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熊本県 菊陽町

H21 H22 H23 H24
（12月末現在）
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認知症サポーター数（累計）

誰
で
も
か
か
り
う
る
病
気

　

介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の

高
齢
者
数
が
、
推
計
で
３
０
５
万

人
を
超
え
ま
し
た
。
１
４
９
万
人

だ
っ
た
平
成
14
年
か
ら
10
年
間
で

倍
以
上
に
な
り
、
従
来
予
測
を
は

る
か
に
上
回
る
ペ
ー
ス
で
急
増
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
高
齢
化
の

加
速
、
認
知
症
に
対
す
る
社
会
の

理
解
の
深
ま
り
や
受
診
者
が
増
え

た
こ
と
な
ど
が
要
因
と
み
ら
れ
、

今
後
も
人
数
・
割
合
と
も
に
上
昇

が
続
く
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

も
は
や
認
知
症
は
、
全
て
の
人
が

か
か
り
う
る
病
気
と
し
て
、
私
た

ち
一
人
一
人
が
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。

認
知
症
を
理
解
す
る

　

認
知
症
は
老
化
の
延
長
と
し
て

捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
は

脳
の
病
気
で
あ
り
、
高
齢
者
だ
け

で
は
な
く
若
い
人
で
も
か
か
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
認
知
症
の
原

因
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、「
何
ら

か
の
原
因
で
脳
の
細
胞
が
傷
つ
い

て
障
害
が
起
こ
り
、
生
活
す
る
上

で
支
障
が
出
て
い
る
状
態
」
を
い

い
ま
す
。
脳
は
、
私
た
ち
の
あ
ら

ゆ
る
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て

い
る
司
令
塔
で
す
。
そ
れ
が
う
ま

く
働
か
な
け
れ
ば
、
精
神
活
動
も

身
体
活
動
も
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

「
認
知
症
の
人
は
何
も
分
か
ら
な

い
」
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

ず
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
認
知

症
に
対
し
て
正
し
い
知
識
を
持
ち
、

行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

地
域
で
支
え
合
う

　

平
成
16
年
に「
痴ち

呆ほ
う

」か
ら「
認

知
症
」
へ
と
呼
び
方
が
変
わ
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
認
知
症
の

人
と
そ
の
家
族
を
支
え
、
誰
も
が

暮
ら
し
や
す
い
地
域
を
つ
く
っ
て

い
こ
う
と
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

キ
ャ
ラ
バ
ン
が
始
ま
り
ま
し
た
。

平
成
24
年
９
月
現
在
、
熊
本
県
の

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
数
は
全
国
一

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
増
加
し
て
い
く
と
見
込

ま
れ
る
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族

を
支
え
る
た
め
に
は
、
地
域
で
の

支
え
合
い
が
必
要
で
す
。
も
し
自

分
の
家
族
が
認
知
症
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
誰
も
が
「
認
知
症
の

こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
」「
こ

れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
見
守
っ
て
ほ

し
い
」
と
願
う
で
し
ょ
う
。
そ
の

と
き
、
温
か
い
目
で
見
守
る
こ
と

が
で
き
る
「
応
援
者
」
が
地
域
に

い
る
こ
と
が
、
認
知
症
の
人
や
家

族
の
大
き
な
支
え
に
な
る
の
で
す
。
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認知症高齢者の推移

その他の
認知症
約10%

アルツハイマー型
認知症
約50％

レビ―小体型
認知症
約20%

脳血管性
認知症
約20%

認知症の種類

もし自分が認知症になってしまったら、
大切な人が認知症になってしまったら、
私たちには何ができるのでしょうか。
認知症は全ての人の人生に関わっ
てくる問題です。
今回は、認知症について
一緒に考えましょう。

