
 

戦
後
間
も
な
い
１
９
５
０
年
か

ら
の
約
70
年
間
で
、
平
均
寿
命
は

男
女
と
も
に
25
年
前
後
も
の
び
ま

し
た
。
医
学
の
進
歩
、
健
康
意
識

の
高
ま
り
等
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
福
音
で
す
が
、一
方
で
、
下
図

の
よ
う
に
高
齢
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
認
知
症
の
有
病
率
が
高
ま
る
、

と
い
う
厳
し
い
現
実
が
突
き
つ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
２
年
に
は
約
４
６
０
万

人
で
あ
っ
た
国
内
の
認
知
症
患
者

は
、
２
０
２
５
年
に
は
7
3
0
万

人
に
ま
で
増
え
る
と
予
測
さ
れ
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、「
65
歳
以
上
人
口

の
５
人
に
ひ
と
り
は
認
知
症
を
発

症
す
る
見
通
し
」で
す
。

　

感
染
症
や
難
病
を
次
々
と
克

服
し
て
身
体
寿
命
を
急
速
に
の
ば

し
て
き
た
人
類
で
す
が
、
脳
に
関

し
て
は
、
そ
の
働
き
が
高
度
で
あ

る
が
故
に
解
明
で
き
て
い
な
い
こ

と
も
多
く
、
脳
の
健
康
寿
命
を
の

ば
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
結
果
、
人
生
の
末
期
に

認
知
症
を
発
症
す
る
に
至
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
る
の
だ

と
い
え
ま
す
。

　
認
知
症
と
一
言
で
言
い
ま
す

が
、
認
知
機
能
の
低
下
を
も
た
ら

す
疾
患
は
実
に
１
０
０
以
上
も

あ
り
ま
す
。
最
も
多
く
見
ら
れ
る

の
が
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
で
、
全

体
の
約
７
割
を
占
め
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
発
症
す
る
20
年
以

上
も
前
か
ら
少
し
ず
つ
進
行
し

て
お
り
、
発
症
後
も
ゆ
っ
く
り
悪

化
し
て
い
く
と
い
う
経
過
を
た

ど
り
ま
す
。

　

一
方
、
２
番
目
に
多
い
血
管
性

認
知
症
は
、
脳
出
血
や
脳
梗
塞
が

原
因
で
認
知
症
が
引
き
起
こ
さ
れ

る
た
め
、
血
管
障
害
が
脳
内
で
生

じ
る
た
び
に
階
段
状
に
症
状
が
悪

化
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、
脳
の
ど

の
部
分
が
障
害
さ
れ
た
か
に
よ
っ

て
、
生
じ
る
症
状
は
大
き
く
異
な

り
ま
す
。
脳
血
管
障
害
を
引
き
起

こ
す
可
能
性
の
高
い
高
血
圧
や
糖

尿
病
な
ど
を
き
ち
ん
と
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
れ
ば
認
知
症
に
至
ら

ず
に
す
む
と
い
う
意
味
で
、い
わ

ば「
予
防
が
可
能
な
認
知
症
」と

も
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
特
発
性
正
常
圧
水
頭

症
、
ビ
タ
ミ
ン
欠
乏
症
な
ど
の
原

因
疾
患
が
、二
次
的
に
認
知
機
能

の
低
下
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
も

の
も
約
４
％
を
占
め
て
お
り
、こ

れ
ら
の「
二
次
性
認
知
症
」と
呼
ば

れ
る
ケ
ー
ス
で
は
原
因
疾
患
を
早

期
に
治
療
す
れ
ば
、
認
知
機
能
は

回
復
し
ま
す
。

　

脳
の
健
康
寿
命
と
身
体
寿
命
の

バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、「
認
知
症
も
発

症
せ
ず
、
身
体
も
元
気
に
、
楽
し

い
余
生
を
送
り
た
い
」と
い
う
の
が

万
人
の
希
望
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
切
実
な
願
い
に
対
し
て
、

