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認知症の人が暮らしやすい社会は、
誰もが笑顔で暮らせる社会

認知症の人が増え続けていますが、現時点では予防や治療方法は確立されていません。認知症の人や家族を支

えるため、多くの専門家や団体による様々な研究や先駆的取り組みがなされ、全国各地で啓発活動や地域づく

り等が活発になってきました。その一方、認知症の人と家族、生活環境は多様かつ複雑であり、医療介護現場

は閉鎖的になりがちです。発展途上の認知症ケアを高度化するためには、大規模なエビデンス（科学的根拠と

なるデータ）と経験知・科学知を集積し、洗練させながら横展開する必要があります。

そこで、私たちは認知症を「個性」と考え、本人と家族の視点を重視する市民情報学（Citizen Informatics）とい

う市民参画型の情報学を提唱し、「みんなで学び」「みんなをつなぎ」「みんなで知を創りだす」ことのできる「み

んなの認知症情報学会」を設立しました。

これまでの研究から、人工知能（AI）と情報技術（IT）は、多様な人の心的状態の記述、認知症の見立て知やケ

ア知の深化成長、多元的エビデンスの構築等に役立つことが分かってきました。

人間中心の様々なAIとITの研究開発と利活用を推進し、「みんな」が世代や職種を超えて「ごちゃまぜ」で研究

に参画することにより、認知症に関する「多面的な知」を創りだせると考えております。

認知症の人が暮らしやすい社会は誰もが笑顔で暮らせる社会です。

誰もが自分らしく心豊かに生活できる環境の実現に向けて、子ども、成人、高齢者が世代を超え、「みんなが当

事者」となって交流し、支え合うことが大切です。

フリーマガジン「みんなの認知症マガジン」を通じて、学会のさまざまな研究や実践活動の情報を

提供しながら、あらゆる人に当事者意識が芽生えるような啓蒙活動を行っていきたいと考えています。

ご支援ご協力のほど、お願い申し上げます。

一般社団法人みんなの認知症情報学会　理事長　竹林洋一
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「
認 

知
症
は
早
期
発
見
、
早
期
治

療
が
大
事
」と
い
っ
た
文
言
を
、

ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
な
ど
で
見

か
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

講
座
の
テ
キ
ス
ト
で
も
「
認
知
症
の
早
期
の
発
見
、

早
期
の
受
診
・
診
断
、
早
期
治
療
は
そ
の
後
の
認

知
症
の
人
の
生
活
を
左
右
す
る
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
す
。
認
知
症
は
ど
う
せ
治
ら
な
い
か
ら
医
療

機
関
に
か
か
っ
て
も
仕
方
な
い
と
い
う
誤
っ
た
考

え
方
は
改
め
ま
し
ょ
う
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
本
人
が
病
気
を
理
解
で
き
る
時
点
で
受
診

し
て
お
く
と
、
生
活
上
の
障
害
を
軽
減
で
き
た
り
、

ト
ラ
ブ
ル
を
減
ら
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
認

知
症
で
あ
っ
て
も
本
人
の
願
う
生
き
方
を
全
う
す

る
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
40
代
に
な
る
と
、
自
分
の
親
世
代
が
65
歳
以
上

の
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、「
も
し
か
し

た
ら
ウ
チ
の
親
も
、
認
知
症
で
は
?
」
と
心
配
に

な
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
親
に

早
期
受
診
を
勧
め
る
に
は
、
ど
ん
な
症
状
が
出
始

め
た
と
き
が
良
い
の
か
。認
知
症
で
な
い
人
で
も「
加

齢
に
よ
る
も
の
忘
れ
」
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の

に
自
分
が
心
配
だ
か
ら
と
、「
早
期
発
見
が
大
事
な

ん
だ
か
ら
」
と
無
理
や
り
親
を
診
療
に
連
れ
て
い

く
の
は
早
計
で
す
。「
加
齢
に
よ
る
も
の
忘
れ
」
と

「
認
知
症
の
記
憶
障
害
」
の
違
い
に
つ
い
て
知
っ
て

お
か
な
い
と
、親
に
余
計
な
負
担
を
か
け
た
り
、プ

ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　
認
知
症
に
な
る
と
新
し
い
記
憶
が
苦
手
に
な
る

