
　

日
本
で
は
高
齢
化
が
急
速
に

進
み
、認
知
症
高
齢
者
の
数
も
増

加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
５
年
に
は
、
認
知
症
高

齢
者
は
７
０
０
万
人
に
も
達
す

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。一
方
で
、

認
知
症
高
齢
者
の
領
域
の
看
護
・

介
護
の
研
究
は
、
外
国
に
比
べ
て

進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

超
高
齢
社
会
に
備
え
、
認
知
症

高
齢
者
へ
の
新
た
な
看
護
・
介
護

の
方
法
を
見
つ
け
出
し
た
い
、と

思
っ
た
の
が
、
研
究
に
取
り
組
む

き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　

００
年
か
ら
の
介
護
保
険
制
度

の
導
入
で
、施
設
介
護
か
ら
在
宅

介
護
へ
の
移
行
が
始
ま
り
ま
し

た
。在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
充
実

し
て
き
て
い
ま
す
が
、認
知
症
高

齢
者
を
在
宅
介
護
し
て
い
る
介

護
者
は
、認
知
症
を
持
た
な
い
要

介
護
高
齢
者
の
介
護
者
と
は

違
っ
た
負
担
を
抱
え
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、認
知
症
高
齢
者
に
特
有
の
行

動
・
心
理
症
状
で
あ
る
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ

と
介
護
負
担
感
の
関
連
性
に
着

目
し
、調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

対
象
者
は
、
広
島
県
や
福
岡

県
、熊
本
県
で
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や

デ
イ
ケ
ア
を
利
用
し
て
い
る
認
知

症
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て

い
る
主
介
護
者
７
０
５
人
を
選

び
ま
し
た
。介
護
者
の
平
均
年
齢

は
６３
・
９
歳
、
認
知
症
高
齢
者
の

平
均
年
齢
は
８４
・
７
歳
で
し
た
。

　

研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
要
介
護
度
の
数
字
よ
り
も
、

Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
の
症
状
で
あ
る
興
奮

や
う
つ
、異
常
行
動
な
ど
が
介
護

負
担
感
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
し
た
。介
護
者
の
介
護
負
担

感
を
と
ら
え
る
場
合
に
は
、Ｂ
Ｐ

Ｓ
Ｄ
の
個
別
症
状
を
正
確
に
把

握
す
る
こ
と
が
重
要
で
、そ
の
こ

と
が
認
知
症
高
齢
者
の
理
解
に

つ
な
が
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
介
護
負
担
感
に
地
域
特
性

は
関
連
し
て
い
な
い
こ
と
も
示
唆

さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
で
、否
定
的
認
識
で
あ
る

介
護
負
担
感
と
同
時
に
、介
護
の

肯
定
的
認
識
の
重
要
性
も
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
介

護
者
の
介
護
負
担
感
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
、
外
国
に
比
べ
る
と
、

介
護
の
前
向
き
な
気
持
ち
で
あ

る
肯
定
的
認
識
に
着
目
し
た
支

援
は
少
な
い
の
が
実
情
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、介
護
を

し
て
良
か
っ
た
、と
思
え
る
よ
う

な
プ
ラ
ス
の
側
面
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
た
研
究
に
取
り
組
み
ま
し

た
。研
究
者
が
作
成
し
た
介
護
の

肯
定
的
認
識
に
関
す
る
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
用
い
た
情
報
提
供
に
よ

る
介
入
が
、肯
定
的
認
識
の
向
上

と
介
護
負
担
感
の
軽
減
に
与
え

る
効
果
を
検
証
し
ま
し
た
。

　

研
究
に
は
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

に
協
力
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。認

知
症
高
齢
者
の
主
介
護
者
２０
人

を
対
象
に
、リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
用

い
た
介
入
群
と
、用
い
な
い
対
照

群
に
分
け
て
調
査
。介
入
群
の
介

護
者
で
は
、
介
入
前
、
介
入
直

後
、
介
入
１
カ
月
後
に
自
記
式

質
問
紙
調
査
を
行
い
ま
し
た
。そ

の
結
果
、
肯
定
的
認
識
は
介
入

前
と
比
べ
、
介
入
直
後
、
介
入
１

カ
月
後
で
向
上
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
介
護
負
担
感

も
、
介
入
直
後
は
低
下
す
る
傾

向
が
う
か
が
え
ま
し
た
。統
計
的

な
優
位
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

対
照
群
の
介
護
者
と
は
、異
な
る

結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
の
結
果
か
ら
、介
護
者
の

肯
定
的
認
識
の
向
上
に
は
、肯
定

的
認
識
へ
の
直
接
的
な
働
き
か
け

を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

２
０
２
５
年
問
題
は
喫
緊
の

課
題
で
す
。前
例
の
な
い
超
高
齢

社
会
に
備
え
る
た
め
に
は
、い
ま

の
う
ち
か
ら
科
学
的
根
拠
を
持
っ

た
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
大
切

で
す
。介
護
イ
コ
ー
ル
負
担
で
は

な
い
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
け

れ
ば
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

看
護
師
は
、
専
門
的
な
看
護

を
提
供
す
る
こ
と
で
給
料
を
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
家
族
介
護
は
仕

事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、介
護

を
や
っ
て
良
か
っ
た
と
前
向
き
に

感
じ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
、と
て

も
大
切
で
す
。前
向
き
に
な
れ
る

こ
と
で
、
介
護
負
担
感
が
減
り
、

介
護
を
続
け
ら
れ
る
要
因
に
も

な
っ
て
き
ま
す
。介
護
者
が
前
向

き
に
な
れ
る
こ
と
は
、認
知
症
高

齢
者
に
と
っ
て
も
、
良
い
介
護
が

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。（
聞
き
手
・
日
川
）

梶原弘平さん（大学院医歯薬保健学研究科助教）

若手研究者に聞く若手研究者

聞く若手研究者に聞く広島大学の

梶原弘平（かじわら　こうへい）さんプロフィル
　１９７９年、北九州市出身。広島大大学院保健
学研究科博士課程後期修了（看護学博士）。東
京医科歯科大医学部附属病院、東京都済生会
中央病院、高齢者専門病院に勤務後、九州大
大学院医学研究院保健学部門看護学分野を
経て２０１６年２月から現職。

Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
が
介
護
負
担
感
の
要
因

　
　

肯
定
的
認
識
が
負
担
感
を
軽
減

「
要
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Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
が
介
護
負
担
感
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
」
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