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は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
は
、
日
本
に
認
知
症
の
人
が
ど
の
く
ら
い
い
る
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

超
高
齢
社
会
を
迎
え
た
日
本
で
は
、
認
知
症
は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
２
０
１
５
年
に
発
表
さ

れ
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
５
年
に
は
65
歳
以
上
の
５
人
に
１
人
で
あ
る
約
７
３
０
万
人
が
認
知
症
に

な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
難
し
い
と
こ
ろ
は
、
現
代
の
医
学
を
も
っ
て
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
治
療
が
困
難
で
、

完
全
な
予
防
も
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
今
後
も
、
長
生
き
し
て
い
れ
ば
誰
も
が
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
認
知
症
の
増
加
を
食
い
止
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
認
知
症
の
増
加
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
を
ど
う
防
い
で
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
と

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
紹
介
し
た
将
来
推
計
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
筆
者
は
内
閣
府
と
い
う
役
所
で
官
僚
と
し
て
働
い

て
お
り
、
２
０
１
６
年
に
高
齢
社
会
対
策
担
当
部
署
で
『
高
齢
社
会
白
書
』
の
作
成
に
携
わ
る
よ
う
に
な
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っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
接
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
か
ら
、
認
知
症
を
と
り
ま
く
問
題
と
し
て
政
府
内
で
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
が
、「
認
知

症
と
お
金
の
問
題
」
で
す
。

　

認
知
症
に
な
る
と
記
憶
や
判
断
能
力
が
衰
え
る
た
め
、
特
殊
詐さ

欺ぎ

や
悪
質
商
法
な
ど
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

さ
れ
る
な
ど
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
リ
ス
ク
が
増
加
し
ま
す
。
ま
た
、
認
知
症
が
進
行
す

る
と
、
買
い
物
や
預
金
の
引
き
出
し
な
ど
を
法
律
上
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
資
産
を
動
か

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
な
ど
の
問
題
も
起
こ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
お
金
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

は
、
日
々
の
生
活
に
直
結
す
る
た
め
、
特
に
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
認
知
症
と
お
金
の
問
題
は
、
２
０
１
８
年
に
、
第
一
生
命
経
済
研
究
所
が
認
知
症
の
人
が
も

つ
資
産
の
総
額
に
関
す
る
試
算
を
発
表
し
た
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
機

会
が
増
え
ま
し
た
。
そ
の
試
算
で
は
、
認
知
症
の
人
が
も
つ
家
計
金
融
資
産
が
２
０
１
７
年
度
末
時
点
で

１
４
３
兆
円
に
上
っ
て
い
る
こ
と
、
２
０
３
０
年
度
に
は
家
計
金
融
資
産
全
体
の
１
割
を
超
え
る
２
１
５

兆
円
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。
日
本
政
府
の

当
初
予
算
が
１
０
０
兆
円
程
度
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
相
当
な
規
模
の
金
額
で
あ
る
こ
と
が
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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こ
れ
だ
け
の
お
金
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
最
早
、
一
部
の
個
人
・
家
族
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
が
社
会
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ

き
段
階
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
は
認
知
症
の
顧
客
と
接
す
る
機
会
が
あ
る
企
業
に
と
っ
て
も
避
け
て
は
通
れ
な

い
問
題
で
す
。

　

認
知
症
の
人
が
増
え
て
い
く
中
で
、
認
知
症
が
疑
わ
れ
る
顧
客
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
接
す
る
べ
き
か
、

認
知
症
の
顧
客
と
契
約
を
行
っ
て
し
ま
う
と
ど
う
い
う
問
題
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
顧
客
の
認
知
症
リ

ス
ク
の
把
握
や
社
員
教
育
の
重
要
性
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

現
に
、
２
０
１
９
年
に
は
、
か
ん
ぽ
生
命
保
険
と
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
不
適
切
販
売
問
題
が
発
覚
し
、
日

本
中
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
こ
の
問
題
で
は
、
職
員
が
、
高
齢
の
方
や
認
知
症
の
方
の
判
断
力

の
低
下
に
つ
け
入
る
形
で
、
複
数
の
契
約
を
結
ば
せ
年
金
収
入
を
超
え
る
保
険
料
を
払
わ
せ
る
、
リ
ス
ク

の
あ
る
投
資
商
品
を
理
解
不
十
分
な
ま
ま
契
約
さ
せ
る
、
な
ど
の
不
適
切
な
事
例
が
多
数
報
告
さ
れ
て
お

り
、
職
員
の
モ
ラ
ル
の
欠
如
や
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
不
備
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
適
切
な
対
策
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
例
が
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
く
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。
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で
は
、
個
人
・
家
族
と
し
て
認
知
症
と
お
金
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
は
何
が
で
き
る
の
か
。

　

企
業
と
し
て
、
顧
客
の
認
知
症
リ
ス
ク
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
え
ば
い
い

の
か
。

　

本
書
は
、
こ
う
し
た
認
知
症
と
お
金
の
問
題
や
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
、
幅
広
い
観
点
か
ら
紹
介
す
る

本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
個
人
・
家
族
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
認
知
症
と
お
金
の
問
題
の
解
決
法
と
し
て
利
用
で
き
る
、

成
年
後
見
、
任
意
後
見
、
家
族
信
託
な
ど
の
各
種
制
度
に
つ
い
て
解
説
し
、
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
の
予

防
策
を
紹
介
し
ま
す
。

　

次
に
、
企
業
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
顧
客
の
認
知
症
リ
ス
ク
へ
の
対
応
法
と
し
て
、
過
去
の
判
例
や
事

件
な
ど
も
参
照
し
な
が
ら
、
契
約
時
に
注
意
す
べ
き
点
や
、
具
体
的
な
企
業
の
取
組
事
例
な
ど
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
認
知
症
を
と
り
ま
く
諸
問
題
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
潮
流
や
、
日
本
政
府
・
先
進
自
治
体
の