の
で
、
本
人
が
失
敗
し
た
こ
と
を
家
族
が
覚
え
て

い
て
も
、
本
人
自
身
は
忘
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ

り
ま
す
。
な
の
で
、「
そ
ん
な
失
敗
は
し
て
い
な
い
」

「
家
族
が
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
わ
か
ら

な
い
」と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、さ
ら
に
家
族
が
強

く
叱
責
す
る
と
「
な
ぜ
自
分
が
そ
こ
ま
で
言
わ
れ

る
の
か
」「
家
族
が
自
分
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」

と
、よ
り
強
い
抵
抗
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
に
よ
り
認
知
症
へ
の
不
安
が
大
き
い
の
は
本
人

で
す
。
そ
し
て
身
近
な
家
族
に
は
、
本
人
の
認
知

症
状
が
他
の
人
に
比
べ
て
強
く
出
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
く
だ
け
で
も
、
親

に
対
す
る
言
葉
や
態
度
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　

困 

っ
た
と
き
に
、
人
を
頼
っ
て
助
け

を
求
め
る
―
―
こ
の
行
為
を
当

た
り
前
の
よ
う
に
感
じ
る
人
は
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ざ
自
分
の
身

に
ト
ラ
ブ
ル
が
降
り
か
か
る
と
、
周
囲
に「
助
け
て
」

と
言
う
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
が
わ
か
る
は
ず

で
す
。
な
ぜ
な
ら「
人
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」

「
身
内
の
困
り
ご
と
を
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
」

と
い
っ
た
心
理
が
働
い
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　
逆
に
、
助
け
る
側
の
心
理
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

長
野
県
須
坂
市
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

「
近
所
に
困
っ
た
人
が
い
た
ら
助
け
る
か
」
と
い

う
設
問
に
対
し
、「
頼
ま
れ
な
く
て
も
助
け
る
」

が
23
％
、「
頼
ま
れ
れ
ば
助
け
る
」
が
72
％
、「
助

け
な
い
」が
5
％
と
の
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
困
っ

た
こ
と
が
あ
れ
ば
助
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
が

実
に
95
％
い
る
の
は
頼
も
し
い
の
で
す
が
、
約
7

割
は
「
頼
ま
れ
れ
ば
」
の
条
件
付
き
に
な
っ
て
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら「
勝
手
な
こ
と
を
す
る
と
か
え
っ

て
迷
惑
だ
か
ら
」「
人
の
家
庭
に
首
を
突
っ
込
む

の
は
失
礼
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
が
多
い
。
つ
ま

り
「
助
け
て
」
の
声
を
上
げ
な
け
れ
ば
、
7
割
の

人
は
助
け
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
困
っ
て
い
る
側
が
「
助
け
て
」
と
な
か
な
か
言

え
な
い
心
理
と
、
助
け
る
側
が
「
頼
ま
れ
れ
ば
」

と
条
件
付
き
に
な
る
心
理
。
こ
の
す
れ
違
い
が
、

日
本
で
助
け
合
い
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
根
本

要
因
だ
と
指
摘
す
る
専
門
家
も
い
ま
す
。 

こ
の

こ
と
は
「
認
知
症
高
齢
者
」
の
場
合
で
も
顕
著

で
、
本
人
や
家
族
が
な
か
な
か
周
囲
に
言
い
出

せ
ず
、よ
う
や
く
発
見
さ
れ
支
援
の
手
が
届
い
た

こ
ろ
に
は
重
度
化
し
て
い
た
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス

が
よ
く
あ
り
ま
す
。「
家
族
が
認
知
症
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
れ
た
く
な
い
」「
恥
を
さ
ら
し
た
く

