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特
集
「
認
知
症
に
つ
い
て
考
え
る
」

高
齢
社
会
と

　
　
　
認
知
症

―
毎
年
９
月
　
日
は
世
界
ア
ル
ツ
ハ

２１

　
イ
マ
ー
デ
ー
で
す
―

　
世
界
的
に
例
を
み
な
い
ス
ピ
ー
ド

で
高
齢
化
が
進
む
日
本
 。
平
成
　２７

年
に
は
、
４
人
に
１
人
が
　
歳
以
上

６５

に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
が
住
む
日
光
市
も
例
外
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
加
齢
と
と
も
に
認
知
症
が

発
症
し
や
す
く
な
り
、
患
者
数
は

年
々
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　
も
し
あ
な
た
の
家
族
が
認
知
症
に

な
っ
た
ら
…

　
市
の
現
状
と
認
知
症
に
つ
い
て
、

一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

市全体の高齢化率は２７．２％で、およそ３人に１人が高齢者という現状です。

また、全ての地区が全人口における６５歳以上の占める割合が２１％以上の超高齢社会です。

※地区名は、「日光市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」で定められている日常生活圏の表記に基づく

２０１３年９月号３

認知症サポート医…認知症に関わる地域医療体制の中核的な役割を担う医師

認
知
症
の
症
状

　
認
知
症
の
症
状
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
が

物
忘
れ
で
す
。
物
忘
れ
に
は
老
化
に
よ
る

も
の
も
あ
る
た
め
、
区
別
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
認
知
症
は
、
早
期
発
見
・
診

断
・
治
療
が
有
効
で
す
。
本
人
の
訴
え
と

し
て
、「
本
調
子
で
は
な
い
、
何
か
お
か

し
い
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
多
く
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
い
た
後
、

「
何
度
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
り
聞
い
た

り
す
る
」、「
物
の
置
き
場
所
を
忘
れ
る
」

な
ど
の
症
状
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家

族
な
ど
か
ら
の
相
談
に
至
り
ま
す
。

　
認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
、
年
々
増
え

て
い
ま
す
。
下
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
当

て
は
ま
る
点
や
気
に
な
る
点
が
あ
っ
た
ら
、

ま
ず
は
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
病
院
受
診
の
際
は
、
次
の
情
報

を
ま
と
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
①
発
症
時
期
と
症
状

　
②
頻
度（
毎
日
か
、
時
々
か
）

　
③
現
在
の
困
っ
て
い
る
症
状

　
④
今
ま
で
に
か
か
っ
た
病
気

　
⑤
飲
ん
で
い
る
薬（
処
方
箋
を
持
参
）

　
　
早
期
発
見
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

□
同
じ
こ
と
を
何
度
も
言
う
、
聞
く

□
物
の
名
前
が
出
て
こ
な
い

□
し
ま
い
忘
れ
や
置
き
忘
れ
が
増
え
た

□
い
つ
も
探
し
物
を
し
て
い
る

□
財
布
や
通
帳
な
ど
が
盗
ま
れ
た
と
言
う

□
日
課
が
変
わ
っ
た

□
家
事
や
運
転
な
ど
の
ミ
ス
が
増
え
た

□
話
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い

□
さ
さ
い
な
こ
と
で
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
た

□「
頭
が
変
に
な
っ
た
」
な
ど
と
い
う

□
薬
を
飲
み
忘
れ
る

□
服
装
が
だ
ら
し
な
く
な
っ
た

認
知
症
と
は
…

　
人
は
年
を
重
ね
る
に
伴
っ
て
全
身
機
能

が
低
下
し
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
習
慣
を
基

盤
と
し
た
疾
患
が
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
。

中
で
も
、
加
齢
と
と
も
に
発
症
し
や
す
く

な
る
病
気
に
認
知
症
が
あ
り
ま
す
。
認
知

症
は
脳
の
病
気
で
、
誰
も
が
年
を
重
ね
る

こ
と
で
発
症
し
や
す
い
病
気
な
の
で
す
。

　
認
知
症
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
で
脳
の

細
胞
が
死
ん
だ
り
、
働
き
が
悪
化
し
た
り

し
た
た
め
に
障
が
い
が
起
こ
り
、
従
来
の

生
活
が
で
き
な
く
な
る
病
気
で
す
。
も
し
、

身
近
な
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

ら
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
た
め
、
認

知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
数
、
　
万
人

４６２

　
厚
生
労
働
省
は
、
平
成
　
年
現
在
の
　

２４

６５

歳
以
上
の
高
齢
者
の
う
ち
、
推
計
　
％
に

１５

当
た
る
　
万
人
が
認
知
症
で
あ
る
と
発
表

４６２

し
ま
し
た
。
有
病
率
は
　
歳
ま
で
は
　
％

７４

１０

以
下
で
す
が
、
　
歳
以
上
で
は
　
％
を
超

８５

４０

え
る
と
い
う
こ
と
も
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
の
認
知
症
患
者
数（
要
介
護（
要
支

援
）認
定
者
に
お
け
る
認
知
症
自
立
度
Ⅱ

以
上
）は
、
３
月
　
日
現
在
で
２
、０
３
２

３１

人
で
す
。
し
か
し
、
診
断
を
受
け
て
い
な

い
人
も
い
る
た
め
、
実
際
の
有
病
者
数
は

さ
ら
に
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
早

期
発
見
・
治
療
に
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、

認
知
症
の
症
状
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

表：老化による物忘れと認知症による物忘れの違い

認知症による物忘れ老化による物忘れ

体験の全部を忘れる
（例）朝食は食べていないと思
　　い込む

体験の一部を忘れる
（例）朝食のメニューが思い出
　　せない

物忘れの自覚がない
　ヒントがあっても思い出せ
　ない

物忘れの自覚がある
　ヒントがあれば人や物の名
　前を思い出せる

場所や時間が分からない
（例）自宅にいるのに家に帰ろ
　　うとする

場所や時間を理解している
（例）自分が自宅にいることを
　　理解している

日常生活に支障が出る
　日常生活で、見守りや介護
　が必要

日常生活に支障がない
　日常生活で、見守りや介護
　の必要がない

　認知症は、本人に責任のない

気の毒な病気です。自分が病気

だという認識がほとんど無く、

間違ったことをしているという

感覚もありません。

　認知症の人の問題行為に対し

て、注意や叱責をすることは百

害あって一利なしです。問題行

為を容認し、本人に寄り添えば穏やかに暮らせますが、

その反対であれば暴力的、攻撃的になります。認知症

の人は、見聞きしたことなどはすぐ忘れますが、嫌な

ことは残像のように心に残るからです。本人は病気と

思っていないので、周囲が早く気付くことが大切です。

行動異常などの症状が現れたら早期受診しましょう。

　また、認知症であっても全てができなくなった訳で

はありません。できることは多少失敗があってもやっ

てもらったり、一緒にしたりするなど、本人の仕事を

奪わないでください。生きがいのある人生とは、自分

が世の中に少しでも役立っているということが実感で

きることだと思います。
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