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私
は
、
佐
倉
市
高
齢
者
福
祉
課

主
催
の
認
知
症
予
防
の
脳
活
倶
楽

部
に
参
加
し
た
経
緯
で
、
脳
活
に

よ
る
認
知
症
予
防
に
関
心
を
持
っ

た
。
我
が
国
の
65
歳
以
上
の
認
知

症
患
者
は
平
成
25
年
で
４
６
２
万

人
で
、
こ
れ
に
認
知
症
予
備
群
の

Ｍ
Ｃ
Ｉ
（
軽
度
認
知
障
害
者
）
４

０
０
万
人
を
加
え
る
と
８
６
２
万

人
で
、
高
齢
者
の
４
人
に
１
人
が

認
知
症
と
そ
の
予
備
群
と
言
え
る
。

認
知
症
の
発
症
は
、
脳
が
萎
縮
す

る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
、
幻
視
な

ど
を
伴
う
レ
ビ
ー
小
体
型
、
脳
出

血
や
脳
梗
塞
な
ど
が
原
因
で
起
こ

る
脳
血
管
障
害
型
等
が
あ
る
。
そ

の
内
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
は
、

ア
ミ
ロ
イ
ド
蛋
白
が
10
～
20
年
か

け
て
蓄
積
し
認
知
症
が
ゆ
っ
く
り

進
行
す
る
。
そ
れ
は
全
患
者
の
約

７
割
を
占
め
る
。
（
注
１
） 

Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
段
階
か
ら
毎
年
約

12
％
の
割
合
で
認
知
症
に
な
る
。

こ
の
段
階
で
適
切
な
治
療
・
予
防

が
行
え
れ
ば
、
認
知
症
発
症
の
リ

ス
ク
が
大
幅
に
減
ら
せ
る
。
カ
ナ

ダ
で
行
わ
れ
た
研
究
に
よ
る
と
、

歩
幅
を
通
常
よ
り
10
％
程
拡
げ
た

早
足
で
歩
く
有
酸
素
運
動
を
す
る

人
は
、
運
動
し
な
い
人
に
比
べ
て
、

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
に
な
る
危
険
度

が
半
分
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
早

歩
き
の
目
標
は
１
日
に
30
分
、
週

５
日
、
１
日
の
目
標
歩
数
は
７
～

８
千
歩
で
あ
る
。
脳
活
の
予
防
で

は
、
①
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
（
い
つ
、

ど
こ
で
、
何
を
し
た
か
を
思
い
出

す
）
②
注
意
分
割
機
能
（
例
え
ば

料
理
の
献
立
等
、
２
つ
以
上
の
こ

と
を
同
時
に
行
う
）
③
計
画
力
を

養
う
の
３
つ
機
能
を
鍛
え
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
（
注
２
） 

私
は
、
脳
活
倶
楽
部
の
自
主
活

動
を
３
年
間
、
継
続
中
で
あ
り
、

公
共
交
通
を
利
用
し
た
旅
を
自
分

達
で
調
査
・
計
画
し
、
年
数
回
、

千
葉
県
、
東
京
方
面
の
名
所
・
旧

跡
の
散
策
や
花
の
鑑
賞
等
を
行
っ

て
い
る
。
旅
行
の
計
画
作
り
や
実

施
が
、
我
々
世
代
の
脳
の
機
能
を

高
め
、
認
知
症
の
予
防
と
な
る
。

今
年
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
４
月

初
旬
に
目
黒
区
立
天
空
庭
園
と
目

黒
川
の
桜
を
鑑
賞
し
た
。
天
空
庭

園
は
、
大
橋
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の

屋
上
を
利
用
し
た
日
本
風
庭
園
で
、

芝
を
基
調
と
し
た
季
節
の
草
花
、

芝
桜
、
桜
の
花
が
咲
き
、
整
然
と

し
て
い
た
。
次
に
目
黒
川
の
両
岸

の
桜
を
見
な
が
ら
目
黒
駅
ま
で
約

４
㌔
を
歩
い
た
。
桜
と
川
面
に
花

絨
毯
が
広
が
っ
た
景
色
と
雰
囲
気

は
、
素
晴
ら
し
か
っ
た
。 

 