な
い
」
と
の
心
理
が
働
い
て
し
ま
う
た
め
、
初
期

段
階
で
の
発
見
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
傾
向

が
あ
る
の
で
す
。

　
親
の
介
護
に
向
き
合
う
と
き
に
は
、
決
し
て

ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い
こ
と
。
そ
の
た
め
に
、「
助

け
て
」
と
言
え
る
勇
気
、「
自
ら
弱
み
を
さ
ら
け

出
せ
る
」
と
い
う
強
み
を
持
て
る
か
ど
う
か
。
い

ま
親
の
介
護
に
関
わ
っ
て
い
る
人
も
、
そ
う
で
な

い
人
も
、
ぜ
ひ
心
に
留
め
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

困ったことがあれば助けたいと思っている人は95％もいるが、「助けて」の声が上がらないの
が問題なんです

「近所に困った人がいれば助けるか?」
「困ったときに助けてと言えるか?」 （長野県須坂市調べ）

●経験したことが部分的に思い出せない⇔経験したこと自体を忘れている

●物の置き場所を思い出せないことがある⇔置き忘れ・紛失が頻繁になる

●約束をうっかり忘れてしまった⇔約束したこと自体を忘れている

●物覚えがわるくなったように感じる⇔数分前の記憶が残らない

●曜日や日付を間違えることがある⇔月や季節を間違えることがある

答えは全て、左が「加齢によるもの忘れ」で右が「認知症の記憶障害」とされています

右と左、どちらが「加齢によるもの忘れ」でしょうか?

40代になったら知っておこう！
「もの忘れ」と「認知症」の違い  

早期発見が大事、というけれど……　一般

親が認知症になったとき、
周囲に「助けて」と言えますか?

「頼まれれば助ける」が72％ !家族

「頼まれなくても助ける」……23％

「頼まれれば助ける」……72％

「助けない」……5％

「困ったときに助けてと言える」……5％

「困っていても助けてと言えない」……98％
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「認知症の人が暮らしやすい社会は、誰もが笑顔で暮らせる社会」。その目標に向かって日
本の社会全体が、当事者意識をもって取り組まなければなりません

各国の認知症国家戦略の策定年

●もし自分が認知症になっても、家族にはそれを知られたくない。（　）

●もし自分が認知症になったら、近所の人にはそれを知られたくない。（　）

●周囲の人々は、私のことを真剣に考えてくれなくなると思う。（　）

●もし自分が認知症になったら、悲しく当惑すると思う。（　）

●日常生活のいろいろなことができなくなると思う。（　）

そう思う…1　まあそう思う…2　どちらともいえない…3　あまりそう思わない…4　そう思
わない…5　合計が20点以下の場合は「認知症への偏見が強い」可能性があります

あなた自身が認知症になったとき、どう思うか
（スティグマ度チェック）

あなたも持っているかも?
認知症にまつわる誤解や偏見

「スティグマ度」をチェック当事者

フランスは日本の14年前に策定国・自治体

「
ス 

テ
ィ
グ
マ
」と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
?
　「
ス

テ
ィ
グ
マ
」
と
は
、“
汚
名
の
烙
印

を
押
さ
れ
る
”と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、
心
身
の
障
害

や
貧
困
に
よ
る
社
会
的
な
差
別
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

他
者
や
社
会
集
団
に
よ
っ
て
個
人
に
押
し
付
け
ら
れ

た
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
の
不
当
な
レ
ッ
テ
ル
、
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
も
と
も
と
「
ス
テ
ィ
グ
マ
」は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で一

般
市
民
と
の
判
別
を
つ
け
る
た
め
奴
隷
や
犯
罪
者

の
身
体
に
刻
印
し
た
徴（
し
る
し
）が
語
源
で
し
た
が
、

1
9
6
0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
ッ
フ
マ
ン
と
い
う
学

者
に
よ
っ
て「
あ
る
特
徴
を
理
由
に
、そ
の
人（
集
団
）

を
社
会
か
ら
除
け
者
に
す
る
こ
と
」の
意
と
し
て
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
古
く
は
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
、
最
近
で
は
生
活
保
護
の
不
正
受
給
報
道
な

