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企画に当たって

識者に問う

認知症の人が
自分らしく生きる社会に

わたしの構想

高齢化の進展に伴い、認知症の人が増加している。
認知症の人が自分らしく暮らし続けられるために、
いま社会に何が求められているのだろうか。
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高齢化の進展に伴い、認知症の人が

増加している。

いまの社会に、認知症の人が自分ら

しく暮らし続けられる準備は整って

いるだろうか。

早急の取り組みが求められている。

何が必要か、議論する。

認知症の人が
自分らしく生きる社会に



企
画
に
当
た
っ
て

A B O U T  T H I S  I S S U E

　

今
か
ら
五
年
後
の
二
〇
二
五
年
、
団
塊
の
世
代
が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
に
な
り
、
日
本
に
い
よ
い
よ
超
高
齢
社
会
が
到
来
す
る
。
こ
の

年
の
認
知
症
患
者
は
七
〇
〇
万
人
程
度
と
の
予
想
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
後
期
高
齢
者
が
増
え
る
た
め
、
そ
の
人
数
は
急
増
す
る
見
込
み

で
あ
る
。
認
知
症
の
人
た
ち
へ
の
適
切
な
対
応
を
社
会
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
本
人
の
生
活
の
質
が
低
下
し
て
し
ま
い
か
ね
な

い
ほ
か
、
そ
の
家
族
の
働
き
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
懸
念
が
あ
る
。
ま
た
、
社
会
や
経
済
へ
の
影
響
も
大
き
く
、
人
手
不
足
の
介
護
制
度

を
維
持
し
て
い
く
こ
と
や
、
交
通
事
故
の
増
加
、
金
融
資
産
の
不
動
化
に
ど
う
対
処
す
る
か
な
ど
、
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

急
増
す
る
認
知
症
の
人
た
ち
と
、
ど
う
共
生
し
て
い
く
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日

本
で
も
、
省
庁
、
自
治
体
や
医
学
界
だ
け
で
な
く
、
産
官
学
が
協
力
し
て
、
分
野
横
断
的
に
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
社
会
を
築
く
重

要
性
が
、
成
長
戦
略
な
ど
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
や
取
り
組
み
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
号
で
は
、
こ

の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
方
々
に
、
専
門
分
野
か
ら
み
て
、
認
知
症
の
人
た
ち
へ
の
現
状
の
対
応
で
何
が
足
り
な

い
と
考
え
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
共
生
社
会
を
築
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
ご
意
見
を
伺
っ
た
。

　

ま
ず
、
認
知
症
に
つ
い
て
、
医
学
的
に
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
予
防
や
特
効
薬
は
な
か
な
か
出
現
が
難
し
い
と

い
う
見
方
が
多
い
が
、
そ
う
し
た
見
方
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
認
知
症
研
究
で
知
ら
れ
る
東
京
大
学
の
岩
坪
教
授

は
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
の
認
知
症
は
脳
の
老
化
に
よ
り
、
あ
る
種
の
た
ん
ぱ
く
質
が
脳
に
た
ま
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

治
療
薬
開
発
は
難
し
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
認
知
機
能
低
下
の
治
療
薬
が
出
現
す
る
可
能
性
が
出
て
き
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
治
療
薬
の
早
い
段
階
か
ら
の
投
与
が
予
防
的
な
効
果
を
持
つ
こ
と
へ
の
期
待
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
認
知
症
を
誰
も
が
か
か
る
可
能
性
の
あ
る
自
然
な
老
化
現
象
の
一
つ
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
認
知
症
の
治
療
薬

の
開
発
は
、
今
後
の
高
齢
社
会
に
と
っ
て
優
先
度
の
高
い
取
り
組
み
で
あ
り
、
こ
れ
を
政
策
的
に
も
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

　

先
進
国
で
は
認
知
症
の
人
と
共
生
す
る
社
会
を
目
指
す
動
き
が
近
年
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。
最
も
先
進
的
な
動
き
と
考
え
ら
れ
る
の

が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
のDem

entia Forum
 X

で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
室
の
シ
ル
ビ
ア
王
妃
が
旗
を
振
り
、
医
療
研
究
で
世
界
最
高

峰
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
カ
ロ
リ
ン
ス
カ
研
究
所
が
認
知
症
の
人
た
ち
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を
提
供
し
、
産
官
学
が
一

緒
に
な
っ
て
認
知
症
の
人
が
自
立
し
て
生
活
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
家
具
メ
ー
カ
ー
の
イ
ケ
ア
は
、
高
齢
者

で
も
住
み
や
す
い
住
宅
づ
く
り
な
ど
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
の
ヘ
ー
グ
ベ
リ
氏
は
、
こ
の
取
り
組
み

に
は
「
認
知
症
の
あ
る
人
は
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
」
と
い
う
精
神
が
あ
る
と
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
活
動
に
お
い
て
、

認
知
症
の
人
た
ち
は
、
社
会
か
ら
敬
意
を
も
っ
て
遇
さ
れ
、
そ
の
家
族
が
支
援
さ
れ
る
。
実
際
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
頼
れ
る
人
が
周

