
3 2関西労健 VOL.107

日常生活に
支障

学
習
院
大
学 

理
学
部 

生
命
科
学
科 

教
授 

兼

M
I
G
株
式
会
社 

取
締
役
チ
ー
フ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー

高
島 

明
彦 

先
生

脳
健
康

テーマ

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
は
認
知
症
の
６
～
７
割
を
占
め
る
最
大
の
原
因
で
あ
り
、
世
界
で
数
千
万
人
の
人
々
が
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
国
内
で
は
、
病
状
の
悪
化
を

抑
制
す
る
抗
ア
ミ
ロ
イ
ド
薬
の
実
用
化
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
対
象
が
軽
度
の
早
期
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
難
点
で
す
。

早
期
か
つ
正
確
に
診
断
す
る
方
法
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
Ｖ
Ｒ
ゴ
ー
グ
ル
を
用
い
た
測
定
で
す
。

今
回
は
、
身
体
に
負
担
を
与
え
ず
、
低
コ
ス
ト
で
脳
内
の
微
細
な
変
化
を
と
ら
え
る
、
こ
の
画
期
的
な
方
法
が
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
予
防
・
治
療
に
役
立
つ

可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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図２　アルツハイマー病の神経病理学変化

図３　認知症の診断と治療
大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学ホームページより

図1　典型的な４つの認知症
朝田隆、H24総合報告書PART1より作成

　

皆
さ
ん
、認
知
症
と
い
う
の
は
、よ

く
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。認
知
症

と
は
、加
齢
や
生
活
ス
タ
イ
ル
な
ど

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
３
つ
の
特
徴

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
臨
床
症
状

は
、同
じ
こ
と
を
何
度
も
言
っ
た
り
、

物
を
置
い
た
場
所
を
思
い
出
せ
な

か
っ
た
り
、記
憶
障
害
か
ら
始
ま
り

ま
す
。そ
こ
か
ら
、妄
想
や
失
語
、徘

徊
と
い
っ
た
認
知
機
能
障
害
に
な
る

の
で
す
。た
だ
、記
憶
障
害
か
ら
認
知

機
能
障
害
に
至
る
病
気
は
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
。通
常
の
認
知
症
の
診
療

で
は
、Ｃ
Ｔ
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
な
ど
の
画
像

検
査
を
行
い
、認
知
症
全
般
に
み
ら

れ
る
の
が
脳
の
萎
縮
で
す
。脳
の
萎

縮
は
、多
く
の
神
経
細
胞
が
障
害
さ

れ
、脱
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ

り
ま
す
。

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
発
症
に

は
、①
老
人
斑
の
出
現　

②
神
経
原

線
維
変
化　

③
神
経
細
胞
の
脱
落
、

と
い
う
３
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、複
数
の
ア
ミ
ノ
酸
か
ら
な
る

ア
ミ
ロ
イ
ド
β
が
凝
集
す
る
と
、神

経
細
胞
や
シ
ナ
プ
ス
に
対
し
て
毒
性

を
発
揮
し
ま
す
。ア
ミ
ロ
イ
ド
β
が

蓄
積
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
る
の
が
老
人

斑
で
す
。次
に
、過
剰
に
リ
ン
酸
化
さ

れ
た
タ
ウ
蛋
白
が
脳
内
に
凝
集
・
蓄

積
す
る
と
、神
経
原
線
維
変
化
が
形

成
さ
れ
ま
す
。糸
く
ず
状
の
リ
ン
酸

様
々
な
原
因
に
よ
っ
て
認
知
機
能
が

低
下
し
、そ
れ
ま
で
で
き
て
い
た
日

常
生
活
や
社
会
生
活
が
困
難
に
な
る

状
態
の
こ
と
で
す
。

　

原
因
と
な
る
疾
患
の
種
類
に
よ
っ

化
タ
ウ
が
固
ま
っ
て
、神
経
細
胞
の

中
に
溜
ま
っ
て
い
る
状
態
で
す
。さ

ら
に
、老
人
斑
と
神
経
原
線
維
変
化

が
、神
経
回
路
網
の
機
能
低
下
や
神

経
細
胞
の
脱
落
を
引
き
起
こ
し
、脳

の
萎
縮
が
進
む
の
で
す（
図
２
）。

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
臨
床
症
状

に
し
て
も
、老
人
斑
や
神
経
原
線
維

変
化
、脳
の
萎
縮
に
し
て
も
、あ
る
日

突
然
起
こ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。認
知
症
を
発
症
し
て
か
ら
、時
間

と
と
も
に
認
知
機
能
が
ど
ん
ど
ん
悪

く
な
る
こ
と
は
、多
く
の
研
究
で
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。で
は
、発
症
前
の

段
階
と
い
う
の
は
、一
体
ど
う
な
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。大
阪
大
学
大
学

院
医
学
系
研
究
科
の
老
年
・
総
合
内

科
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、正
常

な
状
態
か
ら
変
曲
点
が
あ
り
、そ
こ

か
ら
少
し
ず
つ
悪
く
な
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す（
図
３
）。こ
れ
を
Ｆ
Ａ
Ｓ

Ｔ（
認
知
症
機
能
評
価
別
病
期
分

類
）で
見
て
み
る
と
、ス
テ
ー
ジ
１
が

「
正
常
」で
、ス
テ
ー
ジ
２
の「
年
相

応
」が
変
曲
点
に
な
り
ま
す（
図
4
）。

病
気
の
進
行
を
遅
ら
せ
る
方
法
と
は

て
、典
型
的
な
４
つ
の
型
に
分
類
さ

れ
ま
す
。最
も
原
因
と
し
て
多
く
、全

体
の
７
割
弱
を
占
め
る
の
が
、ア
ル

ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症（
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
）で
す（
図
１
）。
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症
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図４　FAST（Functional Assessment Staging）

図８　加齢に伴う神経原線維変化と老人斑形成の関係
aLzforumより

図６　リン酸化タウ蓄積と抗アミロイド療法の効果
aLzforumより

図７　神経原線維変化と認知機能
aLzforumより

図５　ランセット委員会の「認知症予防の12のポイント」

ス
テ
ー
ジ
３
で「
境
界
状
態
」に
な

り
、ス
テ
ー
ジ
４
で
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
認
知
症
と
診
断
さ
れ
、そ
の
後
ス

テ
ー
ジ
が
上
が
る
ほ
ど
重
症
度
が
高

ま
り
ま
す
。再
び
図
３
に
戻
っ
て
み

る
と
、い
ず
れ
の
時
点
で
も
、予
防
行

動
を
す
れ
ば
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
わ
か
り
ま
す
。そ
の
た

め
に
、何
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。そ
の
答
え
は
、運
動
と
生
活
習
慣

の
改
善
で
す
。

　

認
知
症
の
専
門
家
か
ら
な
る
ラ
ン

セ
ッ
ト
委
員
会
は
２
０
２
０
年
、認

知
症
に
関
連
す
る「
教
育
」「
難
聴
」

「
外
傷
性
脳
損
傷
」「
高
血
圧
」「
過
度

の
飲
酒
」「
肥
満
」「
喫
煙
」「
う
つ
病
」

「
社
会
的
孤
立
」「
運
動
不
足
」「
大
気

汚
染
」「
糖
尿
病
」と
い
う
12
の
リ
ス

ク
要
因
を
改
善
す
る
こ
と
で
、ア
ル

ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
発
症
を
遅
ら
せ
、

発
症
を
約
40
％
予
防
で
き
る
こ
と
を

報
告
し
ま
し
た（
図
5
）。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、若
年
期
に
は
勉

強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

中
年
期
、晩
年
期
に
か
け
て
も
、

12
の
リ
ス
ク
要
因
の
改
善
が
効
果
的

ず
っ
と
学
び
続
け
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。中
年
期
に
な
る
と
、心
臓
に

負
担
が
か
か
る
こ
と
は
控
え
る
よ
う

に
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。晩
年
期
に

は
、い
ろ
い
ろ
な
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
し
た
り
、運
動
し
た
り
し

ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。い
わ

ば
運
動
と
生
活
習
慣
の
改
善
だ
け

で
、40
％
リ
ス
ク
が
低
減
さ
れ
る
の

で
す
。た
だ
残
念
な
が
ら
、認
知
症
に

な
る
人
が
０
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

現
在
、日
本
で
は
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
の
新
し
い
治
療
薬
で
あ
る
レ

カ
ネ
マ
ブ
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
を
除
去

し
、27
％
の
進
行
抑
制
効
果
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、３
年

間
経
つ
と
、進
行
が
１
年
分
遅
く
な

る
と
い
う
意
味
で
す
。つ
ま
り
、治
療

を
行
わ
な
い
自
然
経
過
の
人
が
２
年

経
っ
た
状
態
と
、薬
を
服
用
し
た
人

の
３
年
経
っ
た
状
態
が
同
じ
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。な
か
な
か
薬
の

効
果
は
実
感
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま

新
薬
レ
カ
ネ
マ
ブ
の
実
用
化
に
期
待

せ
ん
が
、進
行
は
遅
く
な
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。ま
た
、国
内
で
は
未

承
認
で
す
が
、米
・
イ
ー
ラ
イ
リ
リ
ー

社
の
ド
ナ
ネ
マ
ブ
も
、レ
カ
ネ
マ
ブ
と

同
様
に
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
を
除
く
薬
で

す
。臨
床
試
験
で
は
リ
ン
酸
化
タ
ウ

の
蓄
積
が
低
い
人
ほ
ど
進
行
が
遅
く

な
り
ま
し
た（
図
6
）。リ
ン
酸
化
タ

ウ
の
蓄
積
が
高
い
人
に
比
べ
て
7
倍

ぐ
ら
い
進
行
を
抑
制
し
、リ
ン
酸
化

タ
ウ
の
蓄
積
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど

治
療
効
果
が
高
く
な
り
ま
す
。

脳の老化とアルツハイマー病

脳老化
加 齢 ➡ 嗅 内 野 に 神 経 原 線
維変化➡年相応～境界状態 
FAST２～３

アルツハイマー病
脳老化➡βアミロイド➡神経
原線維の拡大➡認知症

1. 正常
2. 年相応 物の置き忘れなど

3. 境界状態 熟練を要する仕事の場面では、機能低下が同僚によって認められる。
新しい場所に旅行することは困難。

4. 軽度のアルツハイマー型認知症 夕食に客を招く段取りをつけたり、家計を管理したり、買い物をしたりする程度の仕事でも
支障をきたす。

5. 中等度のアルツハイマー型認知症 介助なしでは適切な洋服を選んで着ることができない。
入浴させるときにもなんとか、なだめすかして説得することが必要なこともある。