明
る
い
展
望
を
与
え
て
く
れ
る
の

が「
ナ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
」と
呼
ば
れ

て
い
る
調
査
の
結
果
で
す
。
多
く

の
修
道
女
の
協
力
の
も
と
、
死
後

の
脳
を
解
剖
し
て
明
ら
か
に
な
っ

た
の
が
、「
認
知
症
を
発
症
し
て

も
お
か
し
く
な
い
脳
の
状
態
で

あ
っ
て
も
、
高
い
認
知
能
力
を
維

持
し
て
い
た
」修
道
女
た
ち
の
実

例
で
す
。
逆
に
、「
脳
の
ダ
メ
ー
ジ

が
少
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
認
知

症
が
か
な
り
進
行
し
て
い
た
」例

も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
通
し
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、新
し
い
こ
と

に
挑
戦
し
た
り
余
暇
活
動
に
積
極

的
に
取
り
組
む
な
ど
の
知
的
刺

激
、人
生
へ
の
前
向
き
な
姿
勢
、言

語
能
力
の
高
さ
な
ど
が
、
認
知
症

を
発
症
し
に
く
く
す
る
と
い
う
可

能
性
で
す
。

　

さ
ら
に
、「
軽
度
認
知
障
害（
Ｍ

Ｃ
Ｉ
／
次
頁
参
照
）の
間
に
生
活

習
慣
等
を
見
直
す
と
、
健
常
に
戻

れ
る
可
能
性
が
高
い
」と
い
う
こ

と
も
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
脳
の
健
康
寿
命
を
の

ば
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、

学
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

一部を忘れる
自覚している

ヒントで思い出せる
何を食べたかのか忘れる

うっかり忘れる
何かをうっかり買い忘れる

日付や曜日、場所をたまに間違える
間違いを指摘すると素直に謝る

努力して見つけようとする

体験そのものを忘れる
忘れたことがわからない
ヒントで思い出せない
食べたこと自体を忘れる
約束したこと自体を忘れる
行ったことを忘れ、また買い物に行く
日付や曜日、場所が認識できなくなる
間違いを指摘すると辻褄合わせの作り話をする
誰かに盗られたと被害妄想的に思う

体験
忘れたこと
ヒントで
食べたこと
約束
買い物

日付や曜日
間違いを指摘
捜し物

のばそう！
新井平伊（あらい へいい）
アルツクリニック東京院長／順天堂大学医学部名誉教授

ナ
ン・ス
タ
デ
ィ
が

与
え
て
く
れ
る
光

1
0
0
種
類
以
上
の

認
知
症

脳内に溜まったアミロイドβやタ
ウというタンパク質によって神
経細胞が破壊され、脳に萎縮が
生じる。物忘れから始まることが
多く、ゆっくりと進行する

脳梗塞や脳出血などの脳血管障
害を受けた部位に関わる機能だ
けが低下するため、症状はさま
ざま。進行を抑えるには、脳血管
障害の再発防止が欠かせない

レビー小体という異常構
造物が神経細胞内にで
きて機能が障害される。
視覚を司る後頭葉に生じ
やすく、「ありありとした
幻視」が現れやすい

思考や意欲を司る前頭葉
と、言語を司る側頭葉に強
い萎縮が見られる。性格や
行動の変化が著しく現れ
るピック病も含む

原因によっては、適切
な治療によって認知
機能の完全な回復が
見込める

混合型認知症　3.3％

アルコール性
認知症　0.4％

出典：都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応（平成25年）

出典：厚生労働省「認知症施策の総合的な推進について（令和元年）」

90歳以上の
女性では

10人中7人が
認知症

年齢階級別の認知症有病率
（1万人を対象とした長期追跡調査より）

認知症の内訳

の

1984年順天堂大学大学院医学研究科修了。1997年順天堂大学医学部精神医学講座教授。
1999年、当時日本で唯一の「若年性アルツハイマー病専門外来」を開設。
2012年順天堂医院認知症疾患医療センター長。2019年より現職。日本老年精神医学会前理事長。
著書に「アルツハイマー病のことがわかる本」「脳寿命を延ばす～認知症にならない１８の方法」他多数。

ただの物忘れ 認　知　症

「物忘れ」と「認知症」の違い（例）

脳
の
寿
命
ｖｓ
身
体
の
寿
命

アルツハイマー病
67.6％

血管性認知症
19.5％

レビー小体型認知症　4.3％
前頭側頭型認知症　1.0％

その他　3.9％
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