取
組
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
認
知
症
と
共
生
す
る
地
域
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
私
た
ち
一
人
一

人
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
す
。
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本
編
に
入
る
前
に
、
筆
者
の
自
己
紹
介
と
、
な
ぜ
こ
の
テ
ー
マ
で
本
を
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
少
し
説
明
し
ま
す
。

　

も
と
も
と
筆
者
は
、
学
生
時
代
は
文
系
で
は
な
く
、
医
学
部
で
医
者
に
な
る
た
め
の
勉
強
を
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
病
院
実
習
で
高
齢
者
医
療
の
現
場
を
回
る
う
ち
に
、
こ
れ
か
ら
の
人
口
減
少
や
超
高
齢

社
会
に
対
し
て
日
本
は
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
が
強
く
な
っ
て
い
き
、
自
分
に
も
何
か

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し

た
考
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
無
知
な
自
分
な
り
に
考
え
た
結
果
、
何
か
で
き
る
と
す
れ
ば
行
政
の

中
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
国
家
公
務
員
試
験
を
受
け
て
官
僚
に
な
り
ま
し
た
。

　

幅
広
い
テ
ー
マ
を
取
り
扱
う
内
閣
府
で
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
高
齢
社
会
白
書
の
作
成
に
携
わ
る

機
会
を
得
る
な
ど
、
関
心
の
あ
る
業
務
に
就
く
こ
と
も
で
き
、
や
り
が
い
を
も
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
一
方
で
、
日
本
が
抱
え
る
複
雑
で
前
例
の
な
い
社
会
問
題
の
多
く
は
、
行
政
の
努
力
だ
け
で
簡
単

に
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
現
実
に
も
直
面
し
、
悩
み
ま
し
た
。

　

自
分
の
適
性
と
し
て
、「
言
っ
た
、
言
わ
な
い
」
の
交
渉
の
世
界
よ
り
も
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
集

め
た
資
料
を
ま
と
め
上
げ
る
方
が
向
い
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
由
な
時
間
が
少

な
く
個
人
と
し
て
の
発
信
も
制
限
さ
れ
る
官
僚
の
立
場
か
ら
離
れ
、
違
う
形
で
世
の
中
の
役
に
立
て
れ
ば
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と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
退
職
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
の
助
教
と
し
て
、
精
神
科
医
・
産
業
医
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
医
療

政
策
や
予
防
医
療
な
ど
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
科
と
し
て
精
神
科
を
選
ん
だ
直
接
的
な
理
由
は
、
官
僚

時
代
に
周
囲
で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
が
多
く
、
働
く
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
共
感
で
き
る
医
師
に

な
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
が
、
精
神
科
医
療
の
現
場
に
立
っ
た
こ
と
で
再
び
認
知
症
の
問
題
に
も
接

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
々
の
外
来
業
務
に
お
い
て
、
患
者
さ
ん
や
そ
の
ご
家
族
と
話
す
中
で
、
認
知
症
と
お
金
の
ト
ラ
ブ
ル

を
実
際
に
経
験
さ
れ
困
っ
て
い
る
方
々
や
、
認
知
症
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
一
方
で
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
の

存
在
自
体
を
ご
存
じ
な
い
方
々
は
意
外
に
も
多
く
、
改
め
て
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
啓
発
し
て
い
く
こ

と
の
重
要
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
外
来
の
短
い
時
間
を
使
っ
て
医
者
が
説
明
で
き

る
範
囲
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
別
の
方
法
で
の
啓
発
の
必
要
性
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
金
融
機
関
と
の
共
同
研
究
に
携
わ
る
中
で
、「
金
融
老
年
学
」
と
い
う
分
野
に
触
れ
る
機
会

を
持
ち
ま
し
た
。
金
融
老
年
学
と
は
、
加
齢
に
伴
う
認
知
機
能
の
変
化
が
高
齢
者
の
資
産
管
理
な
ど
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
経
済
学
、
法
学
、
医
学
な
ど
様
々
な
側
面
か
ら
研
究
し
て
い
る
も
の
で
、

ビ
ジ
ネ
ス
の
分
野
か
ら
も
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
学
問
領
域
で
す
。
金
融
老
年
学
と
い
う
枠
組
み
自
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体
は
新
し
い
も
の
で
す
が
、
こ
の
金
融
老
年
学
の
基
礎
部
分
で
あ
る
、
加
齢
や
認
知
症
に
よ
る
資
産
管
理

な
ど
へ
の
影
響
や
、
認
知
機
能
が
低
下
し
た
時
の
「
意
思
能
力
」
の
評
価
、
成
年
後
見
制
度
を
は
じ
め
と

す
る
法
制
度
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
認
知
症
と
お
金
の
問
題
を
把
握
し
て
い
く
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
そ
の

も
の
で
す
。
よ
っ
て
、
金
融
老
年
学
を
多
く
の
人
に
学
ん
で
も
ら
え
れ
ば
、
認
知
症
と
お
金
の
問
題
や
そ

の
対
策
に
つ
い
て
の
啓
発
に
つ
な
が
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
新
し
い
学
問
領
域
の
た
め
、
一
般
の
人
が

手
に
取
り
や
す
い
教
材
が
無
い
状
況
で
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
こ
の
金
融
老
年
学
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
認
知
症
と
お
金
の
問
題
に
つ
い
て
幅
広
い
視
点
か

ら
ま
と
め
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
に
有
用
な
情
報
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
こ
の
本
を
執
筆
す

る
に
至
り
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
、
筆
者
の
よ
う
な
若
手
が
、
他
の
先
生
方
を
差
し
置
い
て
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て

本
を
出
す
の
は
や
や
分
不
相
応
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

認
知
症
が
増
加
の
一
途
を
辿
り
、
認
知
症
と
お
金
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
増
え
て
き
て
い
る
中
で
、
少
し