ど
、
社
会
的
弱
者
へ
の
偏
見
や
差
別
の
問
題
は
ず
っ

と
続
い
て
き
た
の
で
す
。

　
認
知
症
に
つ
い
て
も
社
会
的
な「
ス
テ
ィ
グ
マ
」は

根
深
く
、
そ
の
誤
解
や
偏
見
の
せ
い
で
社
会
で
孤
立

し
て
し
ま
い
、
精
神
症
状
を
生
じ
た
り
、
悪
化
さ
せ
て

し
ま
う
人
が
い
ま
す
。
そ
う
し
た
精
神
症
状
の
た
め

に
精
神
科
病
院
の
閉
鎖
病
棟
に
入
院
さ
せ
ら
れ
、
薬

物
に
よ
る
鎮
静
化
と
い
う
行
動
制
限
や
身
体
拘
束

を
受
け
る
人
も
い
る
の
で
す
。
現
在
で
も「
認
知
症

へ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
」は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
認
知
症
へ
の
偏
見
や
差
別
は
い
け
な
い
こ
と
だ
、と

頭
で
理
解
し
て
い
る
人
で
も
「
ス
テ
ィ
グ
マ
」
を
作
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
認
知
症

に
対
す
る
知
識
や
経
験
が
な
い
の
で
「
ど
う
対
処
し

て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」。
そ
の
う
ち
「
私
で
は
難
し

そ
う
だ
」「
な
の
で
そ
う
い
っ
た
人
に
関
わ
ら
な
い
で

お
こ
う
」と
な
っ
て
し
ま
う
。
消
極
的
理
由
で
あ
っ
て

も
、
社
会
的
な
偏
見
や
差
別
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
、

そ
こ
が
こ
の
問
題
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　
自
分
の
認
知
症
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
度
を
知

る
こ
と
は
、
あ
な
た
自
身
の
認
知
症
に
向
き
合
う

た
め
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

左
の
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
で
、ス
テ
ィ
グ
マ
度
が
高
か
っ
た

（
合
計
点
数
が
低
か
っ
た
）
人
も
、
ス
テ
ィ
グ
マ
度
が

低
か
っ
た
（
合
計
点
数
が
高
か
っ
た
）
人
も
、
実
際

に
認
知
症
に
な
っ
た
方
へ
寄
り
添
う
と
き
に
、
左
記

5
項
目
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返
っ
て
も
ら
え
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

日 

本
に
は
、
先
進
国
の
中
で
最
も
多
い
、

約
5
0
0
万
人
以
上
の
認
知
症
の

人
が
い
ま
す
。
そ
ん
な
日
本
で
認
知

症
対
策
が
国
家
戦
略
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
の
は
、
2
0
1
5
年
の「
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
き
な
特
徴
は
、“
病
院

で
は
な
く
、
住
み
慣
れ
た
家
や
地
域
で
暮
ら
し
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
”
を
目
標
と
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
住
み
慣
れ
た
家
や
地
域
で
認
知
症
ケ
ア

が
受
け
ら
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、
欧
米

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
認
知
症
の
人
が
約

85
万
人
い
ま
す
。
国
家
戦
略
と
し
て
認
知
症
施
策

「
プ
ラ
ン
・
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
」
が
始
ま
っ
た
の
は
、

2
0
0
1
年
。
日
本
よ
り
14
年
も
早
い
。
さ
ら

に
2
0
0
8
年
に
は
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
5
年
間

で
1
8
0
0
億
円
を
予
算
化
。
認
知
症
の
人
一

人
当
た
り
に
換
算
す
る
と
、
実
に
日
本
の
40
倍
を

投
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
約
70
万
人
の
イ
ギ
リ
ス
は
2
0
0
9
年
、

約
25
万
人
の
オ
ラ
ン
ダ
は
2
0
0
4
年
、
約
27
万

人
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
2
0
0
6
年
に
、
そ
れ
ぞ

れ
国
家
戦
略
と
し
て
認
知
症
施
策
を
位
置
づ
け
ま

し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
も
2
0
1
1
年
に「
国
家
ア
ル

ツ
ハ
イ
マ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
法
」が
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
欧
米
諸
国
と
日
本
の
違
い
は
精
神
科

病
院
に
入
院
中
の
認
知
症
の
人
の
数
に
表
れ
て
い

ま
す
。
欧
米
諸
国
で
は
、
認
知
症
の
人
が
精
神
科

病
院
に
入
院
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、

日
本
で
は
5
万
人
以
上
の
認
知
症
の
人
が
精
神
科

病
院
に
入
院
し
て
お
り
、さ
ら
に
長
期
入
院
が
多
い

こ
と
か
ら
、「
病
院
に
閉
じ
込
め
て
い
る
」
と
国
際

的
な
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
世
界
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
「
認
知
症
を
抱
え
な
が