（
注
１
）
佐
倉
市
主
催
平
成
27
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講

演
会
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認
知
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予
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実 

  
過
日
南
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

に
て
「
ず
ぼ
ら
運
動
の
勧
め
」
と

題
し
て
講
演
会
が
あ
っ
た
。
近
頃

パ
ソ
コ
ン
、
ワ
ー
プ
ロ
等
に
よ
り

作
成
し
た
印
刷
物
が
罷ま

か

り
出
て
い

る
。
催
物
等
の
案
内
も
、
手
書
き

表
示
が
片
隅
に
引
っ
込
め
ら
れ
て

い
く
。 

し
か
し
手
書
き
に
は
書
い
た
人

の
温ぬ

く

も
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
文
字

の
上
手
下
手
の
問
題
で
は
な
く
、

印
刷
物
が
蔓
延

は

び

こ

る
世
の
中
、
講
師

の
言
葉
通
り
私
も
「
待
っ
た
」
を

掛
け
た
い
。 

或
る
公
共
施
設
で
展
示
替
え
の

た
め
、
も
と
も
と
手
書
き
の
張
り

紙
が
多
か
っ
た
ス
ペ
ー
ス
を
、
一

生
懸
命
印
刷
物
に
張
り
替
え
て
下

さ
っ
た
担
当
者
が
い
た
。 

 

そ
の
結
果
、
古
い
資
料
か
ら
内

容
も
一
新
さ
れ
綺
麗

き

れ

い

に
な
っ
た
。

自
ら
の
考
え
で
綺
麗
に
し
て
下
さ

っ
た
、
こ
の
努
力
は
大
い
に
認
め

感
謝
す
る
と
同
時
に
欲
を
言
え
ば
、

「
折
角
手
書
き
で
書
い
て
下
さ
っ

て
申
し
訳
け
な
い
が
」
の
ひ
と
言

が
欲
し
か
っ
た
。 

 

夢
中
に
な
る
余
り
、
そ
こ
ま
で

頭
が
回
ら
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
文
字
と
共
に
言
葉
に
も

温
も
り
が
必
要
で
あ
る
。 

 

日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
や

仕
草
が
、
会
う
人
々
に
好
感
を
与

え
る
こ
と
を
私
自
身
も
心
掛
け
る

よ
う
に
し
た
い
、
と
思
う
今
日
こ

の
頃
で
あ
る
。 

 

反
面
．
．
教
師
と
い
う
言
葉
が
あ
る

が
、
自
分
を
含
め
て
人
は
様
々
、

私
は
両
面
．
．
教
師
と
し
て
見
習
い
た

い
。 

…
手
書
き
は
決
し
て
「
ず
ぼ
ら
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
石
川 

斎
藤 
た
か
し
） 

         

   

