
特
集

認
知
症
の
方
は
何
を
思
う
の
か
―
―
心
理
と
対
話

巻
頭
言
◆
◆
◆

尾
崎
純
郎

1
…
…
認
知
症
の
人
が
思
っ
て
い
る
こ
と
、感
じ
て
い
る
こ
と
◆
◆
◆

繁
田
雅
弘

2
…
…
認
知
症
の
方
の
語
る
思
い
出
に
耳
を
傾
け
、そ
の
方
の
今
に
生
か
す
―
―
聴
き
手
の
留
意
点
と
回
想
法
の
倫
理
◆
◆
◆

野
村
豊
子

3
…
…
認
知
症
の
方
と
の
不
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
◆
◆
◆

林
田
俊
弘

4
…
…
言
葉
の
な
い
認
知
症
の
母
と
の
対
話
―
―
そ
の
存
在
に
耳
を
澄
ま
す
◆
◆
◆

藤
川
幸
之
助

5
…
…﹇
本
人
座
談
会
﹈
認
知
症
の
私
た
ち
が
見
て
い
る
風
景
◆
◆
◆

金
井
田
正
秋
／
福
田
人
志

　
　
　
　
　

…
…
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た
認
知
症
基
本
法
が
ス
タ
ー
ト
◆
◆
◆

永
田
久
美
子

　
　
　
　
　連

載

課
題
解
決
の
た
め
の
事
例
検
討
◆
◆
◆

た
じ
ま
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

一
か
ら
理
解
す
る
認
知
症
―
―「
丸
ご
と
症
状
扱
い
」を
一
緒
に
考
え
よ
う
◆
◆
◆

和
田
行
男

5613202835264251

E N T S

表紙illustration●横田ユキオ

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Feature

Regular C
O

LU
M

N



や
っ
ぱ
り
現
場
は
お
も
し
ろ
い
―
―
意
識
の
低
い
人
た
ち
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
◆
◆
◆

坂
野
悠
己

人
材
の
3
つ
の
ヒ
ン
ト
―
―
他
業
界
の
成
功
事
例
か
ら
学
ぶ「
人
材
確
保
策
」―
―
育
成
す
る
◆
◆
◆

丸
山
法
子

障
害
者
を
さ
さ
え
る
現
場
か
ら
―
―
心
に
火
を
灯
し
踏
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
◆
◆
◆

佐
藤
恵
夢

介
護
職
が
知
っ
て
お
き
た
い
医
学
の
知
識
―
―
I
C
F
モ
デ
ル
の
ス
ス
メ﹇
そ
の
1
﹈I
C
F
っ
て
何
?
◆
◆
◆

堀
田
富
士
子

地
域
で
生
き
る 

と
も
に
生
き
る
―
―
司
法
に
お
け
る
介
護
福
祉
士
の
役
割
◆
◆
◆

菊
地
月
香

に
ほ
ん
で
は
た
ら
く
。外
国
人
介
護
職
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ
◆
◆
◆

ポ
ピ・グ
ラ
セ
リ
タ・マ
ヌ
ル
ン

幸
せ
の
国 

フィ
ン
ラ
ン
ド
便
り
◆
◆
◆

橋
本
ラ
イ
ヤ

介
護
と
シ
ー
ティ
ン
グ
―
―
介
護
職
員
等
現
場
ス
タ
ッ
フ
へ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
関
わ
る
中
で
の
気
付
き
、難
し
さ
、や
り
が
い
や
介
護
職
員
等
の
成
長
な
ど
に
つ
い
て
◆
◆
◆

加
島
守

五
感
か
ら
生
じ
た
感
情
に
共
感
す
る
暮
ら
し
の
サ
ポ
ー
ト・カ
イ
ゴ
―
―
共
感
を
得
る
こ
と
で
自
己
肯
定
感
は
膨
ら
む
◆
◆
◆

石
川
立
美
子

資
格
登
録
後
の
各
種
手
続
き
の
ご
案
内　
…
…
74

社
会
福
祉
士
・
介
護
福
祉
士
・
精
神
保
健
福
祉
士
都
道
府
県
別
登
録
者
数　
…
…
76　
　

公
式
S
N
S
を
フ
ォ
ロ
ー
し
よ
う
！　
…
…
77　
　

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
案
内　
…
…
78

545658606264666871

C O N T

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…



心

理

と

対

話

心

理

と

対

話

認
知
症
の
方
は
何
を

う
の
か

思思

F e a t u r eF e a t u r e
特集



5 カイゴのチカラ

1992年より専門出版社の編集者として、認知症や介護・看護・医療・老年心理学などの分野の書籍・雑誌づくりに携わってきた。
これまでに手がけた作品は数百冊にのぼる。2012年より、NPO法人認知症ラボ理事長として、YouTubeチャンネル（認知症スタ
ジアム）を運営。他に、株式会社harunosora代表取締役、日本老年行動科学会常任理事、神奈川オレンジネットワーク理事など。