ら
も
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
支
援
す
る

こ
と
」。
日
本
も
2
0
1
5
年
の
新
オ
レ
ン
ジ
プ

ラ
ン
を
き
っ
か
け
に
、
2
0
2
5
年
ま
で
に
世
界
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
“
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
”
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

最
後
は
難
し
い
言
葉
が
並
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
が
、

目
指
す
ゴ
ー
ル
は
私
た
ち
自
身
が
、「
近
所
に
認
知

症
高
齢
者
が
い
る
こ
と
を
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
」

「
自
分
が
で
き
る
範
囲
で
支
援
を
す
る
、
見
守
る
」

と
い
う
行
動
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
な
の
で
す
。

日本の認知症施策は先進国と
比べて後れている、は本当か

フランス

イギリス

オーストラリア

アメリカ

日本

2001年

2009年

2004年

2011年

2015年

約85万人

約70万人

約27万人

約550万人

約462万人
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―
― 

A
I
と
聞
く
と
、「
難
し
そ
う
」

「
怖
い
」「
人
間
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
支

配
さ
れ
る
」な
ど
の
印
象
を
持
つ
人

が
い
ま
す
。み
ん
な
の
認
知
症
情
報

学
会
で
は
、「
人
間
中
心
の
A
I
」と

い
っ
た
表
現
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

竹
林
：
最
近
の
人
工
知
能
は
、ア
ル

フ
ァ
碁（
※
プ
ロ
囲
碁
棋
士
を
破
っ
た

初
の
A
I
）の
印
象
が
強
い
で
す
が
、

も
と
も
と
は
違
う
ん
で
す
。私
が
人

工
知
能
の
創
始
者
マ
ー
ビ
ン・
ミ
ン
ス

キ
ー
と
知
り
合
い
に
な
っ
て
、彼
の
著

書
を
翻
訳
し
た
の
で
す
が
、数
式
が一

個
も
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。人
工

知
能
っ
て
い
う
と
、数
式
が
入
っ
て
い

る
気
が
し
ま
せ
ん
?

　
彼
は
人
間
の

複
雑
な
知
能
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
、コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
モ
デ
ル
化
し
た

り
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
を
研
究
し

て
い
た
ん
で
す
。そ
れ
が
人
工
知
能

の
分
野
な
ん
で
す
よ
ね
。

石
山
：“
人
間
中
心
の
A
I
”を
ブ

レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
す
る
と
、ひ
と
つ
は

「
自
然
知
能
を
理
解
し
よ
う
と
し
て

い
る
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

竹
林
：
ミ
ン
ス
キ
ー
先
生
は
そ
の

自
然
の
知
能
を
、解
明
と
い
う
言

葉
で
は
な
く
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
活

用
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
意
識
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

石
山
：
そ
こ
、深
い
で
す
ね
。表
現
っ

て
い
う
と
こ
ろ
を
、も
う
ち
ょ
っ
と
噛

み
砕
く
と
、今
ま
で
は
表
現
す
る
手

段
が
、「
自
然
言
語
」か「
数
学
」し

か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。こ
れ
が
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
だ
と
も
っ
と
リ
ッ
チ
に
表
現

で
き
ま
す
。例
え
ば
、感
情
を
表
現

す
る
場
合
。自
然
言
語
で
い
う
と
、

「
感
情
っ
て
何
で
す
か
?
」と
つ
い
つ

い
言
葉
遊
び
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。今
度
は
逆
に
数
学
で

表
現
す
る
と
厳
密
に
な
り
す
ぎ

ち
ゃ
っ
て
、遊
び
が
な
い
。こ
れ
が
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
使
う
こ
と
で
、表
現
の

幅
が
ぐ
ん
と
広
が
る
ん
で
す
よ
ね
。

竹
林
：
そ
う
考
え
る
と
、今
あ
る
認

知
症
の
症
状
の
全
体
像
や
関
係
性

の
理
解
も
、A
I
に
よ
っ
て
深
さ
や

幅
が
広
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

―
― 

そ
も
そ
も
お
二
人
に
と
っ
て
、

認
知
症
を
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
さ
れ

た
き
っ
か
け
は
何
で
し
ょ
う
か
?