カ
ラ
チ
に
つ
い
て
、
我
々
に
は

珍
し
い
事
柄
を
記
し
ま
す
。 

気
候
は
真
夏
。
42
～
43
度
位
に

な
る
の
で
、
車
の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
で
、

玉
子
焼
が
出
来
る
と
言
わ
れ
た
も

の
で
す
。
で
も
、
空
気
が
乾
燥
し

て
い
る
の
で
、
木
陰
に
入
る
と
、

そ
れ
程
暑
く
は
感
じ
ま
せ
ん
。
反

対
に
、
冬
は
過
ご
し
易
く
、
夜
で

も
上
衣
だ
け
で
丁
度
良
い
位
。
で

も
、
現
地
人
に
は
寒
い
様
で
、
厚

手
の
コ
ー
ト
を
着
て
い
ま
し
た
。

貧
民
街
で
は
、
低
体
温
死
す
る
人

も
居
る
と
の
事
、
毛
穴
の
開
き
具

合
の
違
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
国
は
英
国
の
植
民
地
だ
っ

た
為
、
ゴ
ル
フ
場
は
あ
り
ま
す
が
、

日
本
の
ゴ
ル
フ
場
と
は
大
違
い
。 

テ
ィ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
土
を
固

め
て
あ
る
だ
け
、
テ
ィ
ー
を
挿
せ

な
い
為
、
ゴ
ム
製
の
丸
い
台
形
の

上
に
ボ
ー
ル
を
乗
せ
、
テ
ィ
ー
シ

ョ
ッ
ト
。
フ
ェ
ア
ウ
エ
イ
も
、
雑

草
も
生
え
な
い
固
く
乾
燥
し
た
地

面
に
、
所
所
、
潅
木
が
生
え
て
い

る
だ
け
。
従
っ
て
潅
木
に
当
た
ら

な
け
れ
ば
、
３
０
０
ヤ
ー
ド
位
は

飛
ば
せ
ま
す
。
Ｏ
Ｂ
ゾ
ー
ン
に
は

潅

木

が

茂

っ

て

お

り

、

中

に

は
蠍
や

さ
そ
り

蛇
が
居
る
の
で
、
中
に
入

る
の
は
厳
禁
で
す
。
そ
の
代
り
、

ボ
ー
ル
ボ
ー
イ
を
雇
い
（
当
時
１

ラ
ウ
ン
ド
で
70
円
位
）
ボ
ー
ル
を

取
り
に
行
か
せ
た
も
の
で
す
。
グ

リ
ー
ン
は
、
カ
ラ
チ
で
は
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
と
言
い
ま
す
。
芝
生
の
代

り
に
、
砂
に
特
殊
な
油
を
混
ぜ
撒

い
て
あ
り
ま
す
（
色
が
茶
色
な
の

で
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
）
。
パ
ッ
テ
ィ

ン
グ
時
、
ボ
ー
ル
の
軌
跡
が
残
り

ま
す
が
、
そ
れ
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
キ

ー
パ
ー
が
、
一
打
毎
に
綺
麗
に
均な

ら

し
次
に
備
え
ま
す
。 

付
録 

ス
ト
ロ
ー
は
、
必
ず
吹

い
て
か
ら
使
用
。
中
に
虫
が
居
る

か
も
知
れ
な
い
か
ら
。
履
物
は
、

一
度
、
逆
さ
に
し
、
中
の
物
を
出

す
事
、
中
に
蠍
が

さ
そ
り

居
る
か
も
知
れ

な
い
か
ら
。
泣
く
泣
く
赴
任
し
た

カ
ラ
チ
で
し
た
が
、
今
で
は
良
い

体
験
を
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

（
鏑
木
町 

山
田 

明
） 

手
書
き
の 

温
も
り
を
求
め
て 

続
、
カ
ラ
チ
の 

思
い
出 
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市
民
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
て
１

年
５
ヵ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い

る
。
自
分
は
何
の
為
に
、
何
が
知

り
た
く
て
、
そ
れ
と
も
何
か
を
求

め
て
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
迷
い
道
に
入
っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
だ
。
Ｍ
さ
ん
は
時
間
歩

数
を
計
測
し
皆
を
導
い
て
く
れ
た
、

Ｉ
さ
ん
は
脚
本
演
出
で
皆
を
輝
か

せ
て
く
れ
て
い
る
、
Ｏ
さ
ん
は
企

画
行
動
力
で
皆
を
引
っ
張
っ
て
行

っ
て
く
れ
て
い
る
。
自
分
は
何
を

や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
迷
い
道

に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
先
が

見
え
な
い
見
つ
か
ら
な
い
、
自
分

の
歩
い
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
道

が
、
わ
か
ら
な
い
、
何
ん
て
事
だ
。

現
役
時
代

20

数
名
の
見
習
い
に

日
々
仕
事
を
教
え
て
来
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
見
習
い
が
指
導
し
て