6. やや高度のアルツハイマー型認知症 不適切な着衣。入浴に介助を要する。入浴を嫌がる。トイレの水を流せなくなる。失禁。

7. 高度のアルツハイマー型認知症 最大約6語に限定された言語機能の低下。理解しうる語彙はただ1つの単語となる。
歩行能力の喪失。着座能力の喪失。笑う能力の喪失。昏迷および昏睡。

運動と生活習慣の改善だけでアルツハイマー病になるリスクを減らすことができる

● 難聴
● 外傷性脳損傷
● 高血圧
● 過度の飲酒
● 肥満

● 喫煙
● うつ病
● 社会的孤立
● 運動不足
● 大気汚染
● 糖尿病

学びの少なさ 中 年 期

晩 年 期

若 年 期

Wischik, C. M., Harrington, C. R. & Storey, J. M. D. Tau-aggregation inhibitor therapy for alzheimer` s 
disease. Biochem. Pharmacol. 88,529-539(2014).
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図11　病理変化とバイオマーカー
NIA-AA Research Framework Alzheimer's & Dementia 14(2018)535-562 より

　

リ
ン
酸
化
タ
ウ
は
、側
頭
葉
の
横

に
あ
る
嗅
内
野（
き
ゅ
う
な
い
や
）と

呼
ば
れ
る
部
分
に
蓄
積
し
ま
す
。嗅

内
野
か
ら
、海
馬
や
大
脳
辺
縁
系
、

新
皮
質
な
ど
周
辺
部
位
に
、リ
ン
酸

化
タ
ウ
が
溜
ま
っ
て
い
く
、つ
ま
り

神
経
原
線
維
変
化
が
広
が
っ
て
い
く

の
で
す（
図
7
）。神
経
原
線
維
変
化

の
進
行
を
表
し
た
ブ
ラ
ー
ク
ス
テ
ー

ジ
は
６
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す

が
、段
階
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
、治

療
薬
の
効
果
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
の
研
究
所
で
は
、20
代
か

ら
神
経
原
線
維
変
化
が
出
て
く
る
と

い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。50
代
に
約

半
数
が
ブ
ラ
ー
ク
ス
テ
ー
ジ
の
ス

テ
ー
ジ
１
お
よ
び
ス
テ
ー
ジ
２
で
し

た
。嗅
内
野
に
神
経
原
線
維
変
化
が

起
き
て
い
る
状
態
は
変
曲
点
で
す
。

そ
し
て
、70
代
か
ら
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
の
神
経
原
線
維
変
化
が
増
え
始
め

ま
す
。

　

嗅
内
野
か
ら
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

の
神
経
原
線
維
変
化
に
な
る
ま
で
の

間
に
、ア
ミ
ロ
イ
ド
β
の
蓄
積
が
始

ま
り
、40
〜
50
代
で
ア
ミ
ロ
イ
ド
β

神
経
破
壊
が
最
初
に
起
き
る
嗅
内
野

比
較
す
る
と
、ど
ち
ら
も
ア
ミ
ロ
イ

ド
β
が
溜
ま
っ
て
い
ま
す
が
、嗅
内

野
に
リ
ン
酸
化
タ
ウ
が
少
な
い
方
が

認
知
症
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
の
で
す
。

嗅
内
野
に
神
経
原
線
維
変
化
が
で
き

な
け
れ
ば
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
を

発
症
し
な
い
可
能
性
が
非
常
に
高
く

な
り
ま
す（
図
9
）。

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
を
正
確
に
診

断
す
る
た
め
、バ
イ
オ
マ
ー
カ
ー

（
B
M
）の
確
立
が
急
務
に
な
っ
て
い

ま
す
。B
M
と
は
、疾
患
の
診
断
基
準

に
な
っ
た
り
、治
療
の
効
果
を
判
定

し
た
り
す
る
た
め
の
検
査
項
目
や
生

体
内
の
物
質
の
こ
と
。ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
の
B
M
に
は
、画
像
B
M
と

し
て
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影
法（
Ｐ

Ｅ
Ｔ
）検
査
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
と
、体
液

B

M
の
脳
脊
髄
液
検
査
（
髄
液

B
M
）が
使
わ
れ
ま
す
。ア
ミ
ロ
イ
ド

Ｐ
Ｅ
Ｔ
や
タ
ウ
Ｐ
Ｅ
Ｔ
で
は
、そ
れ

ぞ
れ
ア
ミ
ロ
イ
ド
β（
Ａ
）や
リ
ン
酸

化
タ
ウ（
Ｔ
）の
蓄
積
状
況
を
鮮
明
に

画
像
化
で
き
ま
す
が
、ア
ミ
ロ
イ
ド

Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
１
回
30
万
円
程
度
、タ
ウ

高
額
で
侵
襲
的
な
バ
イ
オ
マ
ー
カ
ー

が
溜
ま
る
人
が
出
て
き
ま
す
。つ
ま

り
嗅
内
野
に
神
経
原
線
維
変
化
が
で

き
る
と
い
う
の
は
老
化
現
象
で
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
な
る
一
つ
の

要
因
が
、加
齢
と
い
え
ま
す（
図
8
）。

　

変
曲
点
で
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
を
取
り

除
け
ば
、脳
の
老
化
の
ス
ピ
ー
ド
が

遅
く
な
り
、病
気
の
進
行
も
抑
制
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。こ
こ
で
、脳

の
老
化
が
起
き
て
い
な
い
状
態
で
、

ア
ミ
ロ
イ
ド
β
が
溜
ま
る
と
ど
う
な

る
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま

す
。家
族
性
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、こ
れ

は
遺
伝
子
に
変
異
が
あ
っ
て
ア
ミ
ロ

イ
ド
β
が
溜
ま
り
ま
す
。プ
レ
セ
ニ

リ
ン（
Ｐ
Ｓ
）と
い
う
遺
伝
子
な
の
で

す
が
、50
代
で
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

に
な
り
ま
す
。と
こ
ろ
が
、遺
伝
子
を

持
っ
て
い
て
も
80
代
ま
で
認
知
症
に

な
ら
な
か
っ
た
人
が
い
る
の
で
す
。調

べ
た
と
こ
ろ
、リ
ー
リ
ン（reelin

）と

い
う
も
う
一
つ
の
遺
伝
子
変
異
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。リ
ー
リ
ン
と
い
う
の

は
タ
ウ
を
リ
ン
酸
化
す
る
酵
素
を
抑

制
す
る
タ
ン
パ
ク
で
す
。Ｐ
Ｓ
と
い
う

遺
伝
子
を
持
ち
、認
知
症
に
な
ら
な

か
っ
た
人
と
認
知
症
に
な
っ
た
人
を

Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
１
回
１
３
０
万
円
と
高
額

で
す
。

　

髄
液
B

M
の
一
例
を
見
て
み
ま

し
ょ
う（
図
10
）。優
性
遺
伝
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（D

om
i

nantlyInheritedA
lzheim

er

N
etw
ork：

D
IA
N

）と
い
う
国
際

的
な
研
究
活
動
団
体
で
は
、家
族
性

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
方
を
集
め
て

測
定
し
て
い
ま
す
。黒
い
バ
ー
は
遺

伝
子
を
持
っ
た
人
、白
い
バ
ー
は
同

じ
家
系
で
す
が
遺
伝
子
を
持
っ
て
い

な
い
人
で
す
。通
常
は
50
代
で
ア
ル

ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
な
り
ま
す
が
、そ

の
20
年
前
に
す
で
に
T
が
増
え
て
い

る
の
が
わ
か
り
ま
す
。15
年
前
に
は

神
経
変
性（
Ｎ
）の
マ
ー
カ
ー
が
有
意

に
増
え
て
き
て
い
ま
す
。そ
し
て
、A

の
蓄
積
が
わ
か
る
の
が
発
症
の
10
年

前
で
す
。髄
液
B
M
は
Ａ
、Ｔ
、Ｎ
を

高
感
度
で
検
出
で
き
ま
す
が
、増
え

て
い
る
地
点
が
わ
か
っ
て
も
、ど
の
く

ら
い
広
が
っ
て
い
る
の
か
は
全
く
わ

か
り
ま
せ
ん
。ま
た
、身
体
へ
の
負
担

が
や
や
大
き
く
、専
門
医
が
行
う
の

で
汎
用
性
が
低
い
の
も
課
題
で
す
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
血

液
B
M
で
す（
図
11
）。血
中
で
Ａ
、

Ｔ
、Ｎ
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。量
子
科
学
技
術

研
究
開
発
機
構
・
量
子
医
科
学
研
究

所
・
脳
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
研
究
セ
ン

タ
ー
医
長
の
徳
田
隆
彦
先
生
の
発
表

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。軽
度
認
知
障
害

（
M
C
I
）の
方
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

病
の
方
、認
知
機
能
が
正
常
な
方
の

三
者
で
比
較
し
て
お
り
、血
中
の

図10　家族性アルツハイマー病家系の研究
DIAN study（Sci Transl Med 6, 226ra30（2014））

図９　家族性アルツハイマー病遺伝子変異（reelin）を持つ患者が認知症から逃れられた例
Fig.1:PET imaging of the RELN-COLBOS（H3447R）carrier.

