町毛呂本郷 38 049-276-1486

戸田病院 戸田市新曽南 3-4-25 048-433-0090

埼玉県済生会鴻巣病院 鴻巣市八幡田 849 048-501-7191

菅野病院 和光市本町 28-3 048-464-6655

あさひ病院 狭山市水野 592 04-2957-1202

久喜すずのき病院 久喜市北青柳 1366-1 0480-23-3300

埼玉精神神経センター さいたま市中央区本町東 6-11-1 048-857-6811

とねっと（地域医療ネットワーク）

　市内のかかりつけ医と地域の中核病院などが、役割を分担しながら連携して、地域
全体で市民のみなさんの医療を支えていくシステムです。今後、高齢者人口の増加
に伴い、医療と介護の両方を必要とする患者の増加が見込まれています。「とねっと」
は、市民のみなさんがより質の高い医療・介護サービスを受けられるよう、在宅医療・ 
介護への活用も進めています。
　また、救急時の適切な処置や迅速な搬送先の選定に役立ちます。

問合せ先　埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会事務局（加須保健所内） 
℡ 0480-63-0003 
健康医療推進課　℡ 0480-53-5020

認知症初期集中支援チーム

　認知症の方や認知症の疑いのある方、その家族のもとに訪問して、認知症について
の困りごとや心配ごとなどの相談に対応するチームです。

問合せ先　お住まいの地域の高齢者相談センター
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認知症の方と接するときに心がけたい “3つの「ない」”
① 驚かせない　　② 急がせない　　③ 自尊心を傷つけない

□ スキンシップを大切にし
ましょう

□ さびしくさせないように
しましょう

□ にこやかに接しましょう

□ 本人のペースにあわせま
しょう

□ 笑顔でうなずき不安を取り除
きましょう

□ 気持ちによりそい、怒ったり
否定したりしないようにし
ましょう

□ 聞き上手になりましょう

□ できることをひとつずつやっ
てもらいましょう

○○望ましい接し方
疑われることはショックかもしれませんが、怒ったりせずに一緒
に探してあげましょう。「私はここを探すから、あのあたりを
探してね。」などと誘導して本人が見つけられるようにしましょ
う。見つかったら「よかったね。」と一緒に喜んであげましょう。

×こんな対応は避けましょう
「どこかにしまい忘れてるんじゃないの！？」
「ほらここにあるじゃない！」
反論してもかえって妄想を深めてしまいます。また、探した人
が見つけると隠していたと疑われてしまいます。見つかったと
きに責めることも感情的なしこりを残すので避けましょう。

本人がしまい場所を忘れているだけの場合がほとんどです
が、その自覚がありません。普段お世話をしている身近な人
ほど疑われてしまいます。

事 例 ② 財布が盗まれたと言い出す

「なくなるはずない！誰かに盗られた！」

「盗めるのは○○しかいない。」

認知
症の方の心の声

財布がなくなった!
あんたがとったんでしょう!

大変!
いっしょに探しましょう!

○○望ましい接し方
帰りたいという意識から遠ざけるために、一度外に連れ出して
から出迎えるなどしましょう。
家にいても良いのだと安心感を抱かせるために「今日は泊まっ
ていってくださいよ。」、「今日は日曜日だから会社は休みです
よ。」と一度受け入れたうえで落ち着かせるのも良いでしょう。

×こんな対応は避けましょう
「何言ってるの、ここは自分の家でしょう。」
「もう、勝手に出歩かないでくださいよ！」
ここが家であることを理解してもらうのは難しいです。否定し
たり説得したりしようとしても不安をつのらせてしまいます。

今いる場所が分からなくなり不安になっています。
最近の記憶が薄れて、過去の習慣に従っている場合もあり
ます。

事 例 ③ 夕方になると家を出て行こうとする

「ここはどこだろう？家に帰りたい。」

「仕事に行かなくては。」

認知
症の方の心の声

おじいちゃんたら
自宅なのに。

おじゃましました。
そろそろ帰ります。

それじゃあ、送っていきますよ。
また来てくださいね。

○○望ましい接し方
同じ内容の質問でも、認知症の方にとっては初めてのことだとい
うことを理解してください。落ち着いて初めて聞いたように対応
しましょう。さりげなく話題を変えるのもいいでしょう。
何度も聞いてくることは特に気になっていることかもしれませ
ん。大切に受け止めてケアにいかすことも必要です。

×こんな対応は避けましょう
「さっき説明したでしょ、いいかげんにして！」
「何回同じことを説明すればいいの！」
とくに忙しいときなどは、何度も同じ事を聞かれるのは煩わしい
かもしれませんが、怒鳴るなどして本人の自尊心を傷つけない
ようにしましょう。

