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Interview 橋は
し

本も
と 

由ゆ

美み

さ
ん

認
知
症

～
自
分
の
こ
と
と
し
て
～

超
高
齢
化
社
会
の
重
要
課
題 

「
認
知
症
」

　
「
認
知
症
」
は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
脳

の
病
気
で
、
国
の
調
査
研
究
に
よ
れ
ば
、
65

歳
以
上
の
28
％
が
認
知
症
の
人
ま
た
は
そ
の

予
備
軍
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
串
間

市
に
置
き
換
え
る
と
高
齢
者
の
う
ち
約
２
，

１
０
０
人
（
現
住
人
口
）
が
こ
れ
に
あ
た
り
、

市
民
の
う
ち
約
９
人
に
１
人
は
認
知
症
の
何

ら
か
の
症
状
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
認
知
症
は
あ
る
日
突
然
発
症
す
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
に
よ
っ
て
は
、

発
症
ま
で
に
20
年
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
68
歳
で
発
症
し
た
な
ら
20
年

前
は
48
歳
。
認
知
症
に
対
す
る
意
識
す
ら
な

か
っ
た
年
齢
で
す
。
認
知
症
は
高
齢
者
だ
け

で
な
く
若
い
人
た
ち
の
問
題
で
も
あ
る
の
で

す
。

　
今
回
は
、
認
知
症
に
つ
い
て
の
お
話
を
医

療
法
人
十
善
会
け
ん
な
ん
病
院
副
院
長
の
藤ふ
じ

元も
と
ま
す
み
先
生
に
伺
い
ま
し
た
。

早
期
発
見
・
早
期
治
療
の 

重
要
性

　

現
在
の
医
学
で
は
、
認
知
症
を
完
全
に
治

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
リ
ハ
ビ
リ
や
薬

で
進
行
を
止
め
た
り
遅
ら
せ
る
こ
と
は
で
き

ま
す
。
症
状
が
軽
い
段
階
で
分
か
れ
ば
、
そ

れ
だ
け
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
ま

た
、
症
状
が
軽
い
う
ち
に
、
病
気
に
ど
う
向

き
合
い
、
ど
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
く
の
か

な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
家
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
準
備
や
手
配
を
し
て
お

け
ば
、
認
知
症
が
あ
っ
て
も
自
分
ら
し
い
生

き
方
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
、
来
院
さ
れ
る
患
者
さ
ん
は
症
状
が

進
行
し
た
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
早
期
発
見

に
は
、
家
族
や
周
囲
の
方
の
気
付
き
が
大
切

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
認
知
症
を
理
解
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
医
師

や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
相
談
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
。

予
防
に
大
切
な
こ
と

　

認
知
症
の
大
部
分
を
占
め
る
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
型
認
知
症
と
血
管
性
認
知
症
は
、
生
活

習
慣
病
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
危
険
因
子

に
は
、
高
血
圧
症
、
糖
尿
病
、
肥
満
、
心
疾

患
が
あ
り
、
血
管
性
認
知
症
の
危
険
因
子
に

は
、
高
血
圧
症
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
、

心
房
細
動
、
喫
煙
、
過
度
の
飲
酒
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　

野
菜
や
果
物
、
魚
介
類
を
豊
富
に
摂
取
し

た
り
、
定
期
的
な
運
動
習
慣
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
自
治
会
活
動
な
ど
の
社
会
参
加
が
、
認

知
症
予
防
に
は
良
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

認
知
症
の
人
に
対
し
て 

で
き
る
こ
と

　

身
内
が
認
知
症
と
し
て
診
断
さ
れ
て
も
特

別
に
何
か
を
変
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

病
気
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
受
け

入
れ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
一
番
不
安
に
思

っ
て
い
る
の
は
ご
本
人
で
す
の
で
、
温
か
く

さ
り
げ
な
く
、
自
然
に
手
助
け
す
る
の
が
一

番
で
す
。

　

繰
り
返
し
の
質
問
に
は
丁
寧
に
対
応
す
る

こ
と
、
置
き
忘
れ
が
あ
っ
た
ら
一
緒
に
探
し
、

ご
本
人
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

支
援
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
間
違
い
や
失

敗
に
対
す
る
不
用
意
な
言
動
は
、
感
情
を
高

ぶ
ら
せ
攻
撃
的
な
行
動
を
招
い
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
ご
本
人
の
気
持
ち
を
く

ん
だ
声
掛
け
を
心
掛
け
、
寄
り
添
い
な
が
ら

サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　
高
齢
化
が
進
み
、
将
来
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
認
知
症
の
患

者
数
。
今
は
若
く
て
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
あ
な
た
自
身
、
家
族
が

突
然
認
知
症
を
患
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
認
知
症
は
決
し
て
他
人
事
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
認
知
症
か
も
」
と
思
っ
た
と
き
、
す
ぐ
に

対
応
す
る
た
め
に
は
、
認
知
症
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
こ
の
病
気
を
他
人
事
で
は
な
く
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

藤
ふじ
元
もと
ますみ先生

Profile
医療法人十善会けんなん病院 副院長
日本老年精神医学会専門医・指導医
日本認知症学会認定専門医
認知症サポート医

「認知症は脳の病気」
認知症は、記憶障害に加え、判断が不適切になるなど

日常生活に支障が出る「脳の病気」です。体験したことそのものを
忘れてしまったり、ヒントを出されても思い出せない場合は、

認知症の可能性があります。体験したことをすぐに思い出せなくても
ヒントで思い出したり、別の機会に思い出す場合は、

加齢による物忘れが多いですね。

認知症の人と暮らす家族の集い
　認知症の人と暮らす家族が集まり、お茶を飲みながら
普段感じている介護の悩みや困りごとなどをお話しする
場です。家族が少しでも「ほっ」としていただくことを
目的にしています。保健師などの専門職も参加していま
すので、その場で相談対応もしています。
　偶数月の下旬に地域生活支援センター Wing で開催し
ていますので、お気軽にご参加ください。

認知症地域支援推進員
　串間市で暮らす認知症の人が住み慣れた地域で安心し
て暮らし続けるために、地域の支援者や支援機関の間の
連携を支援する役です。

　認知症になっても安心して家で暮ら
せるようになるための仕組み作りが大
切です。そのためには、ご近所の方々
や民生委員、警察との連携などたく
さんの方の支援が必要です。高齢化
が進む串間では、その仕組み作りは
急務。推進員ができることは限られ
ていますので、地域の方々の力をお借
りしながら、一緒に見守り体制など仕
組みを作っていけたらと思います。

認知症サポーター養成講座
　「認知症サポーター養成講座」を受講した人を「認知症
サポーター」といいます。認知症サポーターは、何か特
別なことをする人ではありません。認知症を正しく理解
し、偏見を持たず、認知症の人やその家族に対して温か
い目で見守る人のことです。あなたも認知症サポーター
になりませんか？

認知症予防！！
　認知症を予防するためには、
定期的な運動や社会参加が必要
です。本市では、その取り組み
の一つとして、自治会単位で「い
きいき元気教室」を行っています。
　保健師が教える“ 秘密の体操”
により、身体も心も元気になり、認知症予防にも効果あり
です。詳しくは、広報くしま５月号をご覧ください。

大束中学校の生徒たちも認知症サポーターです

いきいき元気教室

認知症サポーターの印
「オレンジリング」

認知症の人にやさしいまちづくりを始めています

困ったら、地域包括支援センターに相談を！
串間市地域包括支援センター ☎ 0987-7 2-0023