空間ナビゲーションに必要な機能
空間認知： 視覚、聴覚、前庭覚、触覚などを統合して外界空間を

脳内で認識する能力
空間記憶：空間情報を記憶し、必要な時に再生する能力
空間推論： 空間的な情報をもとに推論したり、問題を解決する能力

ATX（N）バイオマーカー
バイオマーカーとは疾患の有無、病状
の変化、治療効果の目安となる生理
学的な指標（血圧、心拍数、心電図
など）や生体内の物質（タンパク質、
遺伝子）のこと

A：凝集したAβまたは関連する病理
学的状態

T：凝集したタウ（神経原線維変化）
または関連する病理学的状態

N：神経変性または神経損傷

脳脊髄液中のリン酸化タウは発症20年前には有意な増大を示し、連続的に増加する

嗅内野への神経原線維が抑制されている血液バイオマーカー（リン酸化タウ181）は
臨床症状の悪化とともに増大する

認知機能低下を初期の病理変化が起こる時期から
検出する測定方法の開発

20年前　リン酸化タウ
15年前　神経細胞脱落

10年前　老人斑

「アルツハイマー病（AD）」は病理学的プロセス（アミロイド
蓄積、リン酸化タウ蓄積、神経脱落）とそれに伴う認知機能
低下を指している。
病理学的プロセスはバイオマーカーによって定義される。

✓ 認知機能低下はバイオマーカーの変化（病理学的変化）と
同様に、連続的に起こる。

✓ バイオマーカーの変化（病理学的変化）を反映し、初期から
認知症発症まで継続的な認知能力を測定する機器を使用
することが望ましい。
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図15　経路統合能の測定

図13　経路統合

図12

図14　空間を認知するための場所細胞とグリッド細胞

B
M
は
、M
C
I
に
な
る
と
増
え
て

き
て
、M
C
I
か
ら
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
に
な
る
と
さ
ら
に
増
え
て
き

ま
す
。し
か
し
、M
C
I
か
ら
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
病
ま
で
の
間
が
、わ
か
り

ま
せ
ん
。な
ぜ
か
と
い
う
と
、M
C
I

だ
と
認
知
機
能
検
査
で
わ
か
り
ま
す

が
、そ
の
前
段
階
は
認
知
機
能
検
査

が
な
い
か
ら
で
す
。正
確
に
い
う
と
、

正
常
と
診
断
さ
れ
る
の
で
す
。し
か

し
、T
の
マ
ー
カ
ー
は
増
え
続
け
て

い
る
た
め
、実
際
は
最
初
か
ら
ず
っ

と
増
え
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
国
立
老
化
研
究
所（N

a
tionalInstituteonA

ging:N
IA

）は
、認
知
機
能
低
下
を
初
期
の

病
理
変
化
が
起
こ
る
時
期
か
ら
検
出

す
る
測
定
方
法
が
必
要
と
の
見
解
を

示
し
て
い
ま
す
。B
M
は
最
初
か
ら

少
し
ず
つ
増
え
て
い
き
ま
し
た
が
、

同
様
に
認
知
機
能
も
連
続
的
に
変
化

し
て
い
る
は
ず
で
す
。そ
れ
を
示
す

マ
ー
カ
ー
が
必
要
だ
と
考
え
、そ
こ

で
私
た
ち
は「
空
間
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

（
経
路
統
合
能
）」に
注
目
し
ま
し
た
。

空
間
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

　

２
０
１
４
年
に
ノ
ー
ベ
ル
医
学
・

生
理
学
賞
を
受
賞
し
た
オ
キ
ー
フ
博

士
・
モ
ー
ザ
ー
博
士
夫
妻
ら
は
、ラ
ッ

ト
の
嗅
内
野
に
電
極
を
刺
し
て
、神

経
細
胞
が
働
く
と
電
気
が
細
胞
に
流

れ
る
と
い
う
実
験
で
、ラ
ッ
ト
を
箱

の
中
で
自
由
に
走
ら
せ
な
が
ら
脳
の

活
動
を
記
録
し
ま
し
た（
図
14
）。細

胞
が
働
い
た
場
所
を
線
で
つ
な
ぐ

と
、六
角
形
の
模
様
が
現
れ
た
の
で

す
。格
子
状（
グ
リ
ッ
ド
状
）に
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
グ
リ
ッ
ド
細

胞
」と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。つ
ま

り
、ラ
ッ
ト
は
自
分
が
動
い
て
い
る

場
所
を
無
意
識
の
う
ち
に
嗅
内
野
で

認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、嗅
内
野
の
隣
に
あ
る
海
馬

に
電
極
を
刺
し
て
、ラ
ッ
ト
を
動
き

回
ら
せ
た
と
こ
ろ
、あ
る
地
点
で
の

み
細
胞
が
活
動
し
て
い
る
の
を
確
認

し
ま
し
た
。こ
の
細
胞
が「
場
所
細

胞
」で
す
。

　

ラ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、私
た
ち
ヒ

ト
も「
グ
リ
ッ
ド
細
胞
」と「
場
所
細

胞
」の
両
方
を
使
っ
て
、空
間
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
グ
リ
ッ
ド
細
胞
」と「
場
所
細
胞
」

こ
れ
は
、嗅
内
野
に
あ
る
格
子
細
胞

（
グ
リ
ッ
ド
細
胞
）と
、海
馬
に
あ
る

場
所
細
胞
に
よ
り
、空
間
の
中
で
自

分
の
位
置
を
認
識
す
る
機
能
で
す
。

皆
さ
ん
も
、自
宅
か
ら
こ
こ
ま
で
来

る
間
に
、脳
の
中
で
認
知
し
、記
憶
し

て「
ど
こ
に
何
が
あ
っ
た
か
な
」「
右

に
行
く
と
何
が
あ
る
か
な
」と
推
論

し
て
い
る
の
で
す
。こ
の
ナ
ビ
ゲ
ー

シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
と
き
に
、脳
の
ど

の
部
分
が
働
い
て
い
る
か
と
い
う

と
、嗅
内
野
と
海
馬
で
す（
図
12
）。嗅

内
野
で
は
、「
こ
っ
ち
に
行
っ
た
方
が

い
い
か
な
？
」と
い
っ
た
心
の
声
で
あ

る
自
己
中
心
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
担

い
ま
す
。海
馬
は
他
者
中
心
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
、ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を
見

て
自
分
の
位
置
を
確
認
し
ま
す
。こ

の
２
つ
を
合
わ
せ
て
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　

特
に
自
己
中
心
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

で
は
、経
路
統
合
を
行
い
ま
す（
図

13
）。経
路
統
合
と
は
、自
分
の
移
動

し
た
距
離
や
方
向
を
記
憶
し
、出
発

地
点
や
目
的
地
点
に
戻
る
こ
と
で

す
。こ
の
能
力
を
担
っ
て
い
る
の
が
、

嗅
内
野
に
あ
る「
グ
リ
ッ
ド
細
胞
」

で
す
。

　

私
た
ち
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
、V

Ｒ
ゴ
ー
グ
ル
を
使
っ
て
、経
路
統
合

能
を
測
定
す
る
方
法
を
開
発
し
ま
し

た
。被
験
者
は
V
Ｒ
ゴ
ー
グ
ル
を
装

着
し
、仮
想
空
間
で
三
角
形
の
経
路

を
歩
き
、そ
の
後
ス
タ
ー
ト
地
点
に

戻
り
ま
す（
図
15
）。

　

元
の
地
点
に
戻
る
際
に
ず
れ
る
エ

ラ
ー
距
離
に
よ
り
、経
路
統
合
能
を

測
り
ま
す
。エ
ラ
ー
距
離
を
横
軸
、グ

V
Ｒ
ゴ
ー
グ
ル
に
よ
る
測
定
法
を
開
発

空間ナビゲーション機能はAD病理の好発部位と関連する

頭頂皮質、楔前部
自己中心ナビゲーション

（Egocentric navigation）

脳梁膨大後部皮質
自己中心ナビゲーションと
他者中心ナビゲーション情報の統合

後方帯状皮質
ランドマークの位置と注意

後頭葉
視覚情報

視床前核
頭の向き

前頭前野
遂行機能

梨状皮質
言語、顔、色の処理

エラー距離

海馬
エピソード記憶、認知地図（場所細胞）、
他者中心ナビゲーション（Allocentric navigation）

海馬傍回
風景など場面構成の符号化

嗅周皮質
外界情報の神経情報への符号化

嗅内野（最初期神経変性）
経路統合（グリッド細胞）、自己中心ナビゲーション

グリッド細胞は青色で示
した嗅内野に存在する。
単一のグリッド細胞は動
物が環境内の特定の場所
に来た時に発火する。
1つのグリッド細胞の発火
は、六角形にパターン化
され、空間内の移動方向
と角度を示すGPSのよう
な動きをする。

ある環境の中を動き回る
動物が、特定の場所に差
し掛かるとオレンジ色で
示した「海馬領域」にある
場所細胞が興奮する。
オレンジの点で示すそれ
ぞれの場所で別々の場所
細胞が発火する。

経路統合に必要な情報は、
身体内情報（自己中心ナビ
ゲーション）と身体外情報

（他者中心ナビゲーション）
に分類。身体内情報は、嗅内
野、前庭感覚や運動感覚など
の身体の動きに関する感覚
で、身体外情報は、視覚や聴
覚などの外界の刺激に関する
感覚。

認 知 地 図 G P S

エラー距離（バーチャルメーター:vm）
＝ 経路統合能
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図19　MCI進行群、不変群を識別する感度と特異性
総合東京病院 羽生教授より提供（論文投稿中）

図20　VRゴーグルによる脳機能測定

図16　経路統合は嗅内野グリッド細胞の活動を反映する
Current Biology (2018)を参照

図18　エラー距離と年齢－２

リ
ッ
ド
細
胞
の
活
動
を
縦
軸
に
し
て

表
す
と
、相
関
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す（
図
16
）。つ
ま
り
、経
路
統

合
能
と
、グ
リ
ッ
ド
細
胞
の
活
動
は

相
関
し
て
い
る
の
で
す
。

　