尾崎純郎 Ozaki Junro

 

「
先
生
、
俺
な
ん
か
悪
い
こ
と
し
た
ん
か
な
」。
医
師
に
認

知
症
と
告
げ
ら
れ
た
A
さ
ん
は
、
思
わ
ず
吐
露
し
た
と
い

う
。
ま
た
、
B
さ
ん
は
、「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
に
な
っ
た
ら

悪
い
ん
で
し
ょ
う
か
?
」
と
世
間
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

　
こ
れ
ま
で
長
ら
く
、
認
知
症
に
な
る
こ
と
は
〝
不
幸
〞
と
い
う
ラ

ベ
ル
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
不
幸
と
思
わ
な

い
（
思
わ
れ
た
く
な
い
）
方
も
た
く
さ
ん
い
る
の
だ
が
、
他
方
、
社

会
の
せ
い
で
不
幸
に
さ
れ
て
き
た
方
も
存
在
す
る
。

　
認
知
症
に
な
る
と
不
安
や
不
便
が
伴
う
も
の
だ
が
、
昨
今
、
認
知

症
の
本
人
の
方
た
ち
に
よ
る
発
信
や
登
壇
、
出
版
な
ど
が
著
し
く
増

え
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
認
識
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
。
例
え
ば
、
自
身
の
記
憶
障
害
に
つ
い
て
、
認
知
症
の
方

た
ち
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
何
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
っ
て
い
う
絶
望
感
が
ド
ー
ン
と
き
て
、
階
段
を
一
つ
ず
つ
、
ず
ど

ん
ず
ど
ん
と
落
ち
て
い
く
感
じ
」「
健
康
な
人
は
思
い
出
せ
る
と
い
う

確
信
が
あ
る
。
認
知
症
に
な
る
と
、
も
う
消
え
て
し
ま
っ
て
戻
っ
て

こ
な
い
」「
記
憶
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
日
に
自
信
が
も
て
な
い

ん
で
す
」
等
々
。

　
世
界
的
に
人
気
の
高
い
ミ
ヒ
ャ
エ
ル・エ
ン
デ
の
児
童
文
学『
モ
モ
』

（
1
9
7
3
）
の
中
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。「
小
さ
な
モ
モ
に
で
き

た
こ
と
、
そ
れ
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
相
手
の
話
を
聴
く
こ
と
で

し
た
」。
こ
れ
と
同
じ
く
、〝
認
知
症
の
方
の
話
に
耳
を
傾
け
る
〞
こ

と
が
、
私
た
ち
の
依
っ
て
立
つ
場
所
で
あ
る
。
加
え
て
求
め
ら
れ
て

い
る
の
は
〝
認
知
症
の
こ
と
を
認
知
症
の
方
か
ら
学
ぶ
〞
と
い
う
姿

勢
に
他
な
ら
な
い
。

　
認
知
症
に
伴
う
不
安
や
不
便
を
認
め
た
一
方
で
、
そ
れ
以
外
に
認

知
症
の
方
に
〝
特
徴
的
な
〞
心
理
や
心
情
は
果
た
し
て
あ
る
の
か
と

い
う
点
も
考
え
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
な
い
と
思
う
。「
先
回

り
し
て
や
ら
な
い
で
ほ
し
い
」「（
自
分
の
こ
と
を
）
勝
手
に
決
め
な

い
で
」「
普
通
に
接
し
て
ほ
し
い
」「
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
暮
ら
し
が

し
た
い
」「
人
の
役
に
立
ち
た
い
」。
本
人
の
方
た
ち
が
発
す
る
こ
れ

ら
の
声
は
〝
認
知
症
な
ら
で
は
〞
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
認
知
症

で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
誰
も
が
抱
え
て
い
る
心
持
ち
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
に
垣
間
見
え
る
の
は
〝
矜き
ょ
う
じ持

〞
で
あ
る
（
意
味
は
「
誇
り
」「
自

負
」「
自
尊
心
」
に
近
し
い
）。
認
知
症
の
方
た
ち
が
「
先
回
り
し
な

い
で
」な
ど
と
あ
え
て
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、社
会
の
中
で
、

あ
る
い
は
介
護
現
場
な
ど
で
、
そ
の
矜
持
が
損
な
わ
れ
て
い
る
（
周

囲
の
人
が
損
な
っ
て
い
る
）
機
会
が
少
な
く
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
認
知
症
の
方
と
向
き
合
う
と
き
、
B
P
S
D
、
認
知
症
ケ
ア
、
専
門