認
知
機
能
低
下
の
治
療
薬
が
出
現
す
る
可
能
性

Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
総
合
研
究
開
発
機
構 

理
事
／
日
本
総
合
研
究
所 

理
事
長

翁 

百
合

認
知
症
の
人
が

自
分
ら
し
く
生
き
る
社
会
に

―
当
事
者
の
尊
厳
が
保
た
れ
る
社
会
の
あ
り
方
と
は
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向
し
、
仕
事
を
し
て
お
り
、
生
き
生
き
と
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
高
齢
者
の
主
体
的
な
意
思
や
希
望
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
目
指
す
べ
き

と
い
う
提
言
は
、
認
知
症
の
人
と
共
生
す
る
社
会
を
作
る
た
め
の
基
本
と
い
え
よ
う
。
介
護
の
報
酬
体
系
を
自
立
支
援
型
に
し
て
い
く
べ

き
と
の
意
見
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
現
場
か
ら
の
こ
う
し
た
提
言
を
政
府
は
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

り
に
い
な
く
て
も
、
認
知
症
の
人
の
身
の
回
り
す
べ
て
の
こ
と
を
地
方
自
治
体
が
支
援
す
る
と
い
う
取
り
組
み
が
、
来
年
に
は
全
国
に
広

ま
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
精
神
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
。
日
本
で
も
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
取
り
組
み
で
あ
る
。

　

認
知
症
の
人
た
ち
が
抱
え
て
い
る
具
体
的
な
課
題
と
し
て
、
ま
ず
、
認
知
症
の
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
く
た
め
の
資
産
管
理
を
ど
う
す

る
の
か
、
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
認
知
症
の
人
が
保
有
す
る
金
融
資
産
は
一
〇
〇
兆
円
を
超
え
、
こ
れ
が
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

は
日
本
経
済
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
慶
應
義
塾
大
学
の
駒
村
教
授
は
、
社
会
全
体
で
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
を
助
け
る
、

認
知
症
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
仕
組
み
を
作
る
べ
き
だ
と
提
言
し
、
日
本
で
は
特
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
認
知
症
の
人
た
ち
へ
の
支
援
が
遅
れ
て

い
る
と
指
摘
す
る
。
認
知
症
の
人
が
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
音
声
認
識
で
口
座
を
保
護
で
き
る
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス

の
銀
行
の
取
り
組
み
な
ど
は
、
示
唆
に
富
む
。

　

同
様
の
技
術
革
新
の
活
用
を
介
護
現
場
で
実
践
し
て
い
る
の
が
、
株
式
会
社
エ
ク
サ
ウ
ィ
ザ
ー
ズ
で
あ
る
。
同
社
の
前
川
氏
は
、
多
忙

な
介
護
現
場
で
は
ケ
ア
ス
キ
ル
の
向
上
に
時
間
を
充
て
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
介
護
現
場
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
も
、
質
の
高

い
介
護
の
「
型
」
の
普
及
が
重
要
と
指
摘
す
る
。
同
社
は
全
国
で
研
修
を
行
う
ほ
か
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
て
遠
隔
で
指
導
を
行
う
ア
プ
リ
を

開
発
し
て
い
る
。
今
後
は
、
介
護
さ
れ
る
人
の
行
動
に
応
じ
て
ケ
ア
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
を
追
求
し
、
そ
の
た
め
の
デ
ー
タ
構
築
を
進

め
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
デ
ー
タ
や
Ａ
Ｉ
と
い
っ
た
技
術
革
新
は
、
介
護
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
カ
ギ
に
な
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

認
知
症
の
人
に
集
合
住
宅
を
提
供
し
て
い
る
株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
ウ
ッ
ド
の
下
河
原
氏
は
、
認
知
症
の
人
た
ち
の
失
敗
を
許
容
す
る
寛

容
な
社
会
を
作
る
こ
と
が
必
要
だ
と
提
言
す
る
。
同
社
が
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
は
、
希
望
す
る
人
は
自
立
を
志

本
人
の
主
体
的
な
意
思
や
希
望
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
に

翁�

百
合
（
お
き
な
・
ゆ
り
）�

Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
総
合
研
究
開
発
機
構
理
事
。
日
本
総
合
研
究
所
理
事
長
。
京
都
大
学
博
士
（
経
済
学
）。
経
済
産
業
省
産
業
構

造
審
議
会
委
員
他
、
公
職
も
多
数
。

超
高
齢
社
会
、
認
知
症
、
本
人
の
生
活
の
質
の
低
下
、
社
会
や
経
済
へ
の
影
響
、

分
野
横
断
的
に
共
生
社
会
を
築
く
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識　者　に　問　う
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認
知
症
や

周
囲
の
人
び
と
が

抱
え
る
課
題
は
何
か
。

当
事
者
が
尊
厳
を
も
っ
て

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
、

何
が
必
要
か
。

インタビュー実施：2020 年 1 月～ 2月
聞き手：榊麻衣子（NIRA 総研研究コーディネーター・研究員）、北島あゆみ（同）
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東京大学大学院医学系研究科 教授岩坪 威
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に
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う
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識 者 が 読 者 に 推 薦 す る １ 冊

認
知
症
の
予
防
治
療
に
取
り
組
む

岩
坪 

威

東
京
大
学
大
学
院

医
学
系
研
究
科 

教
授

知
症
の
多
く
を
占
め
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
を
発
症
す
る
最
大
の
リ
ス
ク
は
、
脳
の
老
化
だ
。
脳
が