で
も
早
く
啓
発
の
声
を
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
認
知
症
と
お
金
の
問
題
の
対
策
に
つ
い

て
は
、
認
知
症
が
進
行
す
る
前
で
な
い
と
で
き
な
い
対
策
が
多
く
あ
る
た
め
（
本
編
で
詳
し
く
説
明
し
ま

す
）、
早
い
段
階
で
啓
発
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

9 はじめに



　

ま
た
、
こ
の
本
の
執
筆
を
急
い
だ
理
由
と
し
て
、
２
０
２
０
年
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
人
々
の
生
活
様
式
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
、
認
知
症
の
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
高
齢
の
方
に
と
っ
て
、
外
出
な
ど
の
運
動
の
機
会
や
、
人
と
の
交
流
の
機
会
の
減

少
は
、
認
知
症
の
発
症
・
増
悪
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
（
第
１
章
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
）、
コ
ロ
ナ
禍
で

の
認
知
症
の
増
悪
を
示
唆
す
る
調
査
や
報
道
も
出
て
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
た
と
え
後
ろ
指
を
指
さ
れ
よ
う
と
、
筆
者
が
知
り
う
る
限
り
の
知
見
を
ま
と
め

て
世
に
出
す
こ
と
に
も
意
義
は
あ
る
と
考
え
、
こ
の
本
を
執
筆
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
筆
者
が
こ
の
本
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
経
緯
で
す
。

　

本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
単
な
る
問
題
意
識
の
押
し
付
け
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
、
身
近
で
役
に
立

つ
知
識
に
つ
い
て
も
多
く
紹
介
す
る
よ
う
心
が
け
ま
し
た
。

　

本
書
が
、
読
者
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
問
題
解
決
に
つ
な
が
り
、
新
時
代
の
社
会
づ
く
り
の
一
助
と
な

れ
ば
幸
い
で
す
。
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本
書
の
構
成

　

本
書
は
、
認
知
症
を
取
り
巻
く
問
題
の
中
で
も
、
特
に
、
認
知
症
と
お
金
の
問
題
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
第
１
章
で
は
認
知
症
と
い
う
疾
患
の
概
要
に
つ
い
て
、
第
２
章
で
は
認
知

症
と
お
金
の
問
題
の
概
要
、
第
３
章
で
は
個
人
・
家
庭
に
お
け
る
問
題
、
第
４
章
で
は
企
業
に
お
け
る
問

題
、
第
５
章
で
は
社
会
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
認
知
症
と

「
お
金
」
の
問
題
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
の
本
の
主
要
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
主
に
第
２
章
以
降
で
説
明
し

て
い
き
ま
す
。

　

認
知
症
と
い
う
疾
患
自
体
の
診
断
、
治
療
、
予
防
の
話
に
つ
い
て
は
、
既
に
専
門
の
先
生
に
よ
る
本
や

教
科
書
が
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
本
書
で
は
、
認
知
症
一
般
の
話
は
最
低
限
に
留
め
て
お
り
、
本
書
が
力

を
入
れ
る
べ
き
第
２
章
以
降
の
内
容
に
つ
い
て
多
く
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
ま
す
。

•

認
知
症
は
単
な
る
物
忘
れ
と
は
異
な
る
状
態
で
あ
る
こ
と

•
�

認
知
症
の
多
く
は
治
療
が
で
き
ず
、
完
全
な
予
防
も
難
し
い
た
め
、
誰
で
も
な
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と

18



•
�

日
本
で
は
年
々
認
知
症
の
人
が
増
え
続
け
て
お
り
、
自
分
や
家
族
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と

•

認
知
症
と
「
共
生
」
し
て
い
く
た
め
の
備
え
が
重
要
で
あ
る
こ
と

　

以
上
の
点
が
、
こ
れ
か
ら
第
１
章
で
説
明
す
る
内
容
で
す
。
認
知
症
に
つ
い
て
あ
る
程
度
知
識
の
あ
る

専
門
職
の
方
々
や
、
認
知
症
の
概
要
よ
り
も
具
体
的
な
話
に
つ
い
て
早
く
読
み
た
い
方
々
は
、
こ
れ
ら
の

点
だ
け
把
握
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
第
２
章
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

　

認
知
症
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
勉
強
さ
れ
る
方
々
、
認
知
症
の
現
在
に
つ
い
て
再
確
認
し
た
い
方
々
は
、

こ
の
ま
ま
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「
物
忘
れ
」
と
は
違
う
「
認
知
症
」

　

ま
ず
、
本
書
の
主
要
テ
ー
マ
に
入
る
前
に
、
認
知
症
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
整
理
し
ま
す
。

「
認
知
症
」
と
い
う
言
葉
は
定
義
が
色
々
あ
る
の
で
す
が
、
大
ま
か
に
ま
と
め
る
と
、「
何
か
し
ら
の
原
因

19 第１章　　認 知 症 の 現 在



で
脳
の
働
き
が
悪
く
な
り
、
様
々
な
障
害
が
起
こ
っ
て
い
る
状
態
」
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
病
名
で
は
な
く
、
あ
る
「
状
態
」

を
指
す
言
葉
で
あ
る
た
め
、「
認
知
症
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
原

因
と
な
る
疾
患
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
図
１
は
、
日
本
に
お

け
る
認
知
症
の
原
因
疾
患
の
割
合
に
つ
い
て
調
べ
た
調
査
結
果
で
す
が
、

こ
の
よ
う
に
、
認
知
症
は
様
々
な
疾
患
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
疾
患
毎
に
起
き
る
症
状
や
原
因
な
ど
は
異
な
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
い
ず
れ
も
記
憶
な
ど
の
障
害
か
ら
生
活
に
支
障
が
出
る
と
い

う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
た
め
、
認
知
症
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

で
は
、
単
な
る
「
物
忘
れ
」
と
認
知
症
は
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
般
的
に
、
人
は
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
体
は
衰
え
、
脳
も
老
化