い
る
事
を
理
解
出
来
な
い
。
そ
ん

な
時
、
い
や
自
分
が
教
え
る
事
を

理
解
し
て
い
な
い
か
ら
教
え
ら
れ

な
い
の
だ
と
、
も
う
一
度
一
か
ら

学
び
直
し
再
び
指
導
、
そ
ん
な
事

の
繰
り
返
し
。
あ
る
時
、
五
木
寛

之
の
『
親
鸞
』
の
「
人
に
語
る
事

は
自
分
に
問
い
か
け
る
事
な
の
だ
、

人
に
語
る
事
は
教
え
る
事
で
は
な

い
、
そ
れ
は
人
に
尋
ね
る
事
な
の

だ
」
を
読
ん
だ
時
、
雷
に
撃
た
れ

た
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
た
事
を
思

い
出
す
。
今
、
迷
い
道
に
迷
い
込

み
も
が
き
苦
し
み
、
考
え
て
み
て

も
見
つ
か
ら
な
い
。
自
分
は
い
っ

た
い
何
処
に
行
き
た
い
の
だ
ろ
う

か
、
何
を
目
的
に
進
も
う
と
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
見
つ
か
ら
な

い
捜
せ
な
い
道
、
迷
い
道
、
あ
の

時
の
よ
う
に
基
本
に
戻
る
、
目
的

の
基
本
っ
て
何
、
紛
れ
込
ん
で
し

ま
っ
た
迷
い
道
、
４
年
間
で
抜
け

出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、
気
長
に
あ

せ
ら
ず
ゆ
っ
く
り
進
む
し
か
な
い

の
か
な
、
で
も
時
間
が
な
い
、
ど

う
し
よ
う
長
く
真
っ
暗
闇
の
ト
ン

ネ
ル
、
何
時
抜
け
出
せ
る
の
だ
ろ

う
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
見
つ
か

ら
な
い
道
、
迷
い
道 

 

 
 

 

（
大
蛇
町 

内
田 

節
） 

  

   

子
供
の
指 

子
供
の
指
は
手
の

甲
側
に
反
っ
て
い
る
。
見
た
目
に

も
若
々
し
い
。
女
性
の
細
い
指
が

美
し
く
反
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
を

見
た
だ
け
で
も
心
が
と
き
め
く
も

の
な
り
。 

老
人
の
指 

老
人
に
な
る
と
反

り
に
く
く
な
る
。
指
は
手
の
平
を

囲
む
よ
う
に
な
る
。
い
か
に
も
年

老
い
た
指
と
み
え
る
。
指
を
反
ら

す
運
動
を
し
な
い
た
め
な
り
。
指

が
反
ら
な
い
と
握
力
が
弱
く
な
る
。

自
分
で
は
握
っ
た
つ
も
り
で
も
握

れ
て
い
な
い
た
め
、
物
を
落
と
し

や
す
く
な
る
。
財
布
を
落
と
す
、

茶
碗
を
落
と
す
な
ど
も
起
こ
る
。

拾
え
ば
済
む
と
き
は
損
害
は
少
な

い
。
が
、
物
を
壊
し
た
り
、
拾
え

な
い
と
こ
ろ
に
落
と
す
と
大
損
す
。

パ
ソ
コ
ン
や
ネ
ッ
ト
の
文
字
盤
が

打
ち
に
く
い
。 

指
反
ら
し 

指
が
反
っ
て
い
る

こ
と
は
健
康
な
証
拠
。
若
さ
を
保

ち
た
い
人
、
恋
を
し
た
い
人
、
握

力
を
保
ち
た
い
人
、
指
反
ら
し
を

す
べ
し
。
こ
れ
を
運
動
と
し
て
や

る
人
稀
な
り
。
指
反
ら
し
運
動
は

簡
単
な
り
。
手
の
指
の
先
を
当
て

て
反
ら
す
だ
け
で
よ
い
。
１
日
１

分
間
ほ
ど
す
れ
ば
足
り
る
な
り
。

親
指
と
人
指
、
中
の
３
本
の
指
、

小
指
と
分
け
て
や
れ
ば
よ
り
深
く

曲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
指
反
ら

し
も
目
標
・
き
っ
か
け
が
な
い
と

で
き
な
い
。
指
反
ら
し
が
で
き
ず
、

損
し
た
、
失
敗
し
た
と
き
が
運
動

の
契
機
（
チ
ャ
ン
ス
）
と
な
る
ら

む
。
暇
な
と
き
、
テ
レ
ビ
画
を
見

て
い
る
と
き
、
寝
床
の
中
で
、
物

を
考
え
て
い
る
と
き
、
電
車
の
中

で
や
る
と
よ
い
。
友
人
に
自
慢
す

る
も
よ
し
。
若
さ
自
慢
も
動
機
と

な
る
ら
む
。
思
い
思
い
の
自
慢
・

目
標
を
描
い
て
や
る
べ
し
。 

 