V
Ｒ
測
定
の
結
果
を
見
て
み
る

と
、先
ほ
ど
50
歳
に
な
る
と
脳
が
老

化
し
た
人
が
半
分
ぐ
ら
い
出
て
く
る

と
言
い
ま
し
た
が
、同
じ
よ
う
な
結

果
が
得
ら
れ
ま
し
た（
図
17
）。20
代
・

30
代
は
、ば
ら
つ
き
が
非
常
に
小
さ

か
っ
た
の
で
す
。40
代
に
な
る
と
、少

し
広
が
っ
て
き
ま
す
が
、ば
ら
つ
き

は
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ

が
50
代
か
ら
生
活
様
式
に
よ
っ
て
、

分
散
が
広
が
っ
て
き
ま
す
。50
代
以

降
は
、個
人
個
人
の
老
化
の
違
い
が

顕
著
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
結
果
か
ら
、20
代
の
90
％
ほ

ど
が
入
る
エ
ラ
ー
距
離
を「
５
バ
ー

チ
ャ
ル
メ
ー
タ
ー
」と
定
め
、こ
の
値

で
ラ
イ
ン
を
引
い
て
、こ
れ
よ
り
も
近

い
人
は
健
常
、遠
い
人
は
老
化
が
始

ま
っ
て
い
る
と
考
え
て
み
ま
し
た
。

先
ほ
ど
の
図
と
合
わ
せ
て
見
る
と
、

５
バ
ー
チ
ャ
ル
メ
ー
タ
ー
よ
り
遠
い

人
の
割
合
と
、嗅
内
野
に
神
経
原
線

マ
ー
カ
ー
、リ
ン
酸
化
タ
ウ
は
神
経

原
線
維
変
化
、ア
ミ
ロ
イ
ド
お
よ
び

ニ
ュ
ー
ロ
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
は
神
経
流

線
、こ
れ
ら
い
ず
れ
も
全
て
相
関
し

ま
し
た
。つ
ま
り
、神
経
病
理
学
的
な

変
化
と
経
路
統
合
能
と
は
相
関
す
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
経
路
統
合
能
を
見
る
と
、い

つ
老
化
が
始
ま
っ
た
の
か
が
わ
か
り

ま
す
。徳
田
先
生
と
共
同
で
行
っ
た

研
究
で
は
、ア
ミ
ロ
イ
ド
Ｐ
Ｅ
Ｔ
で

陽
性
者
の
B
M
が
決
ま
っ
て
お
り
、

そ
こ
を
超
え
る
人
と
い
う
の
は
過
渡

値
、こ
れ
ま
で
５
と
言
っ
て
い
ま
し

た
が
、5
・
78
に
セ
ッ
ト
す
る
と
B
M

が
陽
性
と
言
わ
れ
る
人
を
感
度

90
％
・
特
異
度
75
・
5
％
で
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。正
常
か
ら
病

気
の
状
態
と
い
う
の
を
90
％
の
精
度

で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。M
C
I
の
人
の
結
果
を
見
る
と

（
図
19
）、進
行
し
た
人
、1
年
後
に

低
下
し
た
人
と
、低
下
し
な
か
っ
た

人
と
い
う
の
を
明
確
に
区
別
で
き
ま

す
。つ
ま
り
、1
年
後
に
進
行
し
た
人

と
い
う
の
は
、完
全
に
ア
ミ
ロ
イ
ド

療
法
の
対
象
に
な
る
の
で
す
。計
算

し
て
み
る
と
、感
度
は
96
％
、特
異
度

維
変
化
が
で
き
て
き
た
人
の
割
合
と

ほ
ぼ
一
致
し
た
の
で
す
。こ
の
結
果
に

は
驚
き
ま
し
た
。動
物
モ
デ
ル
を

使
っ
て
実
験
し
た
結
果
、確
か
に
嗅

内
野
に
神
経
原
線
維
変
化
が
で
き
て

く
る
と
経
路
統
合
能
が
低
下
す
る
と

い
う
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
、論
文
が
完

成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
変
化
は
、実
際
に
病
理
変
化

を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。こ
れ

は
先
ほ
ど
の
B
M
で
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。B
M
は
非
常
に
少
な
い
所

か
ら
少
し
ず
つ
増
え
て
い
ま
す
。つ

ま
り
、認
知
機
能
が
低
下
す
る
に
つ

れ
て
増
え
て
い
ま
す
。藤
田
医
科
大

学
脳
神
経
内
科
学
の
渡
辺
宏
久
先

生
と
共
同
で
、先
生
の
患
者
さ
ん
た

ち
に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、

縦
軸
が
年
齢
、横
軸
が
エ
ラ
ー
距
離

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、私
た
ち
が
測

定
し
た
も
の
と
同
じ
で
し
た（
図

18
）。50
代
に
な
る
と
広
が
る
と
い

う
、同
じ
よ
う
な
結
果
だ
っ
た
の
で

B
M
と
比
較
し
て
み
る
と
、

G
F
A
P
と
い
う
の
が
神
経
炎
症

高
精
度
で
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
測
定

は
57
％
で
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
は
ア
ミ
ロ
イ
ド
Ｐ
Ｅ
Ｔ
に
匹
敵

し
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
る
と
、

V
R
ゴ
ー
グ
ル
で
測
定
す
る
と
、「
健

常
老
化
か
ら
曲
が
り
角
の
病
的
な
老

化
と
い
う
所
に
な
る
ま
で
」「
老
化
し

て
か
ら
M
C
I
に
な
る
ま
で
」

「
M
C
I
か
ら
初
期
の
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
に
な
る
ま
で
」の
全
て
が
わ
か

る
と
い
う
こ
と
で
す
。ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
の
発
見
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ

ど
、予
防
や
治
療
の
効
果
が
高
ま
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。V
R
ゴ
ー
グ

ル
測
定
で
、老
化
が
始
ま
っ
て
い
る
と

わ
か
っ
た
ら「
予
防
」を
す
れ
ば
よ
い

の
で
す
。M
C
I
に
な
っ
て
1
年
後
に

進
行
す
る
と
わ
か
れ
ば「
治
療
」を
す

れ
ば
よ
い
の
で
す（
図
20
）。V
R
ゴ
ー

グ
ル
測
定
は
８
分
程
度
の
簡
単
な
テ

ス
ト
で
、よ
り
安
価
で
、身
体
に
負
担

を
掛
け
ず
に
脳
の
状
態
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。こ
の
方
法
が
、皆
さ
ん

の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
予
防
・
治
療

の
役
に
立
て
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
予
防・治
療
へ

脳老化（嗅内野の障害）は
認知機能検査では検出で
きないが、VRゴーグルを
用いた経路統合能によっ
て検出できる

アルツハイマー病最初期から認知症発症ま
での病理変化に対応して連続的に変化する
認知機能低下を示す

Error distanceは、50代
から高くなり始める

Error distanceの分散は、
20-40代で同程度だが、
50-80代で有意に大きく
なった

 5vmを超えた人の割合は、嗅内野ステージ（ステージⅠ、Ⅱ）の割合と一致する

VRゴーグルナビゲーションテストはMCIの進行群と不変群を
アミロイドPETと同等の感度で識別できる

感度（%） 特異度（%）

CSF
Aβ42
p-tau
Aβ42/p-tau

79
84
85

72
93
79

脳画像
SPECT
FDG-PET
アミロイドPET

84
76
96

74
82
58

進行／悪化と不変／改善の識別
MRI＆SPECT
VRゴーグル

ADスコア
Error distance

75
96

71
57

図17　エラー距離と年齢－1
Koike R. et al., Brain Commun. 2024 Feb 12;6(1):fcad359. doi:

10.1093/braincomms/fcad359. PMID: 38347945; PMCID: PMC10859636.

50代以降では、経路統合（嗅内野機能）が低下し、個人間の有意な分散増加を示した治療

予防

エ
ラ
ー
距
離

割
合

年齢
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1.健康増進
2.特異的予防
3.早期発見・早期治療
4.重症化防止 （悪化防止）
5.社会復帰促進

一次予防（発生の予防）

二次予防（進展の予防）

三次予防

健康管理（狭義）

疾病管理（医療）

こ
れ
は
20
世
紀
の
中
庸
・
ア
メ
リ
カ
の

ハ
ー
バ
ー
ド
学
派
のLeavell

（
レ
ベ

ル
）とC

lark

（
ク
ラ
ー
ク
）が
5
段
階

で
提
唱
し
た
疾
病
予
防
の
概
念
で
、

日
本
訳
で
は
一
次
予
防
は
発
生
の
予

防
、二
次
予
防
は
進
展
の
予
防（
が
ん

検
診
な
ど
）、三
次
予
防
は
医
療
そ
の

も
の
で
、正
し
い
診
断
を
し
て
正
し
い

治
療
を
受
け
て
い
た
だ
い
て
、合
併
症

な
ど
を
持
ち
越
さ
ず
に
社
会
復
帰
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す（
図
1
）。

　

で
は
、認
知
症
は
ど
の
段
階
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。認
知
症
の
一
次
予

防
は
証
拠
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
も

の
の
、本
質
的
な
治
療
法
は
ア
ミ
ロ

イ
ド
β
修
飾
薬（
レ
カ
ネ
マ
ブ
・
ド
ナ

ネ
マ
ブ
）に
よ
り
治
療
が
可
能
に

な
っ
た
ば
か
り
で
す
。し
か
し
、こ
の

治
療
は
簡
単
に
受
け
て
い
た
だ
く
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。理
由
は
、

●
患
者
に
な
る
前
の
M
C
I
と
呼
ば

れ
る
状
態
の
人
や
、さ
ら
に
そ
の
前

リ
ー
が
出
て
い
ま
す
。2
0
1
9
年

に
は
世
界
的
権
威
の
W
H
O
が
、翌

2
0
2
0
年
に
はL

an
cet

（
ラ
ン

セ
ッ
ト
）委
員
会
が
世
界
中
の
論
文

デ
ー
タ
を
精
査
し
、認
知
症
発
症
リ

ス
ク
要
因
と
回
避
方
法
を
提
案
。実

際
に
掲
げ
ら
れ
た
リ
ス
ク
を
低
減
し

て
認
知
症
発
症
率
が
下
が
っ
た
と
い

う
複
数
の
報
告
が
さ
れ
て
い
ま
す

（
図
2
）。基
本
的
に
こ
の
２
つ
の
ス

テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
は
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に

W
H
O
の「
認
知
症
予
防
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
2
0
1
9
」に
お
い
て
は
、我
が

国
の
９
名
の
認
知
症
専
門
医
が
日
本

語
訳
版
を
出
さ
れ
て
い
る
の
で
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す（
図
３
）。

　

世
界
中
の
い
ろ
い
ろ
な
論
文
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
選
択
を
し
て
い
ま
す