竹
林
：
も
と
も
と
私
は
、子
供
の
発

達
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
。（
ジ
ャ

ン・
）ピ
ア
ジ
ェ
は
自
分
の
子
供
だ
け

観
察
し
て
発
達
心
理
学
と
い
う
分

野
を
作
っ
た
ん
で
す
。静
岡
大
学
で

は
5
年
間
、ず
っ
と
毎
週
幼
児
教
室

を
開
催
し
て
、ど
う
発
達
し
た
の
か

観
察
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
後
、認
知

症
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
て
認
知

発
達
と
逆
の
関
係
だ
と
気
付
き
、

「
こ
れ
は
私
が
や
ら
な
け
れ
ば
」と

思
っ
た
ん
で
す
。そ
し
て
、石
山
さ
ん

と「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」（
フ
ラ
ン
ス
発
の

認
知
症
ケ
ア
技
術
）に
出
会
っ
た
わ

け
で
す
。

石
山
：
私
は
リ
ク
ル
ー
ト
で「
う
つ
レ

コ
」と
い
う
、認
知
行
動
療
法
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
ア
プ
リ
を
開
発
し
て
た

ん
で
す
が
、あ
る
種
の
閉
塞
感
を
覚

え
て
い
ま
し
て
。そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

竹
林
先
生
と
お
会
い
し
て
、認
知
症

情
報
学
会
の
前
身
の
話
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

竹
林
：
石
山
さ
ん
と
出
会
っ
た
と
き

は
、び
っ
く
り
し
ま
し
た
よ
。な
ん
で

石山洸（いしやま・こう）
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻修士課程修了。2006 年 4月、株式会社リクルートに
入社。同社のデジタル化を推進した後、新規事業提案制度での提案を契機に新会社を設立。事業を3 年で成長フェー
ズにのせ売却した経験を経て、2014 年 4月、メディアテクノロジーラボ所長に就任。2015 年 4月、リクルートの AI 研
究所であるRecruit Institute of Technologyを設立し、初代所長に就任。2017 年 3月、デジタルセンセーション株式
会社取締役 COO に就任。2017 年 10月の合併を機に、現職就任。静岡大学客員教授、東京大学政策ビジョン研
究センター客員准教授。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
、

人
間
が
表
現
で
き
る
幅
が

圧
倒
的
に
広
が
っ
て
き
て
い
る

活
版
印
刷
技
術
で
読
み
書
き
が

普
及
し
た
よ
う
に
A
I
で

み
ん
な
ケ
ア
が
上
手
く
な
っ
て
い
く

人工知能（AI）は、認知症ケアを
どう変えるのか

「認知症になっても、安心して暮らせる社会」を目指して

取材・文／藤井大輔（プリフィクス）

認知症ケアの領域でAIを活用し、社会課題

の解決に本気で取り組んでいるお二人に、

「AIとは何か」「AIによって認知症ケアがど

う変わるのか」をお聞きしました。
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こ
ん
な
に
理
解
が
早
い
の
か
、っ
て
。

説
明
も
僕
よ
り
上
手
い（
笑
）

石
山
：
例
え
ば
、グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク

の
活
版
印
刷
技
術
が
で
き
て
み
ん

な
が
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
の
一
緒
で
、A
I
が
で
き
る
こ

と
で
み
ん
な
ケ
ア
が
上
手
く
な
っ
て

い
く
っ
て
言
う
と
、わ
か
り
や
す
い
で

す
よ
ね
。

竹
林
：
石
山
さ
ん
の「
デ
ー
タ
が
大

き
い
か
ら
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
じ
ゃ
な
く

て
、役
に
立
っ
て
初
め
て
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
」っ
て
言
葉
、好
き
な
ん
で
す
よ
。