し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
何
か
を
思
い
出
す
際
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
周
り
が
ヒ
ン
ト
を
出
せ
ば
す
ぐ
に
思
い
出
せ

る
な
ど
、
そ
の
物
忘
れ
の
程
度
は
軽
度
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
日
常
生
活
に
も
大
き
な
支
障
が
な
い
場
合

認知症の原因（国内の研究）

血管性認知症
19.5%

アルツハイマー病
67.6%

その他
8.6%

レビー小体型認知症
または認知症を伴う
パーキンソン病
4.3%

図1　認知症の原因　 朝田隆先生らの研究（＊1）を
もとに筆者作成
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が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
こ
う
し
た
病
的
で
は
な
い
、
老
化
に
伴
う
物
忘
れ

は
、
認
知
症
と
区
別
す
る
際
に
は
「
生
理
的
健け

ん

忘ぼ
う

」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
認
知
症
は
、
こ
の
よ
う
な
老
化
に
伴
う
物
忘
れ
と
は
異
な

り
ま
す
。
日
本
神
経
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
も
と
に
、
生
理
的
健
忘

と
認
知
症
の
違
い
に
つ
い
て
図
２
に
ま
と
め
ま
し
た
。
認
知
症
の
場
合

は
、
体
験
し
た
こ
と
全
体
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
周
り
が
ヒ

ン
ト
を
出
し
て
も
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
新
し
い
こ
と
の
学
習
が
で
き
な
く
な
る
、
性
格
が
変
わ
る
な
ど
、

物
忘
れ
以
外
の
点
に
お
い
て
も
変
化
が
起
こ
る
の
が
認
知
症
の
特
徴

で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
認
知
症
の
程
度
や
種
類
に
よ
っ
て
症
状
は
異
な
る
の
で
、

全
員
が
そ
う
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
物
忘
れ
と

認
知
症
の
違
い
と
し
て
は
こ
う
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

す
ぐ
に
思
い
出
せ
る
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
物
忘
れ
と
は
異
な
り
、
日

老化に伴う物忘れ
（生理的健忘）

認知症
（アルツハイマー病など）

物忘れの範囲 一般的な知識、体験の一部 経験したはずの出来事全体

新しいことを覚えられない大きな変化はない

大きな変化はない 怒りっぽくなる、やる気が
でなくなる、などの変化がある

大きな支障はない 支障が生じる

学習能力

性格・気分

日常生活

図2　認知症と老化に伴う物忘れの違い　 日本神経学会のガイドライン（＊2）をもとに筆者作成
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常
生
活
へ
の
支
障
も
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
認
知
症
の
特
徴
で
す
。

認
知
症
の
診
断

　

で
は
、
ど
こ
か
ら
が
「
認
知
症
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

我
々
精
神
科
医
が
参
考
に
す
る
診
断
基
準
に
は
、
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
作
成
し
て
い
る
Ｉ
Ｃ

Ｄ
（International Classification of D

iseases

）
や
、
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
が
作
成
し
て
い
る
Ｄ
Ｓ
Ｍ

（D
iagnostic and Statistical M

anual of M
ental D

isorders

）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
正
確
な
病
名
を
つ
け
る

際
に
は
、
こ
れ
ら
の
診
断
基
準
を
も
と
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
違
い
が
あ

り
、
か
つ
時
代
に
よ
る
変
遷
な
ど
も
あ
る
た
め
、
ど
こ
か
ら
が
認
知
症
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
定

義
す
る
の
は
実
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
大
ま
か
に
括
っ
て
し
ま
う
と
、

先
ほ
ど
の
図
２
で
も
あ
っ
た
よ
う
な
「
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
が
認
知
症
へ
の
入
り

口
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

臨
床
現
場
に
お
け
る
診
断
ま
で
の
一
般
的
な
流
れ
と
し
て
は
、
物
忘
れ
な
ど
の
症
状
で
困
っ
て
い
る
方
々

に
対
し
、
我
々
医
師
や
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
が
ま
ず
認
知
症
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
を
行
い
ま
す
。
そ
の
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
と
は
、M

ini-M
ental State Exam

ination
（
Ｍ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
）
や
改
訂
版
長
谷
川
式
簡
易
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知
能
評
価
ス
ケ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
検
査
で
、
い
ず
れ
も
年
齢
や
、
日
時
、
場
所
を
聞
い
た
後
に
、

簡
単
な
計
算
、
記
憶
力
の
テ
ス
ト
な
ど
を
行
っ
て
、
認
知
機
能
を
測
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
検
査
に
お
い
て
、

記
憶
力
や
注
意
力
の
障
害
が
一
定
以
上
み
ら
れ
る
場
合
（
Ｍ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
は
30
点
満
点
中
23
点
以
下
、
改
訂
版
長
谷

川
式
簡
易
知
能
評
価
ス
ケ
ー
ル
は
30
点
満
点
中
20
点
以
下
の
場
合
）、
認
知
症
の
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
判

定
に
な
り
ま
す
。
認
知
症
を
正
確
に
診
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
で
記
憶
力
や

注
意
力
な
ど
の
認
知
機
能
が
落
ち
て
い
れ
ば
認
知
症
が
疑
わ
れ
る
、
と
い
う
大
ま
か
な
目
安
は
つ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
医
療
現
場
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
検
査
の
結
果
、
認
知
症
の
疑
い
が
あ
る
点
数

で
あ
っ
た
場
合
に
、
各
種
検
査
を
追
加
で
行
っ
て
、
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く

と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。

認
知
症
は
治
療
可
能
か
？

　

で
は
、
認
知
症
は
治
療
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
認
知
症
の
場
合
は
、
治
療
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

図
１
で
示
し
た
日
本
の
認
知
症
の
原
因
疾
患
の
分
類
を
み
る
と
、「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
」、「
血
管
性
認

