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特集特集
い
た
め
、
ま
ず
そ
の
症
状
や
生
活
障
害
な

ど
が
出
現
す
る
原
理
を
知
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

認
知
症
で
は
、
病
気
そ
の
も
の
か
ら
く

る
中
核
症
状
が
基
に
な
っ
て
、
様
々
な
要

因
が
重
な
り
、
行
動
・
心
理
症
状
を
引
き

起
こ
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
図
）

こ
の
よ
う
に
不
安
感
、
不
快
感
、
焦
燥

感
、
被
害
感
、
ス
ト
レ
ス
な
ど
と
い
っ
た

陰
性
の
感
情
を
持
た
な
い
よ
う
な
環
境
づ

く
り
と
関
係
づ
く
り
、
そ
し
て
体
調
不
調

な
ど
の
健
康
面
へ
の
配
慮
が
行
動
・
心
理

症
状
を
軽
減
さ
せ
ら
れ
る
鍵
な
の
で
す
。

で
は
、
認
知
症
の
症
状
を
事
例
を
通
し

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

山
内 

つ
き 

さ
ん
（
73
歳
）
女
性 

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症

　
自
宅
で
夫
（
78
歳
）
と
二
人
暮
ら
し
を
し
て

い
ま
す
。
要
介
護
認
定
を
受
け
て
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
夫
が
浮
気
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
、
夫
を
責
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
夫

は
説
明
を
繰
り
返
し
ま
す
が
、
理
解
さ
れ
な
い

た
め
、
時
に
怒
り
を
表
わ
す
と
、
山
内
さ
ん
は

ま
す
ま
す
興
奮
し
て
嫉
妬
妄
想
は
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
ま
し
た
。
山
内
さ
ん
は
、
40
代
の
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
に
対
し
て
、
夫
と
の
関
係
を
疑
っ
て

し
ま
い
妄
想
に
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
山
内
さ
ん
の
夫
は
、
穏
や
か
な
性
格
で
献
身

的
に
介
護
を
続
け
て
き
て
い
ま
す
が
、
嫉
妬
妄

想
に
よ
る
罵
倒
や
つ
き
ま
と
い
、
殴
る
な
ど
を

さ
れ
、
精
神
的
に
も
疲
れ
が
で
て
き
て
い
ま
す
。

 

（
注
：
文
中
に
出
て
く
る
お
名
前
は
仮
称
で
す
）

あ
る
こ
と
を
「
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う

わ
け
で
す
。
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
状
態
で
は
、
い
く
ら
説
明
を
し
た

と
し
て
も
ま
た
疑
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ご
主
人
を
罵

倒
し
た
り
、
殴
る
な
ど
の
暴
力
的
な
行
為

は
、
病
気
そ
の
も
の
か
ら
く
る
【
中
核
症

状
】
が
存
在
し
、【
心
理
的
背
景
】
と
し
て

「
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

不
安
（
あ
る
い
は
あ
せ
り
、
焦
燥
感
）
が
、

嫉
妬
妄
想
や
暴
言・暴
力
と
い
っ
た【
行
動・

心
理
症
状
：
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
】
に
発
展
し
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、徘
徊
・
帰
宅
願
望
と
い
う【
行
動
・

心
理
症
状
】に
お
い
て
も
同
様
で
す
。「
こ

こ
は
ど
こ
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
自
分

の
現
在
の
居
場
所
が
わ
か
ら
な
く
な
る
見

当
識
障
害
が
【
中
核
症
状
】
と
し
て
存
在

し
て
い
て
、「
夕
方
な
の
で
子
供
が
帰
っ

て
く
る
ま
で
に
は
家
に
帰
ら
な
く
て
は
」

と
い
う
不
安
や
焦
燥
感
が
要
因
に
あ
り
、

帰
宅
願
望
や
徘
徊
と
い
っ
た
【
行
動
・
心

理
症
状
】
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
認
知
症
の
症
状
が
ど
の
よ
う

な
構
造
か
を
知
る
こ
と
で
、
解
決
す
る
方

法
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

行
動
・
心
理
症
状
へ
の
対
応

行
動
・
心
理
症
状
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、
山
内
さ
ん
の
事
例
で
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。

①�

心
理
状
態
を
理
解
す
る
―
「
見
捨
て

事
例
を
整
理
す
る
と
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
が
家
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
山

内
さ
ん
に
と
っ
て
み
れ
ば
、「
見
知
ら
ぬ
人

が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
」
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
が
山
内
さ
ん
自
身
が
家
事
が
で
き