が
、中
で
も
が
ん
の
予
防
は
い
ろ
い

ろ
な
疫
学
研
究
で
、た
と
え
ば
10
万

人
規
模
の
集
団
の
、喫
煙
者
と
非
喫

煙
者
を
10
年
、20
年
と
追
跡
調
査
し

て
、喫
煙
者
の
ほ
う
が
肺
が
ん
に
な

り
や
す
か
っ
た
と
か
胃
が
ん
や
大
腸

が
ん
に
な
り
や
す
か
っ
た
と
か
を
追

い
か
け
て
い
く
観
察
研
究
が
主
体
で

す
。実
際
に
煙
草
を
吸
え
ば
肺
が
ん

に
な
る
の
か
と
い
え
ば
、喫
煙
者
に

図3　WHOの認知症予防ガイドライン2019に基づく予防指導

健康管理（広義）

※Leavell, H. R. & Clark, E. G Preventive medicine for the doctor in his community:
An epidemiologic approach, McGraw-Hill. . 1958

図2　アルツハイマー病発症リスク低減：2つの世界的権威機関が提示

　

人
間
ド
ッ
ク
に
お
け
る
受
診
者
の

受
診
動
機
の
最
大
の
も
の
は
が
ん
の

早
期
発
見
に
よ
る
二
次
予
防
で
す
が
、

認
知
予
防
も
同
等
の
大
き
な
関
心
事

で
す
。最
近
公
表
さ
れ
た
厚
生
労
働
省

の
推
計
で
も
2
0
4
0
年
に
は
65
歳

以
上
の
高
齢
者
の
う
ち
、お
よ
そ
３
人

に
1
人
は
認
知
症
か
そ
の
前
段
階
の

軽
度
認
知
障
害
者（
M
C
I
）に
な
る

と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
と
選
好
に
対
応

し
て
我
々
医
療
機
関
は
ど
の
よ
う
な

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
べ
き
な
の
か

は
、実
は
悩
ま
し
い
課
題
で
す
。

　

基
本
的
に
は
病
気
に
な
ら
な
い
、

予
防
が
で
き
る
と
い
う
の
が
一
番
い

い
わ
け
で
す
。予
防
に
つ
い
て
は
ご
存

じ
の
と
お
り
、一
次
予
防
、二
次
予
防
、

三
次
予
防
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、

疾
病
予
防
の
５
段
階
と
認
知
症

の
早
期
の
人
が
対
象
で
あ
る
こ
と

●
ア
ミ
ロ
イ
ド
P
E
T
ま
た
は
脳
脊

髄
液
の
バ
イ
オ
マ
ー
カ
ー
の
検
査

が
必
要
に
な
る
こ
と

●
1
時
間
ほ
ど
か
か
る
点
滴
を
2
週

間
に
1
回
、1
年
半
続
け
て
の
治

療
に
な
る
こ
と

●
脳
浮
腫
や
脳
出
血
な
ど
を
防
ぐ
た

め
に
厳
密
な
医
療
体
制
の
も
と
で

受
け
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。今
後
、治
療
は
ど
ん
ど

ん
進
ん
で
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
が
、認

知
症
に
な
ら
な
い
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
わ
け
で
す
。国
は
三
次
予
防
と

し
て
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
を
つ
け
た
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
を
増
や
し
て「
認

知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り
」を
目
指
し
て
い
ま

す
が
、活
躍
の
場
は
限
定
的
で
、一
次
、

二
次
予
防
の
充
実
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
一
次
・
二
次
予
防

に
つ
い
て
我
々
が
で
き
る
こ
と
は

多
々
あ
り
ま
す
。ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

の
発
症
リ
ス
ク
を
下
げ
る
に
も
い
ろ

い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。最
近
、２

つ
の
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
サ
マ

W
H
O
と
ラ
ン
セ
ッ
ト
委
員
会

煙
草
を
止
め
て
も
ら
い
、ど
れ
だ
け

の
人
が
肺
が
ん
に
な
ら
ず
に
す
む
の

か
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
介
入
研
究
で

す
。実
際
に
人
々
に
行
動
を
し
て
い

た
だ
い
て
、そ
の
行
動
が
本
当
に
意

味
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
大
事
な
の

で
す
が
、が
ん
の
研
究
は
行
動
で
証

明
す
る
の
は
難
し
い
。な
ぜ
か
と
い

う
と
、が
ん
は
発
症
頻
度
が
ま
れ
で
、

発
症
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
は

10
万
と
か
20
万
人
と
か
、多
く
の
人

の
協
力
が
な
い
と
研
究
で
き
ま
せ

ん
。そ
れ
に
比
べ
て
循
環
器
疾
患（
脳

卒
中
、心
筋
梗
塞
な
ど
）は
発
生
頻

度
が
高
い
の
で
介
入
研
究
が
で
き
る

の
で
す
。

　

実
は
認
知
症（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

病
）も
発
生
頻
度
の
高
い
疾
患
な
の

で
介
入
行
動（
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
や
運
動

を
す
れ
ば
認
知
症
に
な
ら
ず
に
す
ん

だ
と
い
う
研
究
な
ど
）が
世
界
的
に

な
さ
れ
て
い
ま
す
。W
H
O
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
そ
う
い
う
介
入
研
究
を

ベ
ー
ス
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、よ
り
確
か
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

生
活
習
慣
病
と
認
知
症
予
防

一
般
財
団
法
人 

関
西
労
働
保
健
協
会 

理
事
長
　
渡
邊邊 

能
行 

先
生

予
防
医
療
か
ら
見
た
V
R
測
定
に
よ
る

早
期
認
知
機
能
障
害
へ
の
介
入
の
意
義

図1　健康管理における疾病予防の5段階

バイオマーカー（biomarker）：ある疾患の有無、病状の変化
や治療の効果の目安となる生理学的な指標（血圧や心拍数、心
電図）や生体内の物質（タンパク質や遺伝子など）をいう。

エポックメーキング：歴史的な変革や画期的な出来事を引き起
こすこと、または出来事や作品を指す。

サマリー：まとめ、要約、要旨。

ステートメント：意見、声明。

A）WHO認知症予防ガイドライン2019 B）Lancet委員会報告2020
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二次予防
☆VR測定／AD超早期発見

☆血液BMで精密検査

二次予防
疾病の早期発見、早期治療

普
段
の
健
康
管
理
の
中
で
気
を
遣
っ

て
い
る
こ
と
が
認
知
症
予
防
に
つ
な

が
っ
て
い
る
わ
け
で
、自
信
を
持
っ
て

引
き
続
き
実
行
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、私
も
歩
い
て
い

ま
す
。元
旦
か
ら
大
晦
日
ま
で
万
歩

計
を
携
帯
し
て
今
年
で
24
年
目
に
な

り
ま
す（
図
5
）。2
0
0
1
年
当

時
、伊
能
忠
敬
に
扮
し
た
加
藤
剛
が

映
画
の
中
で
日
本
地
図
を
描
く
た
め

に
４
千
万
歩
歩
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、１
年
に
4
0
0
万
歩
歩

い
た
ら
10
年
で
日
本
地
図
が
描
け
る

の
か
と
歩
き
は
じ
め
た
わ
け
で
す
。

　

足
し
算
を
し
て
み
る
と
私
の
場
合

は
９
年
と
８
カ
月
で
４
千
万
歩
に
な

り
ま
し
た
が
、こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
歩

き
過
ぎ
で
す
。

　

健
康
日
本
21「
21
世
紀
に
お
け
る

国
民
健
康
づ
く
り
」に
お
い
て
は
、男

性
は
9
千
2
百
歩
／
日
を
奨
励
し
て

い
ま
す
。私
は
1
日
１
万
歩
を
続
け

る
つ
も
り
で
す
。続
け
て
い
れ
ば
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
な
ら

ず
に
す
む
で
し
ょ
う
し
、行
く
行
く

は
認
知
症
に
な
ら
ず
に
す
む
か
と
が

ん
ば
っ
て
歩
い
て
い
ま
す
。

し
ょ
う
か
。

　

少
し
専
門
的
に
な
る
の
で
す
が
、

予
防
に
は
2
つ
の
具
体
的
な
方
法
が

あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
、横
軸
に
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
高
さ
、縦
軸
に
冠

動
脈
な
ど
の
病
気（
心
筋
梗
塞
）に
よ

る
死
亡
率
の
統
計
グ
ラ
フ
が
あ
る
と

し
ま
す
。コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が
高
い

ほ
ど
心
筋
梗
塞
に
な
り
や
す
い
と
わ

か
る
グ
ラ
フ
で
す
。当
然
、コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
値
の
高
い
3
割
の
人
に
は
治

療
を
受
け
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す

が
、他
の
人
は
何
も
し
な
く
て
い
い
の

か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、ち
ょ
っ

と
高
い
人
も
少
し
下
げ
て
い
た
だ
く

と
死
亡
率
が
一
段
階
低
い
レ
ベ
ル
に

移
る
わ
け
で
す
。

　

個
人
差
別
で
は
な
く
、み
ん
な
で

現
状
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
を
1
ラ

ン
ク
下
げ
て
い
け
ば
、集
団
と
し
て
、

我
が
国
と
し
て
、社
会
全
体
と
し
て
、

地
域
全
体
と
し
て
心
筋
梗
塞
の
死
亡

率
は
減
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
ポ

ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

で
、分
け
隔
て
な
く
み
ん
な
で
一
緒
に

取
り
組
も
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

も
う
１
つ
は
一
般
的
に
は
健
診
な

ど
で
病
気
を
見
つ
け
て
数
値
の
高
い

人
た
ち
に
特
定
の
介
入
を
し
て
い
く

図6　認知症予防と生活習慣病予防の相乗効果の構図
出典：厚生労働省平成24年5月発行の「介護予防マニュアル改訂版」のP2の図をMIG株式会社が追加編集して作成

図4　認知症発症リスク要因と生活習慣病リスク要因

　

医
学
で
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
は
デ
ー

タ
で
は
な
く
証
拠
で
す
。実
際
に
証

拠
と
し
て
科
学
的
に
予
防
で
き
た
の

か
ど
う
か
を
エ
ビ
デ
ン
ス
と
呼
ん
で

い
ま
す
。W
H
O
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て

い
る
の
で
、こ
れ
を
し
っ
か
り
実
行
し

て
い
け
ば
、あ
ま
ね
く
、日
本
だ
け
で

は
な
く
イ
ギ
リ
ス
、ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
も
実
際
に
予
防
に
役
立
つ
エ
キ
ス