笑顔をつなぐ、私の手
特集

認
知
症
と
思
わ
れ
て
も
何
か
し
ら

身
体
の
病
気
を
患
っ
て
い
る
と
い

う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
医
師
で
な
け
れ
ば
判
断
し
に

く
い
部
分
で
す
。「
何
か
今
ま
で

と
違
う
」
と
思
っ
た
ら
、
病
院
で

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
最
初
は
本

人
や
家
族
も
な
か
な
か
認
め
た
く

な
い
気
持
ち
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

精
神
科
に
行
き
に
く
い
な
ら
、
ま

ず
は
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
早
め
の
受
診
を
お
勧
め

し
ま
す
。

　

昔
は
脳
血
管
性
認
知
症
が
多

か
っ
た
で
す
が
、
今
は
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
型
、
次
に
レ
ビ
ー
小
体
型

が
多
く
診
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

　

認
知
症
は
脳
の
病
変
に
よ
っ
て

起
こ
る
精
神
機
能
の
低
下
で
す
。

認
知
症
に
は
、
脳
の
細
胞
が
変
性

す
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症

や
脳
の
血
管
の
影
響
に
よ
っ
て
起

こ
る
脳
血
管
性
認
知
症
、
体
の
病

気
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
２

次
性
の
認
知
症
が
あ
り
ま
す
。

　

認
知
症
と
い
え
ば
「
も
の
忘

れ
」
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
朝

ご
は
ん
は
食
べ
た
け
れ
ど
、
何
を

食
べ
た
か
思
い
出
せ
な
い
」
こ
と

は
高
齢
者
で
あ
れ
ば
あ
り
得
る
こ

と
で
す
。
し
か
し
「
朝
ご
は
ん
を

食
べ
た
こ
と
自
体
を
忘
れ
て
い

る
」
こ
と
は
、
認
知
症
の
可
能
性

が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
反
対
に
、

特定医療法人佐藤会　弓削病院
末
すえ

松
まつ

　みどり副院長（精神保健指定医） 

の
２
つ
は
、
早
め
に
見
つ
か
れ
ば

薬
で
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
治
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
病
状
を
遅
ら
せ
れ
ば
、
そ

の
間
に
脳
に
良
い
刺
激
を
与
え
た

り
、
良
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
探
し

た
り
す
る
時
間
も
で
き
ま
す
。

　

脳
血
管
性
認
知
症
は
生
活
習
慣

病
の
予
防
を
す
る
こ
と
で
発
症
が

抑
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
▼
カ
ロ

リ
ー
を
調
整
す
る
▼
た
ば
こ
を
や

め
る
▼
お
酒
を
控
え
る
な
ど
、
脳

卒
中
を
引
き
起
こ
す
原
因
を
つ
く

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
予
防

に
つ
な
が
る
の
で
す
。
脳
血
管
性

認
知
症
は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
よ

り
も
認
知
症
の
症
状
が
進
み
や
す

い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
予
防

が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

現
在
は
、
だ
ん
だ
ん
認
知
症
が

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
せ
い

か
、
も
の
忘
れ
が
気
に
な
る
人
や

若
い
人
の
受
診
も
増
え
て
き
ま
し

た
。
昨
年
に
は
認
知
症
の
新
薬
も

で
き
、
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
す
。
早
め
の
発
見
が

「
こ
れ
か
ら
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ

に
病
院
を
受
診
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

気になることがあれば、早めに相談してください
早期発見が「これから」につながります
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じ
こ
と
を
繰
り
返
し
言
う
よ
う

に
な
っ
た
、
も
の
取
ら
れ
妄
想

が
表
れ
た
、
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ

た
な
ど
の
行
動
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
加
齢
に
よ
る
も
の
な
の

か
、
認
知
症
に
よ
る
も
の
な
の

か
、
分
か
り
づ
ら
い
部
分
が
あ

る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
認
知

症
の
疑
い
を
持
っ
た
ら
、
早
く

医
療
機
関
に
足
を
運
ん
で
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　

認
知
症
に
な
っ
た
人
の
家
族

は
、
周
り
の
人
の
目
を
気
に
し

て
悩
む
こ
と
も
多
い
と
い
い
ま

す
。
し
か
し
、
認
知
症
に
な
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
の

価
値
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は

　