知
症
」、「
レ
ビ
ー
小
体
型
認
知
症
ま
た
は
認
知
症
を
伴
う
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
」
の
３
つ
で
、
９
割
以
上
を
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占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
血
管
性
認
知
症
以
外

の
２
つ
は
、
神
経
変
性
疾
患
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
る
認
知

症
で
す
（
図
３
）。

　

神
経
変
性
疾
患
は
、
老
化
な
ど
の
様
々
な
原
因
に
よ
り
、
脳
の
神
経

が
ゆ
っ
く
り
と
変
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
病
気
で
す
。
こ
の
変
化
し
て

し
ま
っ
た
脳
の
神
経
は
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
れ
に
よ

っ
て
進
ん
で
し
ま
っ
た
認
知
症
も
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

神
経
変
性
疾
患
に
よ
る
認
知
症
に
つ
い
て
は
、
そ
の
進
行
を
遅
ら
せ
る

薬
が
何
種
類
か
保
険
診
療
で
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
完

全
に
認
知
症
の
進
行
を
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
な
ど
の
神
経
変
性
疾
患
に
よ
る
認
知
症

と
診
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
症
状
と
う
ま
く
付
き
合
い
な
が
ら
、
進
行

を
少
し
で
も
遅
ら
せ
る
こ
と
が
治
療
方
針
と
な
り
ま
す
。

　

脳
血
管
障
害
と
は
、
脳
梗こ

う

塞そ
く

や
脳
出
血
な
ど
が
原
因
と
な
り
、
脳
へ

の
血
液
の
流
れ
が
悪
く
な
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
細
胞

図3　認知症をきたす疾患の分類 日本神経学会のガイドライン（＊2）をもとに筆者作成

神経変性疾患

脳血管障害

その他

アルツハイマー病、レビー小体型
認知症、パーキンソン病など

治療は不可能なため、進行を遅ら
せる、症状を和らげるなど

脳梗塞、脳出血など
治療は不可能なため、再度の梗塞
や出血を防ぐための、血圧降下や
糖尿病治療など

代謝内分泌疾患（甲状腺機能低
下症、ビタミン欠乏症など）、感
染症（脳炎、髄膜炎など）、正常
圧水頭症、慢性硬膜下血腫、脳
腫瘍、うつ病、薬物中毒など

疾患毎に異なるが、疾患によって
は、治療により認知症が改善する
場合もある（図４参照）

代表的な疾患 治療方針
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に
栄
養
を
運
ぶ
血
液
が
届
か
な
く
な
っ
た
範
囲
の
脳
細
胞
が
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
血
管
性
認
知

症
が
起
こ
り
ま
す
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
脳
細
胞
は
元
に
戻
ら
な
い
た
め
、
こ
の
場
合
に
も
起
き
て
し
ま
っ

た
認
知
症
を
治
す
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
う
し
た
、
脳
梗
塞
や
脳
出
血
が
起
き
て
し
ま
う
背
景

に
、
高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど
が
あ
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
存
在
す
る
限
り
、
再
び
脳
梗
塞

や
脳
出
血
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
く
、
認
知
症
の
さ
ら
な
る
悪
化
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
致
命
的
な
結
果

を
招
く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
血
管
性
認
知
症
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
再
度
の
梗

塞
や
出
血
が
発
生
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど
の
治
療
を
し
て
い
く
こ
と
が
治
療
方
針

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
認
知
症
の
原
因
の
９
割
以
上
を
占
め
る
神
経
変
性
疾
患
や
脳
血
管
障

害
は
根
本
的
な
治
療
が
困
難
で
す
。
そ
の
た
め
、
認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
ら
、
多
く
の
場
合
は
、「
進
行
を

遅
ら
せ
る
こ
と
」、「
こ
れ
以
上
の
悪
化
を
阻
止
す
る
こ
と
」
が
治
療
の
目
標
と
な
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も

完
全
に
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
の
中
に
は
、「
認
知
症
は
治
療
が
困
難
な
ら
、
病
院
に
行
く
意
味
は
な
い
じ
ゃ
な

い
か
」
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
稀
で
は
あ
り
ま
す
が
、
治
療
可
能
な
認
知

症
と
い
う
の
も
存
在
し
ま
す
。
図
３
の
「
そ
の
他
」
に
示
し
た
よ
う
に
、
神
経
変
性
疾
患
や
、
脳
血
管
障
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害
以
外
の
疾
患
に
よ
っ
て
も
認
知
症
は
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
図
４
に
示
し
た
例
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
疾
患
に

は
治
療
可
能
な
も
の
も
あ
り
、
そ
の
治
療
に
よ
っ
て
認
知
症
が

改
善
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
疾
患
を
見
つ

け
る
意
味
で
も
医
療
機
関
の
受
診
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

実
際
の
例
と
し
て
、
筆
者
の
祖
母
が
経
験
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
し
ま
す
。
祖
母
は
82
歳
の
時
に
、
図
４
に
紹
介
し
た
疾

患
の
一
つ
で
あ
る
慢
性
硬
膜
下
血
腫
を
経
験
し
ま
し
た
。
発
症

の
き
っ
か
け
は
、
買
い
物
に
行
っ
た
帰
り
に
転
ん
で
軽
く
頭
を

打
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
時
点
で
は
、
症
状
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
転
ん
で
か
ら
２
〜
３
週
間
た
っ
た
頃
、
な

ん
と
な
く
元
気
が
な
く
、
人
の
名
前
や
物
の
名
前
が
出
て
こ
な

い
な
ど
の
症
状
が
出
現
し
、
１
ヶ
月
経
過
し
た
頃
に
は
、
月
や

日
付
も
わ
か
ら
な
く
な
り
、
急
須
に
味
噌
を
入
れ
て
し
ま
う
な

ど
、
日
常
生
活
で
も
お
か
し
な
行
動
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
り