老
化
す
る
に
つ
れ
て
、
病
因
と
な
る
タ
ン
パ
ク
質
が
脳
に
た
ま
り
や
す
く
な
り
、
病
気
の
引
き
金
と

な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
が
脳
に
蓄
積
し
て
神
経
細
胞
が
死
ん
で
い
き
、

脳
が
萎
縮
す
る
こ
と
で
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
を
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

世
界
中
で
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
に
結
合
し
て
、
そ
の
除
去
を
促
進
す
る
抗
体

医
薬
だ
。
こ
れ
が
開
発
さ
れ
れ
ば
、
神
経
細
胞
が
死
ん
で
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
直
接
作
用
す
る
根
本
的
な
治

療
法
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
開
発
は
苦
戦
し
て
き
て
い
た
。
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
は
減
ら
せ
て
も
、
肝
心
の
認
知

機
能
に
効
果
が
出
る
薬
が
現
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
中
で
、
昨
秋
「
ア
デ
ュ
カ
ヌ
マ
ブ
」
と
い
う
新

薬
が
初
め
て
、
認
知
機
能
の
低
下
に
対
す
る
効
果
を
示
し
、
初
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
治
療
薬
と
な
る
か
、
注

目
さ
れ
て
い
る
。
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
今
年
い
っ
ぱ
い
米
国
な
ど
の
規
制
当
局
に
よ
る
審
査
を
経
て

決
ま
る
。

　

私
が
着
目
し
て
い
る
の
は
、「
予
防
治
療
」
だ
。
神
経
細
胞
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
る
ま
で
減
っ
て

初
め
て
症
状
が
出
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
神
経
細
胞
の
減
少
は
す
で
に
不
可
逆
的
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ミ
ロ

イ
ド
β
の
蓄
積
が
始
ま
っ
て
も
、
一
〇
～
一
五
年
ぐ
ら
い
は
認
知
機
能
の
障
害
は
出
な
い
。
こ
の
時
期
に
、

投
薬
な
ど
の
方
法
で
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
の
蓄
積
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
ら
れ
れ
ば
、
危
機
的
な
レ
ベ
ル
ま
で
神
経

細
胞
の
減
少
が
進
ん
で
し
ま
う
の
を
遅
ら
せ
、
予
防
が
あ
る
程
度
成
功
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

欧
米
で
も
、
先
進
的
な
人
は
、
予
防
治
療
に
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
と
考
え
始
め
て
い
る
。
新
薬
の
開
発

に
は
、
ま
ず
は
「
無
症
状
だ
が
脳
内
で
変
化
が
始
ま
っ
て
い
る
人
」
へ
の
治
験
が
必
要
な
の
だ
が
、
症
状
が

現
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
該
当
す
る
人
を
探
す
の
が
難
し
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
候
補

と
な
る
人
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
研
究
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
者
を
募
る
こ
と
に
し
た
。
五
〇
～
八
五
歳
の

健
康
な
人
を
募
集
し
治
験
す
る
「
ト
ラ
イ
ア
ル
・
レ
デ
ィ
・
コ
ホ
ー
ト
（
Ｊ
︲
Ｔ
Ｒ
Ｃ
）」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
注
）

を
昨
秋
よ
り
開
始
し
た
と
こ
ろ
だ
。
二
〇
二
五
年
に
は
、
国
内
の
認
知
症
の
患
者
数
は
七
三
〇
万
人
に
増
加

す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
認
知
症
を
予
防
で
き
る
未
来
の
実
現
に
向
け
て
、
全
力
を
尽
く
し
た
い
。

（
注
）
以
下
を
参
照
。https://www.j-trc.org

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
と
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
発
症
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
、
根
本
的
治
療
薬
の
創
出
を
研
究
す
る
。
医
学
博
士
。
東
京
大
学

医
学
部
卒
業
。
東
京
大
学
神
経
内
科
入
局
。
東
京
大
学
大
学
院
薬
学
系
研
究
科
教
授
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
よ
り
現
職
。
二
〇
一
一
年
か

ら
は
東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院 

早
期
・
探
索
開
発
推
進
室
長
を
兼
務
す
る
。
公
職
も
多
数
。
岩
坪
教
授
が
研
究
代
表
を
務
め
る
「
Ｊ

︲
Ｔ
Ｒ
Ｃ
」
は
、
認
知
症
予
防
薬
の
開
発
を
め
ざ
す
国
内
最
大
の
オ
ン
ラ
イ
ン
研
究
参
加
者
募
集
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
研
究
は
東
京
大
学
の

研
究
チ
ー
ム
が
中
核
と
な
り
、
学
会
、
全
国
の
医
療
研
究
機
関
、
製
薬
企
業
、
諸
外
国
と
連
携
し
て
進
め
ら
れ
る
。

岩
坪 

威
（
い
わ
つ
ぼ
・
た
け
し
）

アルツハイマー病 UPDATE
『医学のあゆみ』2016年 257巻 5号 第 5土曜特集、医歯薬出版

認
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識 者 が 読 者 に 推 薦 す る １ 冊

あ
な
た
は一人
で
は
な
い

ペ
ー
ル
エ
リ
ッ
ク・

ヘ
ー
グ
べ
リ

駐
日
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

特
命
全
権
大
使

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
日
本
で
も
、
人
び
と
の
平
均
寿
命
は
大
き
く
伸
び
、
高
齢
者
が
た
く
さ
ん
暮
ら
し