私
は
３
年
前
か
ら
認
知
症
キ
ャ

ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
と
し
て
、
町
内

で
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

の
講
師
を
し
て
い
ま
す
。
よ
り
認

知
症
の
こ
と
を
理
解
し
、
そ
れ
を

伝
え
る
こ
と
で
、
地
域
の
皆
さ
ん

が
少
し
で
も
暮
ら
し
や
す
く
な
る

お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。
中
学
校
や
老
人
ク
ラ

ブ
、
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
な
ど
に
出

向
き
、
認
知
症
が
ど
う
い
う
病

気
・
症
状
な
の
か
、
ど
う
対
応
す

れ
ば
良
い
の
か
な
ど
を
話
し
て
い

ま
す
。

　

認
知
症
は
、
発
症
か
ら
だ
い
ぶ

時
間
が
経
っ
て
病
院
に
行
く
こ
と

が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
同

　
あ
る
施
設
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
人
の
話
で
す
。

　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
前

は
引
き
こ
も
り
状
態
だ
っ
た
80
歳

の
男
性
が
い
ま
し
た
。
別
居
し
て

い
た
娘
さ
ん
が
定
期
的
に
家
ま
で

通
い
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

ご
飯
を
食
べ
な
か
っ
た
り
排
せ
つ

が
き
ち
ん
と
で
き
な
か
っ
た
り
し

た
た
め
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
相
談
し
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
他
の
利
用
者

と
カ
ラ
オ
ケ
を
楽
し
む
な
ど
関
わ

り
が
増
え
る
と
、
自
然
に
ご
飯
も

食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
排
せ
つ
も

上
手
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
誰
に
も
相
談
せ
ず

に
一
人
で
介
護
し
て
い
た
娘
さ
ん

も
、
そ
の
様
子
を
見
て
と
て
も
安

心
で
き
た
と
い
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る

家
族
の
中
に
は
、
誰
に
も
相
談
で

き
ず
悩
ん
で
い
る
人
も
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
認
知
症

を
理
解
し
、
見
守
り
、
時
に
は
ね

ぎ
ら
い
の
言
葉
を
か
け
る
な
ど
、

温
か
く
応
援
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。

笑
顔
で
人
生
を
送
る
た
め
に

　

い
つ
自
分
や
大
切
な
人
が
な
っ

て
し
ま
う
か
も
分
か
ら
な
い
認
知

症
。
誰
に
で
も
起
こ
る
可
能
性
の

あ
る
病
気
だ
か
ら
こ
そ
、
今
か
ら

私
た
ち
一
人
一
人
が
こ
の
病
気
と

向
き
合
っ
て
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

認
知
症
の
人
は
不
安
を
抱
え
て

い
ま
す
。
大
切
な
人
や
場
所
、
思

い
出
が
だ
ん
だ
ん
思
い
出
せ
な
く

な
っ
て
い
く
こ
と
に
、
最
初
に
気

付
く
の
は
本
人
で
す
。
そ
し
て
家

族
も
、
最
初
は
戸
惑
い
や
混
乱
の

中
で
、
悩
み
を
打
ち
明
け
ら
れ
ず

に
い
る
人
も
多
く
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
認
知
症
に
な
っ
て
も

そ
の
人
は
い
つ
ま
で
も
私
た
ち
の

大
切
な
人
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
人
が
そ
の
人
ら
し
く
生

き
る
た
め
に
は
、
地
域
の
誰
も
が

認
知
症
と
い
う
病
気
を
知
り
、
受

け
入
れ
、
見
守
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。
町
中
が
認
知
症
の
人

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
今
も
こ
れ
か
ら
も
、
自
分
に

と
っ
て
も
大
き
な
支
え
に
な
り
ま

す
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
町
に
な
れ
ば
、
笑
顔

で
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
た
ち
の
手
で
、
笑
顔
を
つ
な
げ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