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
我
が
国
の
厚
生
労
働

省
は
メ
タ
ボ
健
診
を
進
め
て
お
り
、

男
性
は
ウ
エ
ス
ト
85
㎝
、女
性
は
90

㎝
以
上
で
あ
れ
ば
内
臓
脂
肪
が
し
っ

か
り
溜
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。こ
れ

を
ベ
ー
ス
に
し
て
生
活
習
慣
病
対

策
、脳
卒
中
、心
筋
梗
塞
等
々
の
予
防

さ
ら
に
は
糖
尿
病
予
防
の
情
報
を
提

示
さ
れ
る
の
で
す
が
、そ
れ
ら
の
予

防
対
策
と
認
知
症
の
予
防
対
策
は
か

な
り
重
な
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

図
４
の
赤
字
で
記
し
て
い
る
の
は

W
H
O
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ま
た
は
厚

労
省
の
推
薦
の
ど
ち
ら
か
を
示
し
て

い
ま
す
。一
般
の
生
活
習
慣
病
対
策

と
認
知
症
の
予
防
対
策
に
は
重
な
り

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、皆
さ
ん
が

　

一
次
、二
次
、三
次
予
防
を
実
際
、

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
と

い
え
ば
、三
次
予
防
は
医
療
で
す
か

ら
、更
な
る
新
し
い
創
薬
を
待
つ
部

分
も
あ
り
ま
す
が
、二
次
予
防
に
つ

い
て
は
、先
程
、高
島
先
生
か
ら
理
論

的
背
景
の
ご
説
明
を
い
た
だ
い
た

V

R
測
定
に
よ
る
早
期
認
知
機
能
障

害
へ
の
介
入
と
い
う
方
法
に
注
目
し

て
い
ま
す
。

　

欧
米
共
通
の
M
M
S
E（
ミ
ニ
メ

ン
タ
ル
ス
テ
ー
ト
検
査
）や
長
谷
川

式
認
知
症
ス
ケ
ー
ル
と
い
っ
た
面
接

に
よ
る
心
理
機
能
検
査
に
よ
る
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
と
は
方
向
性
の
異
な
る

新
し
い
検
査
法
で
、神
経
学
的
認
知

検
査
や
心
理
学
的
検
査
な
ど
の
言
葉

で
は
な
く
、行
動
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ

で
き
る
と
い
う
意
味
で
受
診
者
に

と
っ
て
取
り
組
み
や
す
い
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
検
査
と
い
え
ま
す（
図
６
）。

10
〜
15
分
の
V 

R
測
定
に
よ
っ
て
、

よ
り
早
期
の
段
階
で
自
分
の
脳
の
状

態
を
推
察
で
き
る
の
で
す
。脳
健
康

の
リ
ス
ク
を
見
え
る
化
す
る
こ
と

で
、生
活
習
慣
病
予
防
へ
の
行
動
変

容
も
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
で

脳
健
康
リ
ス
ク
の
見
え
る
化
作
戦

図5　演者の年間歩行数の推移

認知症発症リスク要因と生活習慣病リスク要因は酷似しています
《生活習慣病リスク因子・予防因子》
● 身体活動・運動
● 喫煙
● 栄養・食生活
● 多量飲酒（アルコール対策）
● 睡眠
● 肥満（メタボリックシンドローム）

《関連疾患》
● 高血圧
● 高血糖(糖尿病)
● 脂質異常症
● 心疾患(心筋梗塞・狭心症)
● 脳疾患(脳血管疾患)
● 糖尿病の合併症
● がん
● COPD(慢性閉塞性肺疾患）
 (●歯周病※) 

出典：厚生労働省Webページ「政策／生活習慣病予防」、「スマートライフプロジェクト」を参照しMIG株式会社がリスト化
※厚生労働省歯科口腔保健の推進に係る歯周病対策ワーキンググループ「歯周病検診マニュアル2023(案)」にて生活習慣との関連を記載

MMSE（Mini Mental state Examination）：時間や場所
の見当識、即時想起や遅延再生などの記憶力、計算能力や言
語・図形的能力といった認知機能を11の項目で診断する検査

ポピュレーション・ストラテジー（集団戦略）
多くの人々が少しずつリスクを軽減することで、集団全体と
しては多大な恩恵をもたらすことに注目し、集団全体の危険
因子を下げる取り組み。

ハイリスク・ストラテジー（高リスク戦略）
疾病や障害を起こす危険因子を持つ集団のうち、特に高い危
険度を有するものに、その危険を軽減するような介入を実施
する方法。

《WHO「認知症予防ガイドライン」リスク項目》
Physical activity interventions ……………運動
Tobacco cessation interventions ………喫煙
Nutritional interventions …………………栄養・食生活
Interventions for alcohol use disorders …… アルコール
Cognitive interventions ………………………… 認知機能介入脳トレ
Social activity …………………………………社会的活動
Weight management ………………………体重
Management of hypertension ……………高血圧
Management of diabetes …………………糖質異常
Management of dyslipidaemia …………脂質異常
Management of depression ………………うつ病
Management of hearing loss ……………難聴

《MIGが追加したリスク項目》
Management of sleep quality ……………睡眠の質
Management of gum disease ……………歯周病
注）黒字は共通、赤字は片方だけしかないリスク要因・関連疾患
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171

一次予防
☆認知症発症リスク低減
（生活習慣病リスク低減）

三次予防
☆高度先端医療機関へのエスカレーション
☆確定診断後アミロイドβ修飾薬による治療

一次予防
健康づくり

健康な状態 疾病を有する状態

三次予防
疾患の治療、重度化予防

認
知
症
予
防

生
活
習
慣
病
予
防

発症リスク
低減 相乗効果！行動変容

トリガー

時　間

企業特定健診・特定保健指導

MIG VR-PI測定によるAD超早期発見



17 16関西労健 VOL.107

の
一
端
を
高
島
先
生
が
ご
説
明
さ
れ

た
の
で
す
が
、血
液
検
査
で
認
知
症

が
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

ゴ
ー
グ
ル
に
よ
る
認
知
症
の
検
査

は
簡
単
で
す
が
、最
終
的
に
治
療
を

受
け
て
い
た
だ
く
に
は
、ア
ミ
ロ
イ
ド

β
が
脳
に
増
え
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
に

は
P
E
T
と
い
う
検
査
が
必
要
で
、

そ
れ
に
は
30
万
円
、タ
ウ
ま
で
測
ろ

う
と
思
え
ば
何
百
万
円
の
費
用
が
か

か
り
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
の
方
法
は
脊
髄
液
の
採

取
に
な
り
ま
す
。M
I
G
さ
ん
や
私

た
ち
協
会
も
共
に
、将
来
的
に
は
採

血
に
よ
る
認
知
症
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

の
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
く
予
定
で

す
の
で
、皆
様
に
も
お
付
き
合
い
い
た

だ
く
と
、多
様
な
方
向
性
か
ら
よ
り

早
期
に
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す（
図
７
）。

　

さ
ら
に
社
会
的
な
話
に
な
り
ま
す

が
、日
本
に
お
い
て
認
知
症
は
社
会

的
な
損
失
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

絶
対
的
な
高
齢
社
会
で
認
知
症
に
か

か
る
人
が
2
0
2
5
年
の
推
定
数
は

健
康
経
営
の
指
標

し
て
の
生
産
性
の
向
上
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
わ
け
で
、企
業
の
業
績
に

も
波
及
す
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い

ま
す
。経
営
と
い
う
こ
と
を
労
働
者
・

被
雇
用
者
も
一
緒
に
な
っ
て
考
え
る

べ
き
で
す（
図
9
・
図
10
）。

　

経
営
と
い
う
言
葉
に
私
た
ち
は

も
っ
と
慣
れ
親
し
む
べ
き
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。『
上
司
は
な
ぜ
無
能
な

の
か
』と
い
う
本
が
ネ
ッ
ト
で
有
名
に

な
っ
て
い
ま
す（
図
11
）。こ
の
本
で
経

営
の
定
義
を
も
う
少
し
詳
し
く
書
い

て
ほ
し
か
っ
た
の
で
す
が
、経
営
と
は

「
価
値
創
造
と
い
う
究
極
の
目
的
の

た
め
に
行
う
最
大
限
の
努
力
の
営
み

の
こ
と
」と
定
義
で
き
る
か
と
思
い

ま
す
。そ
の
会
社
、企
業
自
体
の
一
人

ひ
と
り
が
健
康
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
実
は
経
営
な
の
で
す
。こ
の
本
に

あ
る
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は

①
本
当
は

誰
も
が
人
生
を
経
営
し
て
い
る
の
に

そ
れ
に
気
づ
く
人
は
少
な
い

②
誤
っ

た
経
営
概
念
に
よ
っ
て
不
条
理
と
不

合
理
が
も
た
ら
さ
れ
続
け
て
い
る

③
誰
も
が
本
来
の
経
営
概
念
に
立
ち

返
ら
な
い
と
個
人
も
会
社
も
豊
か
に

健
康
経
営
を
目
指
す
企
業
の
実
情

ハ
イ
リ
ス
ク
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
す
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
高
い
上
位
３

割
の
人
た
ち
に
し
っ
か
り
薬
を
飲
ん

で
も
ら
い
、き
ち
ん
と
検
査
を
し
て
監

視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
筋
梗
塞
を

回
避
す
る
個
別
指
導
で
す
。個
人
レ

ベ
ル
で
も
血
圧
を
下
げ
る
努
力
を
す

る
、し
っ
か
り
診
療
を
受
け
る
と
か
、

治
療
の
必
要
が
な
い
な
ら
普
段
の
生

活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
少
し
痩
せ

る
と
か
、塩
分
摂
取
を
減
ら
す
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

す
。認
知
症
で
も
こ
の
２
つ
の
方
法

を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
で
き
ま
す
。

　