て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
口
は
一
〇
〇
〇
万
人
。
う
ち
認
知
症
の
あ
る
人
は
一
六
万
人
い
る
。

政
府
は
高
齢
者
ケ
ア
の
従
事
者
を
増
や
す
た
め
、
資
金
を
投
じ
て
き
た
。
認
知
症
に
な
っ
て
、
た
と
え
親
兄

弟
や
頼
る
べ
き
人
が
周
囲
に
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
日
々
の
買
い
物
か
ら
、
住
宅
、
衛
生
、
資
産
管
理
ま

で
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
来
年
に
は
、
認
知
症
ケ
ア
へ
の
よ
り
包
括
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
、
全
国
ど
こ
で
で
も
、
認
知
症
の
あ
る
人
へ
の
適
切
な
支
援
と
介
入
が
保
証
さ
れ

る
予
定
だ
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
身
体
上
・
精
神
上
の
障
が
い
や
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
を
は
じ
め
と
す
る
性
感
染
症
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
病
が
未
だ
に
社
会
の
「
ス
テ
ィ
グ
マ
」（
偏
見
や
汚
名
の
対
象
）
と
な
っ
て
い
る
。
認
知
症
も
、

そ
の
一
つ
だ
。
政
府
は
認
知
症
ケ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
用
意
し
て
い
る
が
、
認
知
症
に
な
っ
た
ら
社
会

か
ら
姿
を
消
し
、
あ
と
は
家
族
の
問
題
と
な
る
と
い
う
状
況
が
依
然
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
変
え
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
今
回
紹
介
す
るDem

entia Forum
 X

の
意
義
は
、
ま
さ
に
認
知
症
を
「
人
生
の
自
然
」
で

スあ
る
と
し
て
話
す
こ
と
に
そ
の
核
心
が
あ
る
。

　
「Dem

entia Forum
 X

」
は
認
知
症
を
テ
ー
マ
に
し
た
民
間
の
会
議
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
二
〇
一
五
年

か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
日
本
の
外
交
樹
立
一
五
〇
周
年
と
な
っ
た
二
〇
一
八
年
に
は
、

東
京
で
も
開
催
さ
れ
た
。
創
設
者
は
、
高
齢
者
ケ
ア
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
福
祉
研
究
所
、
そ
し

て
シ
ル
ビ
ア
ホ
ー
ム
財
団
な
ど
の
民
間
団
体
で
、
カ
ロ
リ
ン
ス
カ
研
究
所
な
ど
が
運
営
し
て
い
る
。
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
は
、
支
援
団
体
や
各
国
の
政
府
関
係
者
、
研
究
者
の
ほ
か
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
国
際
機
関
、

世
界
を
リ
ー
ド
す
る
企
業
幹
部
な
ど
、
多
様
な
セ
ク
タ
ー
の
専
門
家
や
利
害
関
係
者
が
参
加
し
た
。

　

社
会
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
人
び
と
が
会
議
に
関
与
す
る
こ
と
で
、「
認
知
症
は
隠
す
べ
き
ス
テ
ィ
グ

マ
で
は
な
く
、
堂
々
と
話
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
あ
な
た
は
一
人
で
は
な
く
、
あ
な
た
に
は
サ
ポ
ー
ト

を
受
け
る
権
利
が
あ
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
信
さ
れ
る
。
ご
自
身
の
母
親
が
認
知
症
で
あ
る
シ
ル
ビ

ア
王
妃
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
活
動
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
の
意
識
を
変
え
る
大
き
な
原
動
力
に

な
っ
て
い
る
。
認
知
症
の
あ
る
人
が
社
会
か
ら
敬
意
を
も
っ
て
遇
さ
れ
、
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
社
会
を
構

築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
〇
一
九
年
秋
に
駐
日
大
使
に
着
任
。
在
南
ア
フ
リ
カ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
館
一
等
書
記
官
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
芸
術
評
議
会
国
際
部
課
長
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
外
務
省
ア
フ
リ
カ
局
局
長
、
駐
ベ
ト
ナ
ム
大
使
な
ど
を
歴
任
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
認
知
症
ケ
ア
の
国

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
認
知
症
の
人
び
と
の
立
場
に
立
っ
た
視
点
を
重
視
す
る“Person-centred 

Care”

の
理
念
が
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
き
推
奨
さ
れ
る
ケ
ア
と
さ
れ
な
い
ケ
ア
、
質
と
効
果
の
適
切
な
指
標
や

期
待
さ
れ
る
結
果
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ペ
ー
ル
エ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ー
グ
べ
リ
（Pereric Högberg

）

Sofia Widén, William Haseltine〔2017〕

Aging with Dignity
Innovation and Challenge in Sweden
̶The Voice of Elder Care Professionals

Nordic Academic Press
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識 者 が 読 者 に 推 薦 す る １ 冊

金
融
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
制
度
を
、

認
知
症
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に

駒
村
康
平

慶
應
義
塾
大
学
経
済
研
究
所

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
研
究

セ
ン
タ
ー
長

在
、
七
五
歳
以
上
の
四
人
に
一
人
が
認
知
症
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
人
生
の
後
半
部
分
に
は
、
医
療
、

