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２
０
１
２
年
に
厚
生
労
働
省
は
「
65
歳

以
上
の
４
人
に
１
人
が
認
知
症
、
ま
た
は

認
知
症
予
備
群
で
あ
る
」と
発
表
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
「
認
知
症
予
備
群
」
と
さ
れ
る
の
が

Ｍ
Ｃ
Ｉ
（
軽
度
認
知
障
害
）
の
こ
と
で
す
。

健
常
と
も
認
知
症
と
も
言
え
な
い
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
の
状
態（
図
）
で
、
現
在
国
内
に

４
５
０
万
人
以
上
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｍ
Ｃ
Ｉ
は
軽
い
認
知
症
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で

す
が
、「
物
忘
れ
が
目
立
つ
」
と
い
っ
た
段

階
で
あ
り
、
思
考
力
や
判
断
力
は
保
た
れ
て

お
り
、
家
事
や
仕
事
な
ど
の
日
常
生
活
動
作

は
ほ
ぼ
自
立
し
、
介
護
も
必
要
と
し
な
い
状

態
で
、
認
知
症
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

物
忘
れ
に
つ
い
て

　
Ｍ
Ｃ
Ｉ
で
み
ら
れ
る
「
物
忘
れ
」
の
特
徴

は
、こ
こ
最
近
（
数
分
前
～
１
カ
月
程
度
前
）

の
記
憶
を
保
持
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
す
。

単
に
人
の
名
前
や
言
葉
、
常
識
的
な
知
識
が

出
て
こ
な
い
こ
と
は
時
と
し
て
誰
に
で
も
あ

り
ま
す
が
、
最
近
の
個
人
的
な
出
来
事
、
体

験
と
い
っ
た
記
憶
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
と
い

い
ま
す
）
を
す
っ
ぽ
り
忘
れ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
が
み
ら
れ
ま
す
。

ど
う
な
っ
て
い
く
の
か

　
前
記
の
よ
う
な
特
徴
の
物
忘
れ
が
み
ら
れ

る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
で
は
、
１
年
で
10
～
15
％
の
割
合

で
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
（
現
在
、
認
知
症
の

中
で
一
番
多
く
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
認
知
症

で
す
）
に
移
行
す
る
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま

す
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
で
は
な
い
同
年
齢
で
は
約
１
～

２
％
程
度
で
し
た
）。
一
方
で
、
適
切
な
ケ

ア
や
予
防
的
な
策
を
講
じ
る
こ
と
で
リ
バ
ー

ト(

Ｍ
Ｃ
Ｉ
か
ら
正
常
に
戻
る
こ
と)

す
る

割
合
が
高
ま
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ

の
段
階
で
認
知
機
能
の
低
下
に
気
付
い
て
、

認
知
症
に
移
行
す
る
前
か
ら
何
ら
か
の
手
を

打
っ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

予
防
の
た
め
に

　
認
知
症
に
な
っ
た
場
合
、
残
念
な
が
ら
現

時
点
で
は
そ
の
進
行
を
確
実
に
止
め
る
医
学

的
な
手
段
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
で
は
自
分
の
症
状
を
自
覚

す
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
決
意
で
認
知
機

能
を
低
下
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
よ
り
能
動
的

に
生
活
習
慣
の
改
善
、
予
防
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
現
在
、
認
知
症
に

移
行
し
な
い
た
め
の
予
防
的
な
取
り

組
み
に
つ
い
て
、
様
々
な
研
究
・
調

査
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
認
知
力
の
ア
ッ
プ
が

期
待
で
き
る
対
策
と
し
て
「
適
度
な

運
動
」「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
」

「
知
的
刺
激
」「
社
会
的
交
流
」
な
ど

が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら

今
回
は
紙
面
の
都
合
上
、
そ
の
詳
細

に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
別
の
機
会
に
お
伝
え
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
大
事
な
こ
と
は
、
認
知
力
ア
ッ
プ

の
効
果
は
健
康
な
人
ほ
ど
得
ら
れ
や

す
い
で
す
し
、
今
か
ら
で
き
る
こ
と

を
意
識
し
て
始
め
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。
認
知
症
予
防
に
「
早
す
ぎ

る
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
28
年
９
月
よ
り
、
70
代
の
神

戸
市
民
約
５
万
人
を
対
象
に
、「
認

知
症
予
備
群
に
対
す
る
予
防
や
症
状

抑
制
の
た
め
の
３
年
間
に
わ
た
る
大
規
模
調

査
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
成
果
は「
神

戸
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
今
後
発
信
さ
れ
る

予
定
で
す
。
そ
の
結
果
報
告
も
、
今
後
の
参

考
と
し
て
待
ち
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

認知機能と年齢の関係

健康な人
健常

高

【
認
知
機
能
】

低

低 【年齢】 高

認知症
この段階での
予防が肝要

健常とも認知症ともいえない
グレーゾーン＝MCI（軽度認知障害）

MCI
の人

認知症
の人

図
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Ｍ
Ｃ
Ｉ
（
軽
度
認
知
障
害
）

の
お
話

～
認
知
症
を
予
防
す
る
た
め
に
～