性
と
い
っ
た
眼
鏡
を
通
す
と
、
や
や
も
す
る
と
〝
人
〞
を
な
お
ざ
り

に
し
て
し
ま
う
。
そ
の
危
う
さ
に
私
た
ち
は
も
っ
と
意
識
的
で
い
る

べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
認
知
症
を
取
り
巻
く
社
会
の
潮

目
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
今
、「
認
知
症
の
方
は
何
を
思
う
の
か
」
は
、

今
一
度
考
え
を
巡
ら
せ
る
価
値
あ
る
テ
ー
マ
だ
と
思
う
。

5

巻頭言



13 カイゴのチカラ

認
知
症
の
方
の
語
る

思
い
出
に
耳
を
傾
け
、

そ
の
方
の
今
に
生
か
す

聴
き
手
の
留
意
点
と
回
想
法
の
倫
理

日
本
福
祉
大
学
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
フ
ェ
ロ
ー

は
じ
め
に

　

認
知
症
の
方
が
、
以
前
か
ら
な
じ
ん
だ

暮
ら
し
や
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
の

場
で
懐
か
し
い
思
い
出
を
語
ら
れ
る
場
面

は
極
め
て
多
い
。
日
頃
は
忘
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
も
あ
る
け
れ

ど
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
、
人
生
の
か
け

が
え
の
な
い
場
面
が
、
目
の
前
の
ス
テ
ー

ジ
や
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
、
時
空

を
自
由
に
超
え
て
、
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

く
。
例
え
ば
、
新
年
を
迎
え
る
頃
、
お
正

月
の
お
雑
煮
や
小
さ
い
頃
の
晴
れ
着
の
話

題
に
な
っ
た
と
き
、
故
郷
の
お
雑
煮
の
作

り
方
や
、
晴
れ
着
の
袖
を
通
す
仕
草
も
加

わ
り
、
満
面
に
笑
み
を
浮
か
べ
ら
れ
、
表

現
力
が
さ
え
渡
る
。
ま
る
で
、
過
ぎ
て
き

た
年
月
や
時
間
が
戻
っ
た
よ
う
で
、
思
い

出
話
や
回
想
に
花
が
咲
く
ひ
と
と
き
で
も

野
村
豊
子

N
om

ura Toyoko

F e a t u r e22
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共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た
認
知
症
基
本
法
が
ス
タ
ー
ト
　
カ
イ
ゴ
の
チ
カ
ラ
を
活
か
し
て
、日
々
の
中
か
ら
共
生
を

「
と
も
に
生
き
る
」を「
と
も
に
つ
く
る
」―
―
本
人
の
声
が
原
点

　
令
和
6
年
1
月
「
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
（
以
下
、「
基

本
法
」
と
い
う
）」
が
施
行
さ
れ
た
。
目
的
は
、名
称
が
示
す
と
お
り
「
共
生
社
会
の
実
現
」

で
あ
り
、
基
本
理
念
の
第
一
に
「
全
て
の
認
知
症
の
人
が
基
本
的
人
権
を
有
す
る
個
人
と

し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
本
人
主
語
で
掲
げ
ら
れ

た
点
も
要
注
目
だ
。

　
こ
の
基
本
法
誕
生
の
背
景
に
は
、
認
知
症
の
本
人
た
ち
が
、
理
不
尽
な
体
験
を
し
つ
つ

も
諦
め
な
い
で
、
自
分
の
今
と
次
に
続
く
人
た
ち
の
将
来
の
た
め
に
、
社
会
に
向
け
て
声

を
上
げ
始
め
て
い
る
現
状
が
あ
る
。「
認
知
症
だ
け
を
見
な
い
で
。
私
を
よ
く
見
て
」「
私

抜
き
に
決
め
て
進
め
な
い
で
。
私
な
り
の
思
い
や
望
み
が
あ
る
」「
世
話
さ
れ
る
一
方
は
つ

ら
い
。
少
し
で
も
役
に
立
ち
た
い
」「
ぜ
い
た
く
は
い
わ
な
い
、
楽
し
み
た
い
、
自
由
に
な

り
た
い
」「
私
た
ち
の
体
験
と
工
夫
を
活
か
し
て
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
を
一
緒
に
つ
く
ろ

う
」
な
ど
﹇
＊
1
﹈、
人
と
し
て
当
た
り
前
の
声
の
一
つ
一
つ
だ
。

　
今
後
は
基
本
法
を
も
と
に
、
国
と
自
治
体
、
住
民
、
介
護
を
含
め
た
保
健
医
療
・
福
祉

の
全
サ
ー
ビ
ス
、
全
産
業
の
す
べ
て
の
人
が
、
立
場
や
職
種
、
世
代
を
超
え
て
「
共
生
社

会
の
実
現
」
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向
か
っ
て
、
何
を
す
る
に
も
本
人
の
意
思
を
大
切
に
、