介
護
、
住
宅
、
資
産
管
理
、
事
業
承
継
、
相
続
な
ど
、
金
銭
や
資
金
繰
り
に
関
連
す
る
問
題
が
集
中

す
る
。
認
知
症
の
方
で
な
く
て
も
、
意
思
決
定
が
難
し
い
課
題
ば
か
り
だ
。
日
本
に
お
け
る
家
計
の
資
産
残

高
の
二
五
％
は
、
七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
保
有
し
て
お
り
、
単
純
に
計
算
す
る
と
、
認
知
症
の
方
の
保
有

し
て
い
る
資
産
額
は
一
〇
〇
兆
円
を
超
え
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
額
の
資
産
を
も
つ
認
知
症
の
方
を
、

誰
が
、
ど
う
支
え
て
い
く
の
か
。
個
人
個
人
が
早
め
の
備
え
を
す
る
こ
と
は
重
要
だ
が
、
そ
れ
に
も
限
界
が

あ
る
。
金
融
機
関
を
は
じ
め
、
社
会
全
体
で
、
高
齢
者
の
意
思
決
定
を
支
え
る
新
し
い
制
度
や
環
境
、
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
を
作
る
備
え
が
求
め
ら
れ
る
。

　

認
知
症
が
重
度
に
進
み
、
合
理
的
な
判
断
が
で
き
な
い
人
に
は
「
成
年
後
見
人
制
度
」
が
用
意
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
認
知
症
か
ど
う
か
本
人
も
周
囲
も
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
と
い
う
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
期
の
人
へ

の
支
援
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
経
済
活
動
に
関
す
る
人
間
の
判
断
力
は
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
、
四
〇
代
か

ら
五
〇
代
で
ピ
ー
ク
に
な
る
。
そ
れ
以
降
は
認
知
機
能
の
緩
や
か
な
低
下
と
と
も
に
、
複
雑
な
選
択
肢
の
比

現較
検
討
が
苦
手
に
な
り
、
自
分
の
能
力
を
過
信
す
る
「
自
信
過
剰
」
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
相
手
の
説
明
に

よ
っ
て
意
思
決
定
に
影
響
を
受
け
や
す
く
な
る
こ
と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
金
融
機
関
に
と
っ
て

は
、
窓
口
に
来
た
人
が
ど
の
程
度
の
判
断
能
力
が
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
、
金

融
機
関
側
が
判
断
力
の
低
下
に
つ
け
込
む
よ
う
な
商
取
引
を
行
わ
な
い
よ
う
、
厳
し
い
倫
理
観
が
求
め
ら
れ

る
。

　

成
年
後
見
人
制
度
は
、
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
人
を
保
護
し
、
支
援
す
る
制
度
だ
が
、
本
人
の
決

定
権
は
制
限
さ
れ
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
は
認
知
症
の
診
断
で
本
人
口
座
を
凍
結
す
る
と
い
っ
た
対
応
と
な

る
が
、
こ
れ
は
訴
訟
な
ど
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
対
策
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
認
知
症
が
あ
っ
て
も
本
人

の
意
思
が
な
る
べ
く
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
社
会
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
イ
ギ

リ
ス
の
一
部
の
銀
行
で
は
パ
ス
ワ
ー
ド
を
本
人
が
記
憶
し
て
い
な
く
て
も
、
音
声
認
識
で
口
座
を
保
護
で
き

る
。
高
齢
者
の
残
存
判
断
力
を
考
慮
し
、
認
知
機
能
が
落
ち
て
も
本
人
が
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

サ
ポ
ー
ト
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
銀
行
で
の
預
金
の
引
き
出
し
に
限
ら
ず
、
医
療

や
介
護
に
加
え
生
活
支
援
な
ど
の
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
の
ア
レ
ン
ジ
ま
で
、
経
済
活
動
全
般
へ
の
サ
ポ
ー
ト
が

不
可
欠
で
あ
る
。

少
子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
改
革
を
研
究
す
る
。
博
士
（
経
済
学
）。
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
課
程

単
位
取
得
退
学
。
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
研
究
員
、
東
洋
大
学
教
授
等
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
よ
り
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学

部
教
授
（
現
職
）。
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
は
二
〇
一
六
年
発
足
。
老
年
学
や
認
知
科
学
、
脳
・
神

経
科
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
、
認
知
機
能
低
下
で
起
こ
る
社
会
問
題
を
研
究
す
る
。
社
会
保
障
審
議
会
委
員
、
金
融
庁
金
融
審
議
会
市
場

Ｗ
Ｇ
委
員
な
ど
、
公
職
多
数
。『
日
本
の
年
金
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
ほ
か
、
著
書
多
数
。

駒
村
康
平
（
こ
ま
む
ら
・
こ
う
へ
い
）

駒村康平（編著）〔2019〕

エッセンシャル金融ジェロントロジー
高齢者の暮らし・健康・資産を考える

慶應義塾大学出版会
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識 者 が 読 者 に 推 薦 す る １ 冊 「
ユマニ
チ
ュ
ー
ド
」
と
「
ケ
ア
コ
チ
」
で
、

質
の
高
い
認
知
症
ケ
ア
の
担
い
手
を
増
や
す

前
川
智
明

株
式
会
社
エ
ク
サ
ウ
ィ
ザ
ー
ズ

C
are Tech

部
長

イヴ・ジネスト、ロゼスト・マレスコッティ、本田美和子〔2018〕

家族のためのユマニチュード
“その人らしさ”を取り戻す、優しい認知症ケア

誠文堂新光社

知
症
は
今
後
の
超
高
齢
社
会
に
お
い
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
社
会
課
題
の
一
つ
だ
。
そ
の
課
題
解
決