たとえついさっき聞いたことでも、記憶障害により聞いたこ
と自体を覚えていません。

事 例 ① 何度も同じことを聞く

「気になったことを聞いただけなのに。」

「何度も聞いてなんていないよ。」

認知
症の方の心の声

それなら
机の引き出しに
入ってますよ。

通帳はどこに
しまったっけ？また同じこと

言ってる……。

　認知機能が低下していろいろなことが分からなくなっているようでも、その人らし
さや感情が無くなっているわけではありません。関わり方次第では症状の多くを和ら
げることができます。

認知症の方への接し方認知症の方への接し方
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　認知症と診断されても「あわてて騒がない」ことが大切です。認知症の正しい理
解と協力は、認知症の方や家族にとって大きな支えとなります。ひとりで抱え込ま
ずに相談機関等に相談し、本人と家族の穏やかで心地よい生活につなげましょう。

認知症の方の家族 ・ 生活を支える認知症の方の家族 ・ 生活を支える

●認知症カフェ
認知症の方を介護している方は、いろいろな苦労やとまどいを抱えています。
みなさんで体験を話したり、聞いたりして交流を図りお互い支え合える場所です。

●認知症サポ―ター養成講座
認知症のことを正しく理解し、認知症の方の応援者である「認知症サポーター」を養成する講座
です。受講者には、認知症サポーターの証である「受講証」と「オレンジリング」をお渡しします。

介護はがんばりすぎないで
　責任感のある人ほど、「自分がすべて面倒をみなければ」と自分を追い詰めてしまいます。し
かし、公的サービスを利用したとしても認知症の方を一人で支えることは困難です。
　介護の悩みは自分だけで抱え込まずに、家族や周囲の人々に助けを求めましょう。また、地域
のみなさんも、困っている認知症の方を見かけたら声をかけるなど、それぞれが自分にできる
ことを行い協力し合って、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるようにしましょう。

●悩みや不満を打ち明け
られる相手を作る

●なんでも完璧にやろう
とは思わない

自分を追い詰めすぎないために…

●自分の時間を作る

●家族の会などに参加する

●介護がうまくいかなく
ても自分を責めない

●わざと失敗しているの
ではなく病気のせいだ
と割り切る

〜認知症の方やその家族を
　支えるために地域でできること〜

●高齢者相談センター（地域包括支援センター）［連絡先は裏表紙を参照］
認知症の方の介護で悩んだりとまどったりしている方のための電話相
談窓口です。

●認知症の人と家族の会（埼玉県支部）
認知症の方の介護で悩んだりとまどったりしている方のための電話相談窓口です。

　☎ 048（814）1210（受付時間/月～土 10:00～15:00　木曜、祝日、年末年始を除く）

●埼玉県運転免許センター運転適正相談窓口
運転免許証を取得している家族が認知症になりお困りの方の相談に応じます。

　☎ 048（543）2001（受付時間/月～金 9:00～15:00 祝日・年末年始を除く）

●加須市高齢介護課・各総合支所福祉健康担当［連絡先は裏表紙を参照］
介護保険の利用に関する相談、日頃の暮らしのサポートなどの相談をお受けしています。
また、高齢者虐待などの相談・通報窓口も設置しています。

認知症や介護について相談しよう！

認知症の方を在宅で介護するご家族に対し、介護方法などの専門的な知識を持った相談員
が相談支援を行います。各高齢者相談センター内に設置されています。

認知症ケア相談室

●福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）
【利用できる方】
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分で、
生活に不安のある方
※社会福祉施設に入所されている方、医療機関に入院中の方も利用できます。

【このような援助をします】
　1. 福祉サービス利用援助

定期的に訪問し、援助のご相談や福祉サービス利用の手続き・書類の整理などのお手伝い
をします。

　2. 日常生活上の手続き援助
住民票の届出に関する手続きなど日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。

　3. 日常的金銭管理
公共料金の支払いや生活費のお届けなど日常生活に必要な金銭の出し入れに関するお手伝
いをします。

　4. 書類等預かりサービス
預貯金通帳などをご自身で保管することが不安な場合に大切な書類をお預かりします。

問合せ先：お住まいの地域の社会福祉協議会
●成年後見制度
　認知症などにより判断能力が不十分な方について、財産管理などに関する契約の締結を行う
代理人の選任などの支援を行う制度です。 

問合せ先：お住まいの地域の高齢者相談センター

認知症高齢者が狙われている！
　認知症の高齢者を狙った悪質な商法が増えています。被害にあったときは、
すぐに警察や消費生活相談窓口などに相談し、クーリングオフ制度などを
活用しましょう。
相談先：消費生活相談窓口　☎ 0480-62-1111（内線177）
 受付時間（月〜金 10:00〜12:00 13:00〜16:00 祝日・年末年始を除く）