協
働
で
取
り
組
ん
で
い
く
活
動
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
て
い
く
。
商
店
や
飲
食
店
、
交
通

C 　 L U M N

認
知
症
介
護
研
究・研
修
東
京
セ
ン
タ
ー

副
セ
ン
タ
ー
長（
兼
）研
究
部
長

永
田
久
美
子 N

agata K
um

iko

新
潟
県
出
身
。
千
葉
大
学
大
学
院
看
護
学
研
究
科
修
了
。

学
生
時
代
か
ら
認
知
症
の
人
と
家
族
を
支
援
す
る
活
動

と
研
究
を
続
け
て
い
る
。
東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
を

経
て
、
2
0
0
0
年
よ
り
現
所
属
。
人
が
認
知
症
に
な
っ

て
か
ら
も
自
分
ら
し
く
生
き
き
る
こ
と
を
支
え
る
人
材
・

チ
ー
ム
育
成
、
認
知
症
の
本
人
活
動
支
援
、
地
域
固
有

の
文
化
や
特
性
を
活
か
し
た
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
む
。
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第

5
回　

意
識
の
低
い
人
た
ちへの
ア
プロ
ー
チ

総
合
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
駒
場
苑
施
設
長
◆

坂
野
悠
己

　現場をどのように変えていくか、現

場改革の観点からをテーマに全6回の

連載ですが、第5回は、意識の低い人

たちへのアプローチについて、話した

いと思います。これは連載第1回で仲

間作りをし、第2回で組織の段階にあっ

たリーダーシップを理解し、第3回で

実際に方向性を出して動き出し、第4

回で委員会等の取組が進んだ後のお話

です。

　その段階になると、第4回でお話し

た、職員の意見を聞きながら進めていっ

た結果、いくら意見を聞いたり、説明

をしても取組に賛同せずに、不適切な

介護を続けようとする人たちをどうし

ていくか、という段階になります。こ

れについては、もう話し合っても無理

なので、仕組みで対策していく必要が

出てきます。組織における、「2：6：2

の法則」と言われるもので、組織とは、

上位2割の優秀で意識の高い職員と、

中間の6割の意識は高くないけど、決

められたことはする職員と、下位2割

の事業所の取組に反発し、批判し、不

適切な介護を続けようとする意識の低

現場はは
やっぱりやっぱり

おもしろいおもしろい

どのように変えていくか、現場改革の観点から

S a k a n o Y u k i
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CFとはInternational Classification

of Functioning、 Disability and Healthの

略で、正式には「生活機能・障害・健康の国

際分類」ですが、日本語訳は「国際生活機能

分類」です。1980年代から医療の構造が変わ

り、その対象が変わってきました。それまでの

感染症を主体とした急性疾患から、生活習慣

病などの慢性疾患や治療後に抱える何らかの問

題、生活のしづらさ、つまり「障害」を考える

必要が出てきたのです。それまでの医学の対

象は「いのち」だけでしたが、そこに「生活」

も考えようという流れになったのです。ちなみ

に、この「障害」を対象として体系づけられた

学問がリハビリテーション医学です。それまで

の病気の分類（国際疾病分類 ICD）と ICFを

併用することで病気だけでなく、生活全体を見

ることを世界保健機関WHOでは推奨していま

す。実際 ICDと ICFは保健統計に使用されて

おり、死亡率、り患率、障害に関するデータを

集め、国際的に比較できるようになっています。

世界中で、健康と障害のデータを初めて比較

可能にする、完成された分類ツールを持ったわ

けです。

　ただし、臨床では ICFの実際の分類としてで

はなく、ICFの考え方、モデルとしての ICFが

重要です。少し特殊ですが、ICFでは「生活機能」

という言葉を使います。「生活機能」は「心身

機能・構造」「活動」「参加」から成り立つ包括

的な概念です。生活機能のそれぞれの構成要

素において、ある特定のレベルを下回り問題と

なる状態を「障害」、あるいは「生活機能低下」

と呼んでいます。我々は障害というとどうして

も心身機能・構造の障害、つまり機能障害だけ

に目が行きがちですが、障害には様々な内容

があります。

　「活動」には日常生活動作ADLと家事動作

などの生活行為、仕事、余暇活動が含まれます。

「参加」は家庭や社会に関与し役割を果たすこ

とを示します。性別、学歴などの「個人因子」

と建物や介護者、社会制度などの「環境因子」、

これらを合わせて「背景因子」としています。

（つづく）

ICFモデルのススメ
――［その1］ICFって何？――
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