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
て
、
質
の
高
い
ケ
ア
の
「
型
」
を
広
め
る
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
介
護
の
現
場
は
多
忙
で
、
ケ
ア
ス
キ
ル
の
向
上
な
ど
に
あ
ま
り
時
間
を

充
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、自
己
流
で
ケ
ア
を
し
て
い
る
も
の
の
、結
果
が
伴
わ
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
る
。「
型
」

を
知
る
こ
と
で
、
と
き
に
驚
く
ほ
ど
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
の
高
い
ケ
ア
の
担
い
手
を
世
の

中
に
増
や
し
て
い
く
た
め
に
、
よ
り
良
い
や
り
方
を
教
示
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
着
目
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
発
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
と

い
う
手
法
。
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
を
す
る
人
と
ケ
ア
を
受
け

る
人
と
が
良
い
関
係
を
築
く
こ
と
を
ケ
ア
の
目
的
と
し
て
い
る
。
介
護
の
幅
広
い
領
域
で
活
用
さ
れ
て
お
り
、

認
知
症
で
も
効
果
的
だ
。
エ
ク
サ
ウ
ィ
ザ
ー
ズ
は
、
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
研
修
を
全
国
で
実
施
し
て
お
り
、

自
治
体
と
提
携
し
て
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
導
入
に
よ
る
効
果
検
証
も
進
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
福
岡
市
と
の
取

り
組
み
の
例
で
は
、
家
族
介
護
者
向
け
の
二
時
間
の
研
修
で
、
受
講
一
か
月
後
に
は
介
護
者
の
負
担
感
が
三

認割
減
る
な
ど
の
効
果
も
み
え
て
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
研
修
だ
け
で
は
、
伝
え
ら
れ
る
「
型
」
に
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｉ
を

活
用
し
た
動
画
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
リ
「
ケ
ア
コ
チ
」
の
提
供
も
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ケ
ア
現

場
に
お
け
る
実
際
の
ケ
ア
の
シ
ー
ン
を
撮
影
し
、
そ
の
動
画
を
遠
隔
に
い
る
ベ
テ
ラ
ン
ス
タ
ッ
フ
や
専
門
家

が
ア
プ
リ
上
で
確
認
し
、
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ケ
ア
の
場
の
み
な
ら
ず
、
申
し

送
り
事
項
の
簡
単
な
共
有
に
も
活
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。「
ケ
ア
コ
チ
」
に
蓄
積
さ
れ
た
動
画
デ
ー
タ
を

Ａ
Ｉ
が
解
析
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
自
身
が
ケ
ア
の
指
導
を
し
た
り
、
動
画
の
シ
ー
ン
解
析
を
す
る
こ
と
で
、

よ
り
利
用
者
に
と
っ
て
も
活
用
し
や
す
い
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
進
化
さ
せ
て
い
く
予
定
だ
。

　

ま
た
、
ケ
ア
を
さ
れ
る
人
の
行
動
の
文
脈
に
応
じ
て
ケ
ア
の
内
容
を
変
え
て
い
く
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
も
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
認
知
症
の
ご
本
人
の
方
々
の
協
力
も
仰
ぎ
な
が
ら
、
行
動
の
裏
に
あ
る
文
脈

を
理
解
し
、
そ
れ
と
ケ
ア
の
内
容
を
結
び
付
け
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
介
護
業
界
横

断
で
使
え
る
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
す
る
こ
と
で
、
業
界
横
断
で
ケ
ア
の
質
を
底
上
げ
し
て
い
き
た
い
。

株
式
会
社
エ
ク
サ
ウ
ィ
ザ
ー
ズCare Tech

事
業
の
責
任
者
。
同
社
は
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
開
発
に
よ
り
、
産
業
の
革
新
や
社

会
課
題
解
決
を
提
供
す
る
二
〇
一
六
年
設
立
の
企
業
。Care Tech

事
業
で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
て
、
国
内
ど
こ
で
も
安
心
に

ケ
ア
が
受
け
ら
れ
、
健
全
に
歳
を
重
ね
ら
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
に
よ
る
歩
行
解
析
や
、
実
際
の
ケ
ア
が
将
来
の
要

介
護
度
の
抑
制
に
ど
の
程
度
イ
ン
パ
ク
ト
が
も
た
ら
す
か
を
可
視
化
す
る
Ａ
Ｉ
の
開
発
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。
東
京
工
業
大
学
大
学
院
物

理
電
子
シ
ス
テ
ム
創
造
専
攻
修
了
。
ソ
ニ
ー
、
ボ
ス
ト
ン
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
経
て
、
二
〇
一
九
年
よ
り
現
職
。

前
川
智
明
（
ま
え
か
わ
・
と
も
あ
き
）
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E X P E R T  O P I N I O N SR E C O M M E N D E D

識 者 が 読 者 に 推 薦 す る １ 冊

認
知
症
の
あ
る
方
に
教
え
て
も
ら
う
社
会

下
河
原
忠
道

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
ウ
ッ
ド

代
表
取
締
役村上智彦〔2008〕

村上スキーム
地域医療再生の方程式

エイチエス

知
症
と
い
う
と
、
正
し
い
知
識
の
な
い
人
は
、
脳
の
萎
縮
が
進
行
し
た
重
度
と
呼
ば
れ
る
症
状
だ
け

を
連
想
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
世
の
中
も
家
族
も
、
そ
の
人
を
「
認
知
症
の
人
」
と
し
か
見
な
く