図4　治療可能な認知症の例 日本神経学会のガイドライン（＊2）をもとに筆者作成

甲状腺機能
低下症

慢性的な甲状腺ホルモンが原因。意欲の
減退、認知機能の低下などが起こる

甲状腺ホルモンの補充
など

ビタミン欠乏症
（B1、B12、葉酸など）

慢性的なアルコール多飲によるビタミンB１
不足などが代表的。意識障害、認知機能の
低下などが起こる

不足したビタミンの補
充、アルコール依存症
の治療など

正常圧水頭症
脳の内部を流れる脳脊髄液が過剰に溜まる
ことが原因。歩行や排尿の障害、認知機能
の低下などが起こる

外科的手術による脳脊
髄液の流れの改善

慢性硬膜下血腫

外傷などにより脳と脳を覆う硬膜との間で
起きる出血が原因。数週間以上かけて溜ま
った血液が脳を圧迫し、認知機能の低下な
どが起こる 

外科的手術による血液
の除去

認知症をきたす病態 治療疾患名
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ま
し
た
。
進
行
が
あ
ま
り
に
も
急
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
家
族
が
病
院
に
つ
れ
て
い

っ
た
と
こ
ろ
、
画
像
検
査
で
脳
の
周
り
に
血
腫
と
呼
ば
れ
る
血
の
溜
ま
り
が
見
つ
か
り
、
慢
性
硬
膜
下
血

腫
の
診
断
と
な
り
ま
し
た
。
幸
い
、
手
術
に
よ
り
血
腫
を
取
り
除
い
た
と
こ
ろ
症
状
は
改
善
し
、
以
前
と

同
じ
よ
う
に
記
憶
も
し
っ
か
り
と
し
た
元
気
な
状
態
に
戻
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
認
知
症
の
症
状
が

み
ら
れ
る
場
合
で
も
、
治
療
に
よ
っ
て
改
善
す
る
場
合
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
筆
者
も
知
識
と
し
て

は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
こ
こ
ま
で
劇
的
に
良
く
な
る
例
を
間
近
で
み
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の

で
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
治
療
可
能
な
認
知
症
は
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
数
％
程
度
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
世
の
中
の
大
多

数
の
認
知
症
の
人
は
該
当
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
ら
の
疾
患
が
原
因
で
あ
っ
た

場
合
、
認
知
症
そ
の
も
の
が
治
療
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
治
療
可
能
な
認
知
症
が
隠

れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
探
す
と
い
う
意
味
で
、
認
知
症
を
疑
っ
た
場
合
は
、
一
度
は
専
門
科
の
医
師
の

診
察
や
検
査
を
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
結
果
と
し
て
、
治
療
が
困
難
な
認
知
症
で

あ
る
と
い
う
診
断
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
後
ほ
ど
説
明
す
る
介
護
保
険
の
利
用
・
申
請
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
た
め
、
そ
う
し
た
面
か
ら
も
、
認
知
症
を
疑
っ
た
場
合
は
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。
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認
知
症
は
予
防
可
能
か
？

　

前
節
で
は
、
認
知
症
の
原
因
疾
患
の
９
割
以
上
は
、
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
は
根
本
的
な
治
療
が
難
し

い
、
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

で
は
、「
認
知
症
に
な
ら
な
い
」
よ
う
に
す
る
と
い
う
「
予
防
」
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
誰
も
が
１
０
０
％
認
知
症
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
不
可
能

で
す
。

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
認
知
症
に
は
様
々
な
原
因
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
全
て
を
予
防
す
る
と

い
う
こ
と
は
現
実
的
に
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
認
知
症
を
引
き
起
こ
す
疾
患
の
う
ち
、
予
防
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
対
策
を

し
て
お
く
こ
と
で
、
認
知
症
に
な
る
確
率
を
減
ら
し
、
発
症
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

世
界
で
最
も
有
名
な
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
一
つ
で
あ
る
「The Lancet

」
に
２
０
２
０
年
７
月
に
掲
載

さ
れ
た
論
文
に
よ
れ
ば
、
認
知
症
の
リ
ス
ク
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
12
の
要
因
（
図
５
）
に
つ
い

て
対
処
す
る
こ
と
で
、
最
大
40
％
の
認
知
症
の
予
防
ま
た
は
発
症
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
理
論
上
可
能
、
と

報
告
さ
れ
て
い
ま
す＊
３
。
例
え
ば
、
高
血
圧
を
治
せ
ば
、
血
管
性
認
知
症
の
原
因
と
な
る
脳
出
血
の
予
防
に
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な
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
12
の
要
因
そ
れ
ぞ
れ
に

対
処
す
る
こ
と
が
何
ら
か
の
形
で
認
知
症
の
予
防
に
つ
な
が
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
12
要
因
へ
の
対
処
に
つ
い

て
は
、
予
防
の
効
果
に
つ
い
て
科
学
的
な
裏
づ
け
（
エ
ビ
デ
ン
ス
）

が
あ
る
、
と
権
威
あ
る
医
学
雑
誌
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
教
育
期
間
や
大
気
汚
染
な

ど
、
行
政
や
企
業
な
ど
が
対
応
す
べ
き
課
題
も
あ
り
、
個
人
の
努

力
だ
け
で
こ
の
全
て
の
項
目
を
満
た
し
て
い
く
の
は
困
難
か
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
認
知
症
予
防
や
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
と

考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
良
い
目
安
と
な
る
情
報
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
こ
のLancet

の
研
究
は
、
正
確
に
言
え
ば
、「
現
時
点

で
最
も
信
頼
の
お
け
る
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
」
と
い
う
位
置
づ