そ
の
通
り
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

―
― 

み
ん
な
の
認
知
症
情
報
学
会

や
エ
ク
サ
ウ
ィ
ザ
ー
ズ
さ
ん
の
取
り
組

み
が
、10
年
後
と
か
20
年
後
、想
定

通
り
上
手
く
行
っ
た
と
き
に
は
、社

会
は
ど
ん
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
ん

で
し
ょ
う
。

竹
林
：
ま
ず
日
本
で
で
す
が
、人
々

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
や
認

知
症
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
上
が
っ
て
い
き

ま
す
。普
通
に
長
生
き
し
て
認
知
症

に
な
っ
て
も
元
気
で
い
ら
れ
る
人
の

比
率
が
も
の
す
ご
く
上
が
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
認
知
症
に
な
っ

て
も
、安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
― 

そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。

竹
林
：
そ
う
な
る
と
認
知
症
を
含

め
た
高
齢
化
対
策
の
社
会
コ
ス
ト
が

下
が
っ
て
い
き
ま
す
。そ
の
分
、も
う

ち
ょ
っ
と
教
育
と
か
好
き
な
こ
と
を

や
っ
て
、そ
の
人
ら
し
く
生
き
ら
れ
る

こ
と
に
投
資
で
き
る
わ
け
で
す
。そ

う
い
う
世
界
が
10
年
く
ら
い
で
ほ
ぼ

間
違
い
な
く
で
き
る
と
、私
は
本
気

で
思
っ
て
い
ま
す
。

石
山
：
高
齢
化
し
て
い
く
タ
イ
ミ
ン

グ
は
、地
方
が
圧
倒
的
に
早
い
ん
で

す
。例
え
ば
私
の
出
身
で
あ
る
新
潟

で
は
、佐
渡
な
ど
の
地
域
は
ピ
ー
ク

ア
ウ
ト
し
て
、高
齢
者
の
数
が
減
り

始
め
て
い
ま
す
。東
京
に
い
る
と
、ま

だ
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
が
先
か
な
っ
て
い
う

の
が
あ
る
ん
で
す
が
、地
方
を
考
え

る
と
も
う
ち
ょ
っ
と
急
い
だ
ほ
う
が
よ

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。で
も
急
ぐ
と
軋

轢
を
生
む
の
で
、や
は
り
10
年
く
ら

い
は
か
か
る
か
と
。

―
― 

そ
こ
を
ど
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

す
る
か
は
重
要
で
す
ね
。

竹
林
：
み
ん
な
の
認
知
症
情
報
学

会
で
は
、認
知
症
の
当
事
者
や
ケ
ア

を
す
る
人
の“
主
観
”を
含
め
て
デ
ー

タ
を
取
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、こ
れ

ま
で
は
笑
顔
の
デ
ー
タ
な
ん
て
な
い

ん
で
す
よ
。医
者
や
介
護
従
事
者
が

書
い
た
カ
ル
テ
し
か
な
か
っ
た
。そ
の

主
観
も
含
め
た
デ
ー
タ
を
ベ
ー
ス
に

し
た
A
I
を
通
じ
て
み
ん
な
が
学
ぶ

世
界
が
く
る
と
、人
間
に
対
す
る
理

解
が
高
ま
る
は
ず
で
す
。そ
う
な
る

と
認
知
症
ケ
ア
だ
け
で
な
く
、子
供

の
教
育
も
良
く
な
る
。自
動
運
転
技

術
よ
り
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
で
し
ょ
? 

結
構
面
白
い
ん
で
す
よ
。

竹林洋一（たけばやし・よういち）
東北大学大学院博士課程修了。1980 年 4 月、東京芝浦電気株式会社（現・株式会社東芝）入社。MITメディ
アラボ滞在中に人工知能研究の巨人・ミンスキー博士の知遇を得る。東芝研究開発センター技監などを経て、2002
年 4 月、静岡大学教授に就任。2003 年 10 月、デジタルセンセーション株式会社を設立、会長に就任。2017 年
10 月より現職。人工知能学会理事、情報処理学会理事を歴任し、情報処理学会フェロー受賞。静岡大学創造科
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認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
社
会
が
、10
年
後
に
は

ほ
ぼ
間
違
い
な
く
実
現
で
き
る

竹林洋一（みんなの認知症情報学会理事長）

（株式会社エクサウィザーズ代表取締役）石山 洸
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