●ちょこっとおたすけ絆サポート事業
　買い物や病院への付き添い、家の掃除、簡単な庭の手入れといった日常生活でお困りの一人
暮らしの高齢者の方などを、「おたすけサポーター」がお手伝いをします。

問合せ先：お住まいの地域の商工会、本庁産業振興課、各総合支所地域振興課

●配食サービス事業
　ひとり暮らし高齢者などで日常的に調理が困難な方に、栄養バランスの
とれた食事を提供（自己負担 1 食 300 円）しながら安否確認を行います。

【利用できる方】
　おおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の方で、日常的に自力で調
理することが困難な方
 問合せ先：本庁高齢介護課、各総合支所福祉健康担当

お金の管理や手続きに不安があるときは…

日常生活に支援が必要なときは…

認知症や介護について学んだり、家族同士で情報交換・交流したいときは！
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●介護保険サービス
自宅で食事作りなどの生活支援や入浴介助などの身体介護が
受けられます。

【利用できる方】
　要介護認定を受けている方 

問合せ先：お住まいの地域の高齢者相談センター

●行方不明高齢者等早期発見支援事業
　認知症の方の安全と家族の心身の負担軽減のため、認知症の方が外出して戻れなくなってし
まったときの早期発見を支援します。
①現在位置を探索するための端末機器の利用に対する助成（有料）
②靴のかかとに貼る「番号入りのステッカー」の配付（無料）

問合せ先：本庁高齢介護課、各総合支所福祉健康担当

●チームオレンジ
　地域の認知症の人やその家族の日常生活における困りごとへの
支援ニーズと、認知症サポーターによる支援とを結びつける活動
です。

●地域ブロンズ会議
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる
ように、自治会や民生委員、各種団体の方などが集まって一緒に高
齢者の日常生活を支えるための仕組みづくりに取り組んでいます。

認知症の方の家族・生活を支える

できなくなったことよりも、
できることに目を向けましょう
　認知症によってうまくできないことは増えていきますが、
過剰な手助けは残された機能を使う機会を奪うことになり、
認知症の進行につながります。
　現在できることをできるままにするためにも、認知症の方
が今どこまでできるのかを見極めながら、時間がかかっても
自分でできることは、なるべく自分でしてもらいましょう。

薬も効果的に利用しましょう
　認知症の研究は進んでいますが、残念ながら完治させるような薬はまだ開発されていません。
　しかし、認知症の原因であるアルツハイマー病などの病気の進行を抑える薬や、幻覚や妄想
に効く向精神薬、昼夜逆転を元に戻すための睡眠薬など周辺症状を和らげる薬もあります。
　お互いによりよい関係を保ち穏やかな生活を送るためにも、費用や副作用などについて医師
に相談しながらうまく利用しましょう。

認知症を予防するために認知症を予防するために

　生活習慣病を予防・改善することは、認知症の原因であるアルツハイマー病や脳
血管障害を防ぐのにも効果的であることが分かってきています。また、活動的な生
活を心がけて脳に刺激を与えることも大切です。

地域活動へ参加して

人との交流を続けるこ

とや、 趣味に打ち込む

ことも大切です。

そのほか、喫煙を続けることで肺がん

や呼吸器疾患、歯周病などの健康リ

スクが増えてしまいます。

よく噛んで食べることは脳に刺激を

与えるうえに、血糖値の上昇が抑え

られて生活習慣病予防にも！

食べすぎは禁物ですが、

栄養不足にも注意しましょう。

バランスよく食べましょう
塩分や脂質のとりすぎに注意して、肉や魚、野菜など
バランスのとれた食事を心がけま
しょう。また、栄養不足は老化を促進
してしまいます。

禁煙をこころがけましょう
たばこは動脈硬化を進め脳血管障害を引き起こすほ
か、アルツハイマー病の原因にもなることが
分かっています。

脳を活発に使う生活をしましょう
本や新聞などを読む、日記をつける、旅行の計画を立
てて実行するなど、頭を使って脳に刺激を与える生
活を心がけましょう。

寝たきりにならないための転倒防止
高齢者は転倒による骨折から寝たきりになり、生活が不活発になることで
認知症を招いてしまうことがあります。
転びにくい服選びや家の中の段差の解消など転倒予防を心がけましょう。
また乳製品などカルシウムが豊富な食品をとり骨折しづらい体づくりを 
心がけることも大切です。