な
る
。
財
布
を
持
つ
な
、
外
出
も
す
る
な
、
と
で
き
る
こ
と
で
も
ど
ん
ど
ん
先
回
り
し
て
奪
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
多
く
の
当
事
者
は
や
れ
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
楽
し
く
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
失

敗
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
大
事
な
の
は
、
認
知
症
に
よ
る
失
敗
を
許
容
す
る
「
寛
容
性
」
を
社
会
の
側
が
手
に

入
れ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
認
知
症
の
あ
る
方
か
ら
寛
容
性
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

　

私
が
認
知
症
体
験
の
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
（
Ｖ
Ｒ
）
を
開
発
し
た
の
も
、
認
知
症
の
あ
る
人
が
ど

ん
な
世
界
を
生
き
、
何
に
困
っ
て
い
る
か
を
周
囲
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
だ
。
こ
れ
ま
で
六
万
人
に

及
ぶ
家
族
や
医
療
関
係
者
、
企
業
や
自
治
体
の
人
に
当
事
者
の
感
情
を
追
体
験
し
て
も
ら
っ
た
。
皆
、
身
に

つ
ま
さ
れ
る
思
い
だ
っ
た
と
言
う
。
何
よ
り
も
知
っ
て
ほ
し
い
の
は
、認
知
症
が
あ
る
人
は
「
困
っ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
だ
。
ふ
だ
ん
通
り
に
電
車
に
乗
っ
て
い
た
の
に
、
降
り
る
駅
が
急
に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
普
通
に
広
が
っ
て
い
た
世
界
が
突
然
、
不
確
か
に
な
る
怖
さ
は
、
本
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
。
昼
食
を

認食
べ
た
か
、
何
度
も
家
族
に
聞
い
て
し
ま
う
。
誰
か
を
困
ら
せ
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
忘
れ
て
し
ま
っ
た
本

人
が
一
番
困
っ
て
い
る
の
に
、
怒
ら
れ
て
し
ま
う
。「
私
は
何
で
こ
ん
な
に
怒
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
、
悲
し
い
」

と
い
う
話
を
た
く
さ
ん
聞
い
て
き
た
。

　

弊
社
が
運
営
す
る
高
齢
者
住
宅
は
、
い
わ
ば
、
仕
事
付
き
高
齢
者
住
宅
だ
。
軽
度
認
知
障
害
を
含
め
る
と
、

入
居
者
の
九
割
は
認
知
症
が
あ
る
が
、
希
望
す
る
人
は
併
設
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
や
駄
菓
子
屋
で
働
い
て
い
る
。

適
性
に
応
じ
て
作
業
の
分
解
を
行
え
ば
、
認
知
症
が
あ
っ
て
も
十
分
働
け
る
。
時
に
は
入
居
者
が
行
方
不
明

に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
い
う
と
き
は
皆
で
探
し
に
行
く
。
失
敗
し
た
ら
と
い
う
本
人
の
不
安
を
助
長

す
る
の
で
は
な
く
、
寛
容
さ
を
持
っ
て
、
働
く
人
が
失
敗
を
し
な
い
よ
う
合
理
的
な
配
慮
を
す
る
こ
と
が
、

私
た
ち
の
役
割
で
あ
る
。
こ
う
し
た
福
祉
的
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
く
事
業
が
も
っ
と
展
開
さ
れ
、
認
知
症

の
有
無
に
関
係
な
く
、
高
齢
者
の
主
体
的
な
意
思
や
希
望
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
や
制
度
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

国
は
自
立
支
援
の
政
策
と
い
い
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
介
護
が
重
度
化
し
た
方
が
事
業
者
の
採
算
が
と
れ
る

よ
う
な
仕
組
み
の
ま
ま
だ
。
介
護
度
に
応
じ
て
報
酬
額
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
制
度
そ
の
も
の
を
改
革
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
ウ
ッ
ド
代
表
取
締
役
。
同
社
は
下
河
原
氏
が
薄
板
軽
量
形
鋼
造
事
業
で
二
〇
〇
〇
年
に
設
立
し
た
企
業
。
高
齢
者
向

け
住
宅
を
受
注
し
た
の
を
機
に
、
二
〇
〇
五
年
よ
り
高
齢
者
住
宅
の
開
発
・
設
計
を
始
め
た
。
同
社
が
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者

向
け
住
宅
「
銀
木
犀
」
は
現
在
一
二
棟
。
入
居
者
の
自
由
や
自
主
性
を
重
ん
じ
る
と
と
も
に
、
高
品
質
な
イ
ン
テ
リ
ア
や
建
築
に
よ
り
上

質
な
環
境
を
実
現
し
て
お
り
、
人
気
が
高
い
。「
Ｖ
Ｒ
認
知
症
」
は
銀
木
犀
入
居
者
の
声
や
体
験
か
ら
着
想
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
自
由

