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高
齢
に
な
る
に
つ
れ
て

認
知
症
に
な
る
可
能
性
は
高
ま
り
ま
す

　

団
塊
の
世
代
の
す
べ
て
の
方
が
75
歳
以

上
と
な
る
２
０
２
５
年
に
は
、
わ
が
国
の

認
知
症
患
者
は
７
０
０
万
人
に
達
し
、
約

５
人
に
１
人
が
認
知
症
を
患
う
と
推
計
さ

れ
て
い
ま
す
。（
内
閣
府
：
高
齢
社
会
白

書
よ
り
）

　

さ
ら
に
、
高
齢
化
率
は
全
国
で
約

30
％
、
市
で
38
％
に
達
す
る
と
推
計
さ
れ

て
お
り
、
高
齢
化
が
よ
り
一
層
進
み
、
今

後
の
高
齢
化
に
比
例
し
て
、
さ
ら
に
認
知

症
患
者
が
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。

加
齢
に
よ
る
も
の
忘
れ
と
認
知
症
の
違
い

　

加
齢
に
よ
る
も
の
忘
れ
は
歳
を
重
ね
る

と
誰
で
も
起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
認
知

症
は
脳
の
病
的
な
変
化
で
起
こ
る
も
の
で

す
。

　

加
齢
に
よ
る
「
も
の
忘
れ
」
は
、
脳
の

生
理
的
な
老
化
が
原
因
で
起
こ
り
、
軽
度

な
ヒ
ン
ト
が
あ
れ
ば
思
い
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
本
人
に
自
覚
が
あ
り
、
日

常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

一
方
、
認
知
症
に
よ
る
「
も
の
忘
れ
」

は
、
物
事
全
体
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落

ち
、
ヒ
ン
ト
が
あ
っ
て
も
思
い
出
す
こ
と

が
難
し
い
で
す
。
ま
た
本
人
の
自
覚
が
な

い
こ
と
が
多
く
、
徐
々
に
進
行
し
、
日
常

生
活
に
支
障
が
出
て
き
ま
す
。

認
知
症
の
症
状

　

認
知
症
の
種
類
は
70
種
類
に
も
お
よ

び
、
症
状
の
多
く
は
「
も
の
忘
れ
」
で
す
。

「
も
の
忘
れ
」は
徐
々
に
進
行
す
る
た
め
、

今
ま
で
で
き
て
い
た
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
、
思
う
よ
う
に
会
話
が
で
き
な
い
な

ど
、
判
断
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
少
し

ず
つ
で
き
な
い
こ
と
が
増
え
、
生
活
に
不

自
由
さ
を
感
じ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
症
状
の
中
に
は
、
認
知
症
に
似

た
疾
患
や
治
療
可
能
な
も
の
も
あ
る
た

め
、
気
に
な
る
症
状
が
あ
れ
ば
早
め
の
受

診
を
お
薦
め
し
ま
す
。

認
知
症
が
あ
っ
て
も

安
心
し
て
暮
ら
す

　

認
知
症
に
な
る
と
、

必
ず
し
も
毎
日
が
辛
く

て
苦
し
い
日
々
に
な
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

家
族
の
方
、
地
域
の

方
、
医
療
職
や
介
護
職

の
関
わ
り
で
穏
や
か
に

暮
ら
し
て
い
る
方
も
大

勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
方
は
、
今

ま
で
生
き
て
き
た
過
程

を
す
ぐ
に
す
べ
て
忘
れ

て
し
ま
う
わ
け
で
は
な

い
た
め
、
安
心
で
き
る

環
境
や
周
囲
の
人
々
の

支
援
で
、
そ
の
人
ら
し

く
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら

を
実
現
で
き
る
よ
う
国

や
自
治
体
の
施
策
が
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と

で
認
知
症
の
方
や
家
族
の
方
の
不
安
を
軽

減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

認
知
症
の
方
も
家
族
の
方
も
、
初
め
て

の
こ
と
ば
か
り
で
と
ま
ど
う
こ
と
が
多

く
、
不
安
な
こ
と
や
困
り
ご
と
が
出
て
来

る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
一
人
で
悩

ま
ず
に
、
誰
か
に
話
し
を
聴
い
て
も
ら
う

こ
と
や
、
協
力
し
て
も
ら
う
こ
と
も
大
切

で
す
。

最
後
に

　

認
知
症
に
な
っ
て
も

感
情
面
は
衰
え
な
い
た

め
、
楽
し
い
、
嬉
し

い
、
悲
し
い
、
苦
し
い

な
ど
の
感
情
は
保
た
れ

て
い
ま
す
。
認
知
症
だ

か
ら
と
特
別
視
を
せ
ず

に
、
そ
の
方
の
持
っ
て

い
る
力
を
最
大
限
に
生

か
し
て
、
手
伝
い
が
必

要
な
部
分
は
手
伝
う
こ

と
で
、
か
け
が
え
の
な

い
人
生
が
送
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

認
知
症
の
症
状
や
家

族
の
介
護
な
ど
の
心
配

ご
と
や
困
り
ご
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

年齢相応のもの忘れと病的なもの忘れの違い
年齢相応のもの忘れ 病的なもの忘れ

記憶の障害範囲

記憶の復活

進行性

日常生活の障害

もの忘れ以外の症状

もの忘れに対する
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