な
く
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
で

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不

安
に
対
し
て
理
解
を
す
る
こ
と
。

②�
否
定
を
し
な
い
―
否
定
を
す
る
と
余

計
に
興
奮
し
た
り
、
夫
と
の
仲
を
疑

っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
感

情
的
に
な
ら
ず
に
傾
聴
す
る
こ
と
。

③�

要
因
の
除
去
・
軽
減
―
ご
主
人
の
愛

情
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
不

安
は
軽
減
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

ご
主
人
へ
優
し
く
声
を
か
け
る
、
ス

キ
ン
シ
ッ
プ
を
多
く
と
る
、
一
緒
に

行
動
す
る
、
と
い
っ
た
働
き
か
け
を

行
う
。

お
わ
り
に

中
核
症
状
―
要
因
―
行
動
・
心
理
症
状

と
い
う
一
連
の
状
態
を
正
し
く
理
解
で
き

れ
ば
ケ
ア
の
方
法
が
見
つ
け
出
せ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
山
内
さ
ん

が
殴
る
、
つ
き
ま
と
う
、
の
の
し
る
な
ど

の
行
為
を
す
る
の
か
理
解
が
で
き
な
け
れ

ば
、
一
生
懸
命
説
明
を
繰
り
返
し
、
否
定

し
て
も
、
結
果
と
し
て
山
内
さ
ん
の
興
奮

を
強
め
、
最
後
に
は
病
院
に
入
院
す
る
こ

と
に
な
り
、
地
域
で
の
生
活
が
難
し
い
状

況
へ
陥
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。

認
知
症
へ
の
正
し
い
理
解
は
、
専
門
職

の
み
な
ら
ず
地
域
生
活

を
継
続
さ
せ
る
と
い
う

意
味
で
も
住
民
の
皆
さ

ん
の
大
き
な
課
題
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。（
寄
稿
）

　
認
知
症
の
方
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
す
る
た
め
に
は
、
医
療
や
福
祉
の
専

門
職
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
や
地
域
住
民
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
理
解
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
今
号
で
は
認
知
症
の
理
解
に
つ
い
て
、
東
北
文
化
学
園
大
学
の
佐
藤

弥
生
准
教
授
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

は
じ
め
に

2
0
0
4
年
に「
痴
呆
」か
ら「
認
知
症
」

に
名
称
が
変
更
さ
れ
、
子
供
か
ら
大
人
ま

で
「
認
知
症
」
を
知
っ
て
い
る
人
は
ず
い

ぶ
ん
増
え
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ

ャ
ル
で
も
、
ア
ニ
メ
「
ち
び
ま
る
こ
ち
ゃ

ん
」
の
登
場
人
物
が
「
単
な
る
物
忘
れ
と

認
知
症
は
違
い
ま
す
」
と
教
え
て
く
れ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
人
の
名
前
な
ど
思

い
出
せ
な
い
と
き
に
「
あ
～
、
認
知
症
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
、
ち
ま
た
で
は

記
憶
低
下
の
例
え
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
し

ま
っ
て
お
り
、
認
知
症
の
正
し
い
理
解
に

は
至
っ
て
い
な
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。

2
0
1
3
年
現
在
、
我
が
国
の
高

齢
者
数
は
3
0
0
0

万
人
を
超
え
て
お

り
、
2
0
2
5
年
に
は

3
6
3
5
万
人
ま
で

増
加
す
る
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
認
知
症
高
齢
者
は
、

2
0
1
0
年
で
2
5
2

万
人
、
2
0
2
5
年
に

は
3
8
7
万
人
に
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
、
高

齢
化
そ
し
て
認
知
症
高

齢
者
の
増
加
は
、
他
人

ご
と
で
は
な
い
深
刻
な

状
況
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
状
況
か
ら
も
、
認
知
症
の
人
と
そ

の
家
族
を
地
域
で
支
え
て
い
く
た
め
に

は
、
専
門
職
だ
け
で
な
く
多
く
の
人
々
が

認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
持
つ
こ

と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

認
知
症
と
は
「
脳
の
病
気
」

か
ら
な
る
生
活
障
害

認
知
症
は
、「
脳
の
病
気
に
よ
っ
て
起

こ
る
生
活
の
障
害

4

4

4

4

4

」
で
す
。
認
知
症
を
引

き
起
こ
す
病
気
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
脳
に
異
常
な
変
化
が
生
じ
て

生
活
に
支
障
を
来
す

4

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
に
な
り
ま
す
。

上
の
脳
の
画
像
の
比
較
で
は
、
認
知
症

は
脳
の
病
気
で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
病
気
に
あ
っ
た
介
護
の
方
法
な
ど