特
集　

笑
顔
を
つ
な
ぐ
、
私
の
手

認知症キャラバンメイト　布
ぬの

斉
なり

之
ゆき

さん
（特別養護老人ホームきほう苑

　介護支援専門員）

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
と
っ
て
大

切
な
人
の
尊
厳
や
権
利
は
み
ん
な

で
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。
介
護
す
る
家
族
は
大

変
な
思
い
を
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
時
、
認
知
症
の
こ
と

を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
周
り
に

い
れ
ば
、
家
族
の
精
神
的
な
支
え

に
も
な
り
、
地
域
と
の
絆
も
よ
り

深
ま
る
と
思
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
知
識
を
持
ち
理
解
す

る
こ
と
は
、
認
知
症
の
人
の
気
持

ち
に
「
共
感
」
す
る
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。
共
感
の
気
持
ち
が
生

ま
れ
れ
ば
、
例
え
ば
、
認
知
症
の

人
が
石
け
ん
を
口
に
し
て
し
ま
っ

た
と
き
で
も
頭
ご
な
し
に
怒
る
の

で
は
な
く
、「
石
け
ん
だ
か
ら
食

べ
ら
れ
な
い
ん
だ
よ
」
と
優
し
く

納
得
が
い
く
よ
う
に
説
明
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
み
ん
な

が
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
て
れ
ば
、

優
し
い
心
が
あ
ふ
れ
る
町
に
な
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
先
、
認
知
症
の
患
者

数
は
増
え
て
い
く
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は

自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
受
け
と

め
、
お
互
い
を
支
え
て
い
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

認知症を知れば、その人の気持ちを「共感」できます
「共感」できれば、きっと優しい心あふれる町になります

エピソード

認知症をもっと知ろう in 菊陽町
で
は『
笑
顔
を
つ
な
ぐ
た
め
』の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す

認知症サポーター養成講座

　町民を対象とした講演会「第３回認知症を
もっと知ろう！ in 菊陽」を２月２日、菊陽町
図書館ホールで開催し、280人の参加があり
ました。町では認知症の啓発に力を入れてい
て、認知症に関する講演会を３年前から開催
しています。
　今回は熊本市にある医療法人博光会「みゆ
きの里」認知症対策室室長の川畑智さんが「認
知症を知ろう！防ごう！」をテーマに、予防
法や早期発見のポイントについて解説しまし
た。ユーモアたっぷりで分かりやすい講演は
大変好評で、来場者からは「今後の人生にとっ
て、とてもプラスになる話だった」「先生の話
がとてもおもしろかった。認知症のこともよ
く理解できた」という声が聞かれました。
　町は、講演会などで認知症について向き合
い考える機会をこれからもつくっていきます。

　吉岡消防団長以下約40人の幹部団員が２月
３日、「認知症サポーター養成講座」を受講し
ました。
　消防団は、地域に根ざした人たちです。活
動には、災害対応に加えて人捜しなどの業務
もあるため、今回は認知症の基本的な知識や
認知症の人への関わり方などを学びました。
団員からは「認知症について知らないことが
多く、興味深かった。今後の消防団活動に生
かしていきたい」との声が聞かれました。
　認知症サポーター養成講座は、中学校や老
人クラブ、ふれあいサロンでも定期的に行っ
ています。受講するとその証しにオレンジリ
ングが贈られます。子どもから大人まで幅広
い世代の人たちがサポーターとして認知症に
ついて理解し、温かい目で見守っていく社会
をつくることが、これから必要なのです。

▲認知症についての
話に真剣に耳を傾け
る消防団幹部

◀中学校では劇を交
えて認知症の人への
対応を学んだ

▲認知症のセルフ
チェックをする参加
者

▶川畑智さんが認知
症の仕組みについて
詳しく説明する

※認知症キャラバン・メイト…地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」をつくる「認知症サポーター養成講座」の講師役のこと
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