高
島
先
生
の
お
話
の
中
で
登
場
す

る
徳
田
先
生
は
、実
は
私
が
医
科
大

学
に
い
た
頃
の
同
じ
仲
間
で
す
。彼
は

神
経
内
科
の
臨
床
医
で
、臨
床
を
や

り
な
が
ら
認
知
症
の
研
究
を
ず
っ
と

続
け
て
い
る
優
れ
た
先
生
で
す
。彼
は

バ
イ
オ
ロ
ジ
カ
ル
マ
ー
カ
ー
の
専
門

家
で
、血
液
の
な
か
で
認
知
症
と
関

係
の
あ
る
も
の
を
測
定
し
て
、血
液
で

一
定
の
判
断
が
で
き
な
い
か
と
い
う

研
究
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。そ
の
研
究

血
液
検
査
で
わ
か
る
認
知
症

4
7
1
万
人
で
、社
会
的
な
負
担
を

考
え
る
と
約
15
兆
円（
医
療
費
6
・

5
兆
円
、介
護
費
1
・
9
兆
円
、イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
ケ
ア
コ
ス
ト
6
・
1
兆

円
）の
重
み
が
あ
る
わ
け
で
す
。発
症

者
数
を
減
ら
す
こ
と
は
非
常
に
有
効

な
社
会
的
費
用
抑
制
策
に
な
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。そ
れ
だ
け
の
マ
イ
ナ
ス

を
プ
ラ
ス
に
転
じ
れ
ば
円
安
と
か
失

わ
れ
た
30
年
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
変
え

ら
れ
ま
す
。一
人
ひ
と
り
の
認
知
症
予

防
の
努
力
が
実
は
日
本
社
会
を
活
発

に
し
て
い
け
る
、そ
う
い
う
点
で
も
や

り
が
い
の
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
と

考
え
て
い
ま
す（
図
８
）。

　

蛇
足
に
な
り
ま
す
が
、勤
め
人
が

欠
勤
す
る
だ
け
で
労
働
損
失
に
な
り

ま
す
。何
ら
か
の
体
調
不
良
で
も
生

産
性
が
落
ち
ま
す
。私
た
ち
は
健
康

で
働
き
た
い
し
、健
康
で
あ
れ
ば
会

社
に
も
、事
業
所
に
も
プ
ラ
ス
に
な

り
、ひ
い
て
は
日
本
の
国
力
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
わ
け
で
、経
産
省
が
中
小

企
業
、大
企
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。
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図9　健康経営(Health and Productivity Management)の指標
東京大学 政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット（尾形裕也特任教授ほか）：

「健康経営」の枠組みに基づいた健康課題の可視化及び全体最適化に関する研究．2015/4/2 スライドより

各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計
出典：認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） ～認知症高齢者等に
やさしい地域づくりに向けて～ の概要（厚生労働省）を基に当社作成
青い数字は九州大学研究チーム2024年5月6日発表データ

※出典：認知症の社会的費用を推計 −認知症患者や家族の生活の質の向
上のため最適な解決の手がかりに− 慶応大学医学部　厚生労働科学研究
の報告書にまとめ、2015年5月29日に厚生労働省に提出した2014年の試算
14.5兆円を患者数増加率で再計算し推定値として算出。

「健康」と｢生産性」を同時にマネジメントする➡健康経営
●健康関連コストを考えるとき、医療費に加え、労働生産性損失

費用や短期・長期障害費用を含めた総額で捉えられるように
なってきた。

●アメリカにおける先行研究によれば、健康に関連する企業の総
コストのうち、医療費や薬剤費の直接費用は24%を占めるに過
ぎず、生産性の損失（間接費用）は、4分の3を占める。

●占める割合は30〜60％くらいと幅はあるが、最大のコストはプ
レゼンティーイズムだという研究が多数である。

□アブセンティーイズム：病欠、病気休業
□プレゼンティーイズム：何らかの疾患や症状を抱えながら  
　出勤し、業務遂行能力や生産性が低下している状態

※タウ病理の進行が進んでしまうと、アミロイドβを除去してもADの
　進行が止まらないためMCI初期での発見が重要（専門医の説明）。

量子科学技術研究
開発機構

徳田 隆彦 先生
MIG顧問
元 京都府立医科大学
教授

タウ病態の進行が止められる段階の患者をスクリーニングすることが重要

タウによる神経原線維
変化の進行
→ここに効く治療薬が
無いと抑制不能

アミロイドβ修飾薬（レ
カネマブ・ドナネマブ）
が除去可能

図7　抗アミロイド薬登場による効果的な予防・治療タイミング
出典：徳田隆彦先生の発表資料より抜粋しMIG株式会社が追加し作成

図8　認知症発症による社会的費用

2025年に14.8兆円※、
2050年に18.4兆円の巨大な社会課題

認知症の人数（左軸）
高齢者に占める割合（右軸）従業員の健康関連総コストの構造
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730

20.6%
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830

23.2%

2040

953

25.4%

2050

1,016

27.8%

2060

1,154

34.3%

645586
471443

治療タイミング限界点
アミロイドβ修飾薬による期待
治療効果が低下する範囲 ※

発症リスク低減による予防、アミロイドβ
修飾薬による治療が有効な範囲

MIGのVR経路統合能測定で
の見える化の対象範囲
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図10　健康経営を目指している企業の実情：実現への課題

出典：図10、11　 日本の人事部、「人事白書調査レポート2020」新しい人事課題、
2023年9月RELO総務人事タイムズ記事より抜粋

　　　図12　 MS&ADインターリスク総研株式会社が2021年1月8日～10日に全国47
都道府県の男女計1,000人を抽出しインターネットによる調査を実施した
報告書に基づく

以上　出典：MIG株式会社が実際にVR測定を実施した健康経営企業での
参加者へのサーベイ結果から抜粋

う
に
、ア
プ
ロ
ー
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す
る
の
は
よ
り

早
期
に
、い
く
ら
早
く
て
も
早
す
ぎ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。30
代
、40
代

か
ら
が
潮
時
か
と
思
い
ま
す（
図
12
・

図
13
）。
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人
間
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ッ
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に
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け
る
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ん
対
策
や
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習
慣
病
対
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に
、そ
の
延
長
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に
あ
る
認

知
症
対
策
に
取
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で
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事
業
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開
を
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て
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す
。ス
タ
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早
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発
見
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ゴ
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で

1
時
間
に
６
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６
台
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ゴ
ー
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で
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間
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36
人
、1
日
７
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間
と
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が

で
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す
。健
診
セ
ン
タ
ー
や
病
院

に
行
く
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は
大
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で
し
た
ら
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張
健
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で
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ま
す
。V

R
測
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ェ
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問
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さ
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だ
き
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活
習
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聞
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だ

き
、逐
次
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に
必
要
な
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報
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を
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せ
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た
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い
て
、よ
い
経
過
を

確
認
で
き
れ
ば
と
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う
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つ
の
モ
デ

ル
と
し
て
の
取
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組
み
で
す
。特
定

健
診
の
第
４
期
の
対
応
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。ぜ
ひ
ご
相
談
い
た
だ
け
た

ら
と
思
い
ま
す
。

脳健康VR測定会のサーベイ結果（１）

脳健康VR測定会のサーベイ結果（２）

脳健康VR測定会のサーベイ結果（３）

図13　アルツハイマー病は40代から気にすべき疾患

出典：日本の人事部、「人事白書調査レポート2020」新しい人事課題、2023年9月
RELO総務人事タイムズ記事より抜粋した課題に対してMIG株式会社が解決策を追記

出典：MIG株式会社が実際にVR測定を実施した健康経営企業での実績をベースに作成

図12　現役社員と企業の重点疾患のギャップ

図11　健康経営を目指す企業の実情：目的と背景にある理由
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。
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員
会
の
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告
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40代、50代の50％の人に最初期細胞破壊が始まっていますが、
自覚症状が無く本人は気付いていない状態です。
そのために予防（リスク低減での発症遅延機会）を逃しています。

健康経営を目指している企業の主な目的と背景にある主な理由はい
ずれも社員のモチベーションと経営リスクに直結しています。
＜健康経営の主な目的＞
従業員満足度の向上 81.7%
生産性の向上 58.8%
企業イメージの向上 57.3%
既存の従業員の定着 55.7%
＜企業としての背景にある主な理由＞
少子高齢化に伴う人材不足：人材獲得競争激化
平均寿命の伸長：健康寿命伸長支援への企業責任
経営上のリスクヘッジ：労災支払い、離職に伴う採用コスト増、
　　　　　　　　　　  過労死裁判など社会的なダメージ

【対象者】
40歳から定年までの社員

（過去の実績では30代社員の希望者も）
【健康経営企業様にご負担頂くコスト】

社員1人あたり 4,500円／1回のVR測定＋Web質問票回答
【付帯サービス】

判定レポート、年間予防プログラム
(メルマガ・専門家ウェビナーは無料、予防サプリメントや空間
ナビ脳トレゲームなど予防サービスオプションは有料です）

※ボリュームディスカウントもごさいますので、スタッフにご相談ください。

● VRゴーグル１台で、１時間あたり６名の測定が可能です。
● 通常は６台並列で実施しますので、１時間あたり36名。1日７時間

実施した場合は252名となります。大会議室などで行うケース
が多いです。

● たとえば、１拠点で２千人実施する場合、約８日間で完了します。
複数の拠点であっても同時並列またはキャラバン方式での
実施が可能です。

MIGさんからのVR測定導入へのご提案

大脳辺縁系：物事を知覚、思考、判断する働き、喜怒哀楽な
ど感情を司る。

特定健診の第４期：2008年から約５年ごとの改訂で、第４
期は2024年４月からスタート。喫煙、飲酒量、保健指導の
希望について質問の表現方法、回答選択の見直し。

健康経営実現への課題

担当者が業務過多で
健康経営に注力できない

従業員の健康リテラシーが
高まらない

目標や具体策が不明確で
形だけの施策になっている

特定健診第４期での
アウトカム評価への移行

実施コスト予算について

VR測定会の委託モデルのご提案

VR測定導入による解決策

関西労働保健協会が御社
オンサイトでVR測定を実施

VR測定後に隔週でメルマガ、
３カ月ごとに

専門家ウェビナーを実施
生活習慣病リスクと併せて

脳健康リスクを
デジタル環境でフォロー

生活習慣病リスク改善への
行動変容を実現

＜健康経営実現への課題＞
●経営層が健康経営に消極的
●担当者が業務過多で健康経営に注力できない※
●従業員の健康リテラシーが高まらない※
●離職率が高く従業員が定着しない
●目標や具体策が不明確で形だけの施策になっている※
●労働生産性が向上しない
●健康経営のノウハウが不足している