け
で
あ
る
た
め
、
今
後
新
た
な
研
究
が
出
て
き
て
、
数
字
が
変
わ

る
可
能
性
も
当
然
あ
り
ま
す
。
実
は
、
こ
のLancet

の
研
究
に
は

図5　改善が可能な認知症の 12の因子 Lancet 掲載論文（＊3）をもとに筆者作成

難聴（８%） 補聴器使用、騒音曝露を減らす

教育期間の短さ（７%） 義務教育の充実

頭部の外傷（３%） 頭部の怪我を防ぐ

高血圧（２%） 収縮期血圧１３０以下の維持

過度の飲酒（１%） 飲酒の量を制限する

肥満（１%） 予防と改善

喫煙（５%） 禁煙努力、副流煙曝露を避ける

うつ病（４%） 適切な介入

社会的孤立（４%） 社会的な交流の維持

運動不足（２%） 運動量を維持する

糖尿病（１%） 予防と治療 

大気汚染（２%） 大気汚染への曝露を減らす

45歳未満

45歳以上
65歳以下

66歳以上

認知症をきたす要因 推奨される対策の例 
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前
身
と
な
る
研
究
が
あ
り
、
２
０
１
７
年
に
同
じ
著
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
時
点
で
は
、
頭

部
外
傷
・
過
度
の
飲
酒
・
大
気
汚
染
が
ま
だ
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
９
つ
の
項
目
に
よ
り

約
35
％
が
予
防
可
能
、
と
い
う
報
告
で
し
た＊
４
。
こ
の
よ
う
に
、
認
知
症
予
防
の
領
域
に
限
ら
ず
、
世
界
中

で
研
究
が
行
わ
れ
る
中
で
、
医
学
の
常
識
は
日
々
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
我
が
国

か
ら
も
、
九
州
大
学
に
よ
る
歯
周
病
と
認
知
症
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究＊
５

や
、
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
の
腸
内
細
菌
と
認
知
症
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究＊
６

な
ど
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
今
後
こ
う
し
た
領
域

で
エ
ビ
デ
ン
ス
の
蓄
積
が
進
ん
で
い
く
こ
と
で
、
予
防
に
よ
っ
て
減
ら
せ
る
認
知
症
の
把
握
が
進
ん
で
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
本
書
で
強
調
し
た
い
の
は
、「
認
知
症
は
予
防
で
き
る
か
ら
頑
張
れ
ば
認
知
症
に
な
り
ま
せ

ん
」、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
重
要
な
の
は
、「
予
防
に
全
力
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
認
知
症

に
な
る
確
率
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
リ
ス
ク
を
回
避
し
、
こ
れ
ら
の
項

目
を
目
標
と
し
た
健
康
づ
く
り
を
す
る
こ
と
は
、
認
知
症
だ
け
で
な
く
生
活
習
慣
病
な
ど
様
々
な
疾
病
の

予
防
に
も
つ
な
が
る
た
め
、
多
く
の
人
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
し

た
努
力
を
否
定
す
る
つ
も
り
も
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
伝
え
た
い
の
は
、
予
防
に
全
力
を
尽
く
す
あ
ま
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り
、
な
っ
た
後
の
こ
と
を
考
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

予
防
の
た
め
の
努
力
に
よ
っ
て
大
き
く
改
善
で
き
る
生
活
習
慣
病
と
は
異
な
り
、
現
状
、
認
知
症
で
は

予
防
の
努
力
が
及
ば
な
い
場
合
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、「
認
知
症
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
」、
と
い
う
こ
と
を
目
標
に
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
予
防
の
た
め
の
努
力
に
よ
っ
て
、
発
症
す
る

年
齢
を
遅
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
認
知
症
も
確
か
に
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
認
知
症
に
突
然
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
え
る
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、
臨
床
現
場
で
よ
く
見
聞
き
す
る
例
と
し
て
は
、「
去
年
ま
で
一
度
も
病
院
に
か
か
っ
た
こ
と
が

な
い
く
ら
い
元
気
で
活
発
だ
っ
た
高
齢
の
方
が
転
ん
で
骨
を
折
り
、
寝
た
き
り
生
活
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

結
果
、
認
知
症
が
急
速
に
進
行
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
す
。
高
齢
の
方
は
、
足
腰
の
筋

力
が
弱
っ
て
転
び
や
す
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
骨
が
加
齢
に
よ
り
も
ろ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

た
め
、
転
ん
だ
拍
子
に
足
の
骨
を
折
る
、
尻
餅
を
つ
い
て
背
骨
を
折
る
、
と
い
う
こ
と
が
多
く
あ
る
の
で

す
。
あ
る
い
は
、「
転
ん
で
頭
を
強
く
打
っ
た
結
果
、
脳
出
血
を
起
こ
し
、
血
管
性
認
知
症
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
」
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
に
よ
り
、
治
療
不
可
能
な

認
知
症
が
短
期
間
で
進
行
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
予
防
に
つ
い
て
取
り
組
む
場
合
に
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
が
確
実
に
蓄
積
さ
れ
て
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い
る
領
域
か
ら
取
り
組
む
の
が
お
す
す
め
で
す
。
し
か
し
、
現
在
の
医
学
で
は
「
認
知
症
に
な
ら
な
い
」

こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
急
激
に
発
症
・
進
行
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、「
認
知
症
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
目
標
に
だ
け
全
力
を
傾
け
る
の
で
は
な
く
、「
誰
も
が
な
る
可
能
性

が
あ
る
」「
あ
る
程
度
以
上
の
年
齢
だ
と
い
つ
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
考
え
を
も
ち
、
認
知
症

に
な
っ
た
後
の
備
え
も
し
っ
か
り
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

２
０
２
５
年
に
は
７
３
０
万
人
と
な
る
推
計
も

　

こ
こ
ま
で
、
認
知
症
が
ど
の
よ
う
な
病
気
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
今
認
知
症
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
日
本
の
高
齢
化
が
進
行
し
て
き
て
い
る
中
で
、
認
知
症
の
人
の
数
も
増
え
続
け
て
い
る
か
ら

で
す
。

　