な
発
想
で
業
種
の
枠
を
超
え
て
活
躍
す
る
実
業
家
。
一
般
社
団
法
人
高
齢
者
住
宅
協
会
理
事
。

下
河
原
忠
道
（
し
も
が
わ
ら
・
た
だ
み
ち
）
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データで 見る 自分らしく生きる社会に
認知症の人が

65 歳以上人口の約 4人に 1人は認知症または軽度認知障害（MCI）
約 7人に 1人は認知症� ※前者は 2012年時点、後者は 2018年時点の数字

出所）� Jack�CR�Jr,�Knopman�DS,�Jagust�WJ,�Shaw�LM,�Aisen�PS,�Weiner�MW,�Petersen�RC�&�Trojanowski�JQ.�（2010）
“Hypothetical�model�of�dynamic�biomarkers�of�the�Alzheimer’s�pathological�cascade,”��Lancet�Neurol

ྸผにͨݟೝͷ༗පʢ����࣌ʣ

ΞϧπϋΠϚʔපがൃする·Ͱͷܦա

0 100（％）80604020

ࠩผΛड͚ͨͱ͑ͨਓͷׂ߹ɿೝױ者ɺՈɺέΞϫʔΧʔにฉ͘

ユマニチュードは、「見る」「話す」「触る」などの行為を通じて「あなたは私にとって大切な
存在です」と伝えるケア手法。急性期病院に搬入されたアルツハイマー病の患者3名に対して、
ユマニチュードケアを実施したところ、それまでの患者の攻撃的な行動はほぼなくなり、ケア
が受け入れられた。

アルツハイマー病は、脳が老化するにつれて、病因タンパク質「アミロイドβ」が脳に蓄積す
ることで発症する。アミロイドβが脳に蓄積すると、神経細胞が死んでいき、脳が萎縮してし
まう。そこで、発症前にアミロイドβを投薬で除去しようとする「予防治療」に注目が集まっ
ている。

ϢϚχνϡʔυͷޮՌଌఆ

出所）�厚生労働省老健局（2019）「認知症施策の総合的な推進について」（社会保障審議会介護保険部会令和元年6月 20日配付資料）

注）�認知症患者、その家族、ケアワーカーを含む 7万人（155か国）に対して行われたアンケート調査のうち、認知症患者に対し、差
別を受けたと感じる場面を尋ねた調査結果。複数回答可能で、全回答者 1446 名に占める回答数の割合を示す。世界銀行が定める
所得グループ別に集計。ここでは、3グループの合計％が最も高かった上位 5つの項目を取り上げている。

出所）�Alzheimer’s�Disease�International�（2019）”World�Alzheimer�Report�2019:�Attitudes�to�Dementia”

注）�専門家のモニタリングが動画で行われた。「ケアの拒否」は専門家が判断した。なお、「攻撃的な行動」は、叫んだり四肢を激しく動
かしたりすること。また、「見る」「話す」「触れる」時間を合計しても、「ケアの時間」にはならない。

出所）�Honda�M,�Ito�M,�Ishikawa�S,�Takebayashi�Y�&�Tierney�L�Jr�(2016)�“Reduction�of�Behavioral�Psychological�Symptoms�
of�Dementia�by�Multimodal�Comprehensive�Care�for�Vulnerable�Geriatric�Patients�in�an�Acute�Care�Hospital:�A�Case�
Series,”�Hindawi�Publishing�Corporation�Case�Reports�in�Medici

〈事例 1〉 〈事例 2〉 〈事例 3〉
83 歳女性

薬を飴と間違えて過剰摂取
し、搬送。シャワーを嫌が
った。

93歳女性
腹痛により搬送。病棟で大
声でどなり、おむつ交換を
拒否した。�

89 歳女性
尿路感染症により搬送。お
むつ交換を拒否し、介護の
継続が困難となった。

（単位：秒）

　　　　ケアの時間
　　　　　　見る
　　　　　　話す
　　　　　　触れる

　　　攻撃的な行動
　　　　ケアの拒否

実施前
300.5
5.3
59.3
6.7
⬇
75.0
あり

実施後
320.2
62.3
236.7
193.3
⬇
0

なし

実施前
360.7

0
98.8
0
⬇
88.4
あり

実施後
127.6
5.5
53.7
56.1
⬇
0

なし

実施前
20.5
0
0
0
⬇
13.6
あり

実施後
241.8
33.1
117.3
70.6
⬇
6.3
なし

自分の意見を真剣に
聞いてもらえない

自分ではなく
他の人が作業を実施

友情関係の維持

認知症の症状に
対する中傷的発言

家族からの扱い

����

����

����

����

����

「状況にそぐわない行動を周囲が理解できない」
（62歳、男性、印）
「友人のうち何人かは情報を共有してくれない」
（64歳、女性、タイ）

「認知症があるとわかると、人は
離れていく傾向にある」（60歳、
男性、米）

「私は家族のほとんどから除外され、かまって
ほしい人のように扱われた」（66歳、女性、豪）
「私には女兄弟一人しかいない。私の話はすべ
て作り話だと思っている」（60歳、女性、加）

「あなたの意見にはもう意味が
ない、と言われた」（60 歳、
男性、米）
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日常生活の
支障

年数正常

異常

症
状
の
変
化

物忘れはある
が日常生活に
支障はない

発症前 10～15年程度 軽度認知障害

アミロイドβの
脳内蓄積

脳の萎縮

予防治療でアミノロイドβ
の蓄積にブレーキをかける

認知症
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