歯みがき・口の中のケア
歯みがきや、入れ歯の手入れをしっかりして、健康な
歯を保つことは認知症予防にも
つながります。

体を動かす習慣をつけましょう
体を動かすことで、脳への血流が増え、脳細胞の活性
化につながると言われています。

休養も大切です
体だけでなく、脳の休養も大切です。1日30分程度
の昼寝はアルツハイマー病の予防に効果的です。

ウオーキングなどの有酸素運動は 

肥満や生活習慣病の予防にも 

効果的です。

1日30分以上・週3回のウオーキング

をめやすに行いましょう。

長時間の昼寝は逆効果

なので注意！

NO

加須市で行っている主な事業
・ふれあいサロン事業　　・元気はつらつ介護予防事業　　・筋力アップトレーニング事業　　
・各種健（検）診、生活習慣病予防講座、健康相談など健康づくりに関する事業

問合せ先：いきいき健康長寿課（加須保健センター内）



14 15

本
人
の
様
子・声

⃝うっかり約束を忘れる
⃝物の名前が出てこない
⃝同じことを話すことが増えた
⃝何か今までと違う

⃝同じものを何度も買ってしまう
⃝物が見つからないと誰かのせいにする
⃝薬を飲み忘れる
⃝今までできていた料理や掃除などの

家事の段取りが悪くなる

⃝部屋が散らかってきた
⃝季節に合った服が選べない
⃝使い慣れた道具の使い方がわからない
⃝たびたび道に迷う

⃝着替えや食事、トイレなどが
うまくできない

⃝自分の気持ちや感情がうまく
言葉にできない

⃝歩行が不安定になる

対
応
の
ポ
イ
ン
ト

⃝もしかして認知症では？と思ったら、
早めにかかりつけ医や相談窓口に
相談しましょう。

⃝規則正しい生活を心がけましょう。
⃝趣味や生きがい、楽しみを持って過

ごしましょう。
⃝認知症に関する正しい知識や理解

を深めましょう。
⃝生活設計（金銭管理など）について

考えてみましょう。

認知症の症状の変化と対応（ケアパス）

地域の主な支援サービス

あれ？と感じたら、まず相談を！

・どこに何を置いているかがわからなくなった
・話そうとしている言葉が、すぐに出てこない

・話を聞いてもらえる場があるとうれしい
・他の人は自分のことをどんなふうに思っているのかな

予防・社会参加 相　談 医療・介護 見守り・生活支援 住まい
⃝ふれあいサロン
⃝元気はつらつ介護予防事業
⃝認知症カフェ
⃝シルバー人材センター
⃝老人クラブ
⃝介護予防・生活支援サービス

事業

⃝高齢者相談センター
⃝高齢介護課・ 

各総合支所福祉健康担当
⃝認知症初期集中支援チーム
⃝ケアマネジャー
⃝認知症の人と家族の会
⃝若年性認知症コールセンター

⃝かかりつけ医
⃝認知症疾患医療センター
⃝認知症サポート医
⃝認知症初期集中支援チーム
⃝在宅医療・介護連携
⃝とねっと
⃝介護保険サービス
⃝介護予防・生活支援サービス事業

⃝行方不明高齢者等早期発見支援事業
⃝ちょこっとおたすけ絆サポート事業
⃝配食サービス事業
⃝地域ブロンズ会議
⃝民生委員
⃝認知症サポーター養成講座
⃝あんしん見守りサポート事業
⃝成年後見制度

⃝自宅
⃝有料老人ホーム
⃝認知症高齢者グループホーム
⃝特別養護老人ホーム
⃝介護老人保健施設

「あれ」もの忘れかな「あれ」もの忘れかな 見守りが必要見守りが必要 手助けが必要手助けが必要 常に手助けが必要常に手助けが必要

サービス等を上手に使って認知症 とともによりよく生きる準備を始めていきましょう。
介護保険サービスなども効果的介護保険サービスなども効果的 に利用しましょう！に利用しましょう！

認知症の研究は進んでいますが、 残念ながら完治するような薬はまだ開発されていません。しかし、認知
症の原因であるアルツハイマー 病などの病気の進行を抑える薬や、周辺症状を和らげる薬もあります。
お互いにより良い関係を保ち穏や かな生活を送るためにも、医師に相談しながらうまく利用しましょう。

薬も効果的に利用しましょう！薬も効果的に利用しましょう！

認知症によってうまくできないこ とは増えていきますが、できることをできるままにするためにも、本人が今どこまで
できるのかを見極めながら、時間 がかかっても自分でできることは、なるべく自分でしてもらいましょう。

できなくなったことよりも、できできなくなったことよりも、でき ることに目を向けましょう！ることに目を向けましょう！