（
宮
前 

佐
藤 

天
彦
） 

 

迷
い
道 

指
そ
ら
し 
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10
月
は
旧
暦
で
神
無
月
と
言
い

ま
す
が
、
美
し
い
言
葉
で
す
。『
徒

然
草
』
に
「
神
無
月
の
こ
ろ
」
と

始
ま
る
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

で
作
者
の
吉
田
兼
好
が
神
無
月
の

こ
ろ
、
山
里
を
訪
ね
て
趣
の
あ
る

風
雅
な
住
居
に
感
心
し
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
庭
の
み
か
ん
を
盗
ま

れ
な
い
よ
う
に
木
の
回
り
を
厳
重

に
囲
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の

見
苦
し
さ
に
興
ざ
め
し
「
こ
の
木

な
か
ら
ま
し
か
ば
と
お
ぼ
え
し
か
」

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

先
日
、
「
ム
ハ
ン
マ
ド
の
研
究
」

と
い
う
題
名
の
記
事
が
新
聞
に
載

っ
て
い
ま
し
た
が
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
預
言
者
の
名
前
は
マ
ホ
メ
ッ
ト

だ
と
学
校
で
習
っ
た
が
、
中
東
に

赴
任
し
て
み
る
と
、
み
な
、
ム
ハ

ン
マ
ド
と
発
音
し
て
い
る
の
に
気

付
い
た
と
筆
者
の
体
験
談
が
書
か

れ
て
い
ま
し
た
。 

 

明
治
９
年
に
、
そ
の
ム
ハ
ン
マ

ド
を
わ
が
国
へ
紹
介
し
た
草
分
け

的
書
物
と
さ
れ
て
い
る
『
馬マ

哈ホ

黙
メ
ッ
ト

伝
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

英
国
の
書
物
を
翻
訳
し
た
も
の
で

翻
訳
者
の
名
前
に
佐
倉
に
ゆ
か
り

の
あ
る
人
が
出
て
い
ま
し
た
。 

 

明
治
時
代
、
駐
英
大
使
や
外
務

大
臣
な
ど
を
務
め
、
伯
爵
に
叙
せ

ら
れ
た
林
董
た
だ
す

で
す
。
董
は
順
天
堂

創
立
者
の
佐
藤
泰
然
の
五
男
で
す

が
、
抜
群
の
語
学
力
を
駆
使
し
口

訳
で
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
の
他
、

弥ミ

児ル

経
済
論
、
ベ
ン
サ
ム
刑
法
論

綱
、
リ
ー
バ
ー
自
治
論
な
ど
も
翻

訳
刊
行
し
て
い
ま
す
。 

 

（
金
井 

義
彰
） 

（
こ
の
木
が
な
か
っ
た
ら
い
い
の

に
）
と
が
っ
か
り
し
て
い
る
記
述

が
あ
り
ま
す
。 

高
校
の
古
文
の
教
科
書
で
初
め

て
読
ん
だ
と
き
「
神
無
月
の
こ
ろ
」

と
「
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
と

お
ぼ
え
し
か
」
と
い
う
表
現
が
非

常
に
印
象
に
残
り
、
そ
の
後
10
月

に
な
る
と
い
つ
も
思
い
出
し
ま
す
。 

旧
暦
の
10
月
１
日
は
今
年
の
新

暦
で
は
11
月
12
日
で
す
か
ら
、
昔

の
「
神
無
月
の
こ
ろ
」
は
結
構
寒

さ
も
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

（
金
親 

邦
行
） 

１０月の黒板 
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