も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、

専
門
の
医
療
機
関
で
鑑
別
診
断
を
き
ち
ん

と
受
け
る
こ
と
が
適
切
な
治
療
や
介
護
を

受
け
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

認
知
症
の
症
状
の
理
解

認
知
症
は
、「
病
気
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
て
症
状
が
現
れ
て
き
ま

す
。病

気
そ
の
も
の
か
ら
く
る
症
状
（
中
核

症
状
）
と
身
体
的
、
心
理
的
、
社
会
的
、

環
境
的
な
要
因
が
影
響
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
起
こ
る
周
辺
症
状
あ
る
い
は
行
動
・
心

理
症
状
（
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
）
と
呼
ば
れ
る
症
状

が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
日
常
の
生
活
に
支
障

を
来
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
病
気
そ
の
も
の
か
ら
く
る
症

状
と
い
う
の
は
、
多
少
進
行
を
遅
ら
せ
る

こ
と
は
で
き
て
も
治
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
行
動
・
心
理
症
状
と
い
う
の
は
、

適
切
な
対
応
が
で
き
れ
ば
改
善
が
可
能
な

症
状
な
の
で
す
。

認
知
症
の
方
へ
の
対
応
は
、
小
手
先
の

対
応
方
法
で
は
改
善
が
難
し
い
こ
と
も
多

「
認
知
症
」を
理
解
し
よ
う

准
教
授
　
佐
藤
　
弥
生

専
門
学
校
教
員
、
短
大
教
員
を
経
て
平
成
17
年
よ
り
東

北
文
化
学
園
大
学
医
療
福
祉
学
部
講
師
。
平
成
20
年
よ

り
現
職

専
門
は
認
知
症
ケ
ア
、
高
齢
者
介
護
、
老
年
看
護

�

看
護
師
、介
護
福
祉
士
、認
知
症
ケ
ア
上
級
専
門
士
の

資
格
を
持
つ

現
在
、
宮
城
県
認
知
症
ケ
ア
専
門
士
会
会
長
を
務
め
る

東
北
文
化
学
園
大
学
医
療
福
祉
学
部

正常な脳の画像

出　血
全般的な
萎縮

脳出血の脳の画像 アルツハイマー病の脳の画像

特に海馬
の萎縮

（出典：加藤伸司：痴呆による行動障害（ＢＰＳＤ）の理解と対応
高齢者痴呆介護実践講座Ⅱ　151　第一出版　東京　2002より一部改変）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 事例を整理すると、ホームヘルパーが家に出入りすることになり、山内さんにとってみれば、

「見知らぬ人が来るようになった」わけですが、それが山内さん自身が家事ができなくなったこ

とに対するサービスであることを「理解できない」というわけです。正しく理解することができ

ない状態では、いくら説明をしたとしてもまた疑うことにつながっていきます。このように、ご

主人を罵倒したり、殴るなどの暴力的な行為は、病気そのものからくる【中核症状】が存在し、

【心理的背景】として「見捨てられるのではないか」という不安（あるいはあせり、焦燥感）が、

嫉妬妄想や暴言・暴力といった【行動・心理症状：ＢＰＳＤ】に発展したと考えることができま

す。 

 また、【徘徊・帰宅願望】という【行動・心理症状】においても同様です。「ここはどこなんだ

ろう」という、自分の現在の居場所がわからなくなる見当識障害が【中核症状】として存在して

いて、「夕方なので子供が帰ってくるまでには家に帰らなくては」という不安や焦燥感が要因にあ

り、帰宅願望や徘徊といった【行動・心理症状】につながっていきます。 

 つまり、認知症の症状がどのような構造かを知ることで、解決する方法が見えてくるようにな

ります。 

 

【中核症状】 

判断力の低下 

理解力の低下 

【行動・心理症状：

BPSD】 

嫉妬妄想・興奮・暴力 

【心理的背景】 

見捨てられるのではな

いかという不安
．．

 

 罵倒 

つきまとい 

殴る 

 山内 つき さん（73歳）女性 アルツハイマー型認知症  

 自宅で夫（78 歳）と二人暮らしをしていたが、要介護認定を受けてホームヘルプサービスが開始されるよ

うになってから、夫が浮気をしているのではないかと思い、夫を責めるようになった。夫は説明を繰り返し、

時に怒りを表わすとますます興奮して嫉妬妄想はエスカレートした。山内さんは、40 代のホームヘルパーに

対して夫との関係を疑って妄想に発展したと考えられる。 

 山内さんの夫は、穏やかな性格で献身的に介護を続けてきているが、嫉妬妄想による罵倒やつきまとい、殴

るなどをされ、精神的にも疲れがでてきている。 （注：文中に出てくるお名前は仮称です） 

事 例

➡ ➡

3
vol.566  2013年 2・3月号 2

vol.566  2013年 2・3月号