総
務
省
統
計
局
の
発
表＊
７

に
よ
れ
ば
、
２
０
２
０
年
９
月
15
日
時
点
の
人
口
は
１
億
２
５
８
６
万
人
、
そ

の
う
ち
65
歳
以
上
は
３
６
１
７
万
人
、
人
口
の
28
・
７
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
口
に
占
め
る
65
歳
以

上
の
割
合
（
高
齢
化
率
）
は
、
世
界
で
最
も
高
く
、
２
位
の
イ
タ
リ
ア
（
23
・
３
％
）
と
は
大
き
く
差
を
つ

け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
日
本
で
は
、
こ
の
高
齢
化
率
は
さ
ら
に
上
が
り
続
け
て
お
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り
、
令
和
２
年
版
高
齢
社
会
白
書＊

８
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
に
よ

れ
ば
、
２
０
２
５
年
に
は
30
・
０
％
、
２
０
６
０
年
に
は
38
・
１
％

ま
で
上
昇
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
高
齢
者
が
増
え
て
い
く
中
で
、
認
知
症
の
人
の
数

も
増
え
て
い
く
こ
と
は
確
実
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
九
州
大
学
大

学
院
医
学
研
究
院
の
二
宮
利
治
先
生
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
有
病

率
が
年
齢
毎
に
上
昇
す
る
と
い
う
条
件
だ
と
、
２
０
２
０
年
の
認

知
症
の
人
は
約
６
３
１
万
人
、
２
０
２
５
年
に
は
約
７
３
０
万
人
、

２
０
６
０
年
に
は
約
１
１
５
４
万
人
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま

す
（
図
６
）。
こ
の
推
計
で
は
、
２
０
２
５
年
で
は
65
歳
以
上
の
５

人
に
１
人
、
２
０
６
０
年
に
は
３
人
に
１
人
が
認
知
症
と
い
う
驚

き
の
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
は
２
０
１
４
年
時
点
で

行
わ
れ
た
将
来
推
計
で
あ
る
た
め
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
よ
う
な
、

予
防
に
関
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
の
進
展
な
ど
は
考
慮
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
今
後
、
行
政
に
よ
る
対
策
や
、
個
人
の
行
動
変
容
が
起
こ
っ
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33.3

800 20

600 15

 （万人） （％）
1400 35

1200 30

400 10

200 5

0 0

2020年 2025年 2030年 2040年 2050年 2060年

631
730

830
953

1016

1154

認知症患者の人数（万人） 65歳以上のうち認知症患者の割合（%）

図6　65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率

二宮利治先生らの研究（＊9）をもとに筆者作成

33



て
い
け
ば
、
こ
こ
ま
で
高
い
割
合
に
は
な
ら
な
い
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
認

知
症
の
人
は
今
後
か
な
り
の
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
認
知
症
の
人
が
増
え
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
や
家
族
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
隣
近
所
の
人
、
仕
事
上
で
出
会
う
人
ま
で
含
め
て
、
認
知
症
の
人
と
接
す
る
機
会
が
増
え
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

認
知
症
と
「
共
生
」
し
て
い
く
こ
と

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
認
知
症
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
取
り
組
む
べ
き
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
す
。

認
知
症
は
、
多
く
の
場
合
は
予
防
が
難
し
く
、
発
症
す
る
と
ほ
と
ん
ど
の
場
合
治
療
が
困
難
で
あ
り
な
が

ら
、
一
定
以
上
の
年
齢
に
な
れ
ば
誰
も
が
な
り
え
る
病
気
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
が

確
実
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
考
え
る
べ
き
は
、「
い
か
に
認

知
症
に
な
ら
な
い
か
」「
い
か
に
認
知
症
の
問
題
を
避
け
る
か
」
で
は
な
く
、「
認
知
症
に
な
る
前
に
で
き

る
備
え
は
何
か
」
や
「
認
知
症
の
人
が
一
緒
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
ど
う
築
い
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
、
政
府
全
体
の
認
知
症
政
策
の
方
針
と
な
っ
て
い
る
「
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
」
と
い
う
も
の
が
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あ
り
（
第
５
章
で
も
解
説
し
ま
す
）、
そ
こ
で
は
図
７
の
よ

う
な
基
本
的
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
掲

げ
ら
れ
て
い
る
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
ま
さ
に
今
述

べ
て
き
た
よ
う
な
考
え
方
と
一
致
す
る
も
の
で
す
。
そ

し
て
「
予
防
」
に
つ
い
て
も
、「
認
知
症
に
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
認
知
症
に
な
る
の
を
遅
ら
せ

る
」「
認
知
症
に
な
っ
て
も
進
行
を
緩
や
か
に
す
る
」
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
医
学
的
な
考
え
方
と
も

矛
盾
し
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ

き
、
認
知
症
と
共
生
し
て
い
く
た
め
の
課
題
の
解
決
、

「
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
予
防
の
た
め
の
取

組
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
と
共
生
で
き
る
社
会
づ
く
り
、
適
切
な
予
防

の
推
進
、
こ
れ
ら
の
普
及
・
啓
発
の
た
め
の
課
題
は

様
々
な
領
域
に
及
ぶ
た
め
、
本
書
で
は
そ
の
全
て
を
解

認知症施策推進大綱の基本的考え方

◉認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になるこ
となどを含め、多くの人にとって身近なものとなっている。認知症の発症を
遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、
認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とし
て施策を推進していく。

◉「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、
また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味である。 

引き続き、生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、周囲や地
域の理解と協力の下、本人が希望を持って前を向き、力を活かしていくこと
で極力それを減らし、住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮ら
し続けることができる社会を目指す。

◉「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になる
のを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味である。

図7　認知症施策推進大綱の基本的考え方 認知症施策推進大綱（＊10）より抜粋（下線・太字は筆者）
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説
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
ほ
ぼ
全
て
の
人
が
関
わ
る
課
題
の
一
つ
で
あ
る
お
金
の
問
題
に
つ
い
て

本
書
で
は
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！
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