＜厚労省からの新たなプレッシャー＞
★特定健診第４期でのアウトカム評価への移行※

▶経済産業省が顕彰制度を設計し、日本健康会議が認定を行っている健康経営優
良法人認定制度の中で、大規模法人部門と中小規模法人部門の2種類がある。

▶ホワイト500は大規模法人部門認定法人の中で、健康経営度調査結果の上位
500法人のみを認定。

▶ブライト500は中小規模法人部門における優良な上位500法人を認定。
※赤字の課題項目は関西労働保健協会がMIG株式会社と解決策をご提案出来る項目です。

アルツハイマー病発症前の最初期開始（認知機能正常・発症回避可能）
●受けたい
●やや受けたい
●どちらともいえない
●あまり受けたくない
●受けたくない

認知症への危機感
場所（会社内だから）

楽しさ（楽しかったから）
体調への影響
スタッフの対応

親など、認知予防として
脳年齢の測定に興味がある

自覚・予防のため

●満足
●やや満足
●普通
●やや不満
●不満

●はい
●いいえ

●1年に1回程度
　（人間ドックや健康診断
　と同じように）
●2年に1回程度
●数年に1回程度
●何か不安を感じたとき
　（不定期）

MCI（軽度認知障害）を発症している方の割合

アルツハイマー病を発症している方の割合
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40代・50代でも半数で
StageⅠが始まっている

85歳以上の
50%がアル
ツハイマー病
発症

より早期から予防開始し
有効に発症遅延

20%

「脳健康VR測定」をまた受けたいと思いますか？
▶ 86.4％が受けたい・やや受けたいと回答

このような脳健康VR測定を周囲の方にも勧めたいですか？
▶ 92.1％が周囲に勧めたいと回答

今回の測定場所への満足度を教えてください
▶ 68.4％が満足・やや満足と回答、不満はゼロ

受けたい・やや受けたいと回答された方に対して
どのくらいの頻度で受けたいですか？　▶年1回76.5％

周囲に勧めたいと思った理由は何ですか？（複数回答）
　▶ 88.9％が認知症への危機感と回答

どのような場所で受けたいですか？（複数回答）
▶ 84.2％が会社の拠点や営業所と回答

31.6%
42.1%

92.1%

76.5%
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7.9%

8.8%

8.8%

26.3%

20 40 60 800

健診センター
駅やエキナカのスペース

商業施設の中
会社の拠点や営業所
病院や市役所など

待ち時間に利用できる施設

20 40 60 800

▶

▶

▶

▶

出典：Heiko Braakの剖検脳におけるBraak Stageの年齢分布データより日本の年齢
人口分布からの推定数およびアルツハイマー病発症数を加えてMIG株式会社が作成

100（%）

100（%）

88.9%
44.4%

30.6%
2.8%

13.9%
2.8%
2.8%
2.8%

2.6%
84.2%

28.9%
15.8%

34.2%



21 20関西労健 VOL.107

3カ月間カイコ冬虫夏草（ナトリード）を摂取することで、認知機能の
一部である視覚記憶力、認知機能速度が改善することを確認した
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ア
ミ
ロ
イ
ド

β
を
食
べ
て
く
れ
ま
す（
図
2
）。

　

臨
床
試
験
で
は
視
覚
記
憶
力（
目

か
ら
入
っ
て
き
た
情
報
を
覚
え
る

力
）と
認
知
機
能
速
度（
目
か
ら
入
っ

た
情
報
を
正
確
に
理
解
し
て
運
動
に

つ
な
げ
る
力
）に
有
意
な
結
果
が
得

ら
れ
て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
生
活
を
し

て
い
く
上
で
重
要
な
認
知
機
能
で
す

（
図
3
）。

　

ま
た
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
施
設
で
は「
徘
徊
が
な
く

な
っ
た
」と
い
う
報
告
の
ほ
か
、個
人

別
の
感
想
で
は
、睡
眠
の
質
の
改
善

有
用
成
分
ナ
ト
リ
ー
ド
に
つ
い
て

臨
床
試
験
と
一
致
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

4
0
0
種
以
上
が
あ
り
、我
々
は
カ

イ
コ
の
さ
な
ぎ
に
ハ
ナ
サ
ナ
ギ
タ
ケ

を
植
え
付
け
た
冬
虫
夏
草
を
研
究

し
て
い
ま
す
。こ
の
冬
虫
夏
草
に

●

認
知
機
能
の
改
善
●
睡
眠
の
改
善

●
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
を
増
加
さ
せ
る

図３　ナトリードの認知機能改善作用臨床試験結果
※Brain Supplement 2022;4:13-26 p18の図を改変

図４　カイコハナサナギタケ冬虫夏草摂取の感想 図１　認知症または軽度認知障害の罹患率
厚生労働省の研究班による推計から

図２　ナトリードの作用メカニズム

認
知
機
能
を
改
善
す
る
成
分
の
発
見

冬
虫
夏
草
の
認
知
機
能
改
善
効
果
に
つ
い
て
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第
一
工
業
製
薬
株
式
会
社
は
今
年

で
創
業
1
1
5
周
年
。京
都
に
本
社

を
置
く
化
学
メ
ー
カ
ー
で
す
。

　

株
主
総
会
で「
貴
社
の
フ
ァ
ー
ス

ト
は
」の
問
い
に「
お
金
の
使
い
方
は

①
ま
ず
社
員
に

②
メ
ー
カ
ー
だ
か

ら
設
備
投
資
に

③
余
っ
た
ら
株
主

さ
ん
に
」と
答
え
る
会
社
で
す
。

　

経
済
産
業
省
と
東
京
証
券
取
引
所

が
選
定
す
る
健
康
経
営
銘
柄
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。2
千
社
く
ら
い
が

手
を
挙
げ
る
の
で
す
が
、弊
社
は
去

年
2
位
に
な
り
ま
し
た
。ス
ポ
ー
ツ

庁
が
認
定
す
る「
ス
ポ
ー
ツ
エ
ー
ル
カ

ン
パ
ニ
ー
」や
経
済
産
業
省
と
日
本

健
康
会
議
が
認
定
す
る「
健
康
経
営

優
良
法
人（
ホ
ワ
イ
ト
５
０
０
）」に
も

５
年
連
続
で
選
ば
れ
て
い
ま
す
。従

業
員
の
健
康
の
維
持
・
増
進
な
ど
に

積
極
的
に
取
り
組
む
企
業
が
条
件

で
、こ
の
た
び
も
M
I
G
さ
ん
の

社
員
第
一
の
健
康
経
営
に
つ
い
て

作
用
な
ど
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

口
か
ら
入
る
も
の
は
大
き
く
分
け

て
医
薬
品
と
食
品
に
分
か
れ
ま
す
。

食
品
に
は
機
能
性
を
謳
え
な
い
も
の

と
謳
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。前
者

は
食
事
を
含
め
る
一
般
食
品（
健
康

食
品
、栄
養
・
健
康
補
助
食
品
）、後
者

は
特
保
や
栄
養
機
能
食
品
や
今
回

我
々
が
開
発
し
て
い
る
機
能
性
表
示

食
品
で
、国
で
表
示
で
き
る
ル
ー
ル

が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
推
計
で
は
、軽
度
認

知
障
害（
M
C
I
）と
認
知
症
の
罹
患

者
は
ほ
ぼ
同
数
。2
0
6
0
年
に
は
65

歳
以
上
の
３
人
に
1
人
が
該
当
す
る

と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す（
図
1
）。認
知

症
は
正
常
▼
M
C
I
▼
初
期
認
知
症

▼
中
期
▼
重
度
へ
と
進
み
ま
す
が
、

M
C
I
か
ら
初
期
認
知
症
に
な
る
の

は
年
に
５
〜
15
％
。一
方
、M
C
I
か

ら
正
常
に
戻
る
の
は
年
に
16
〜
41
％

で
M
C
I
の
状
態
で
も
よ
り
早
く
状

態
を
自
分
で
理
解
し
て
生
活
習
慣
や

運
動
習
慣
、食
事
習
慣
を
改
善
す
る

な
ど
適
切
な
対
応
で
正
常
域
に
戻
れ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

機
能
性
表
示
食
品
に
つ
い
て

　

一
般
的
に
は
昆
虫
を
栄
養
分
と
し

て
生
え
る
キ
ノ
コ
を
総
称
し
て
冬
虫

夏
草
と
呼
び
ま
す
。古
く
は
中
国
か

ら
入
っ
て
き
た
も
の
で
日
本
に
は

カ
イ
コ
ハ
ナ
サ
ナ
ギ
タ
ケ
冬
虫
夏
草
と
は

方
へ
出
向
き
ま
し
た
。元
気
な
高
齢

者
達
を
目
に
し
、そ
の
理
由
が
ハ
ナ
サ

ナ
ギ
タ
ケ
と
い
う
キ
ノ
コ（
冬
虫
夏

草
）の
効
用
に
あ
る
こ
と
を
突
き
止

め
、さ
ら
な
る
研
究
の
末
、認
知
機
能

の
改
善
効
果
を
持
つ「
ナ
ト
リ
ー
ド
」

を
発
見
し
た
の
で
す
。

　

医
療
負
担
や
介
護
負
担
に
関
わ
る

国
家
的
負
担
を
少
な
く
で
き
る
の
が

認
知
症
へ
の
対
応
だ
と
認
識
し
て
い

ま
す
。高
島
先
生
の
超
早
期
発
見
の

医
学
、渡
邊
先
生
の
早
期
認
知
機
能

障
害
へ
の
介
入
の
お
話
に
は
ほ
ど
遠

い
の
で
す
が
、早
期
発
見
・
早
期
介
入

の
使
命
に
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
入
眠
と
睡
眠
維
持
）や
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
、元
気
が
出
る
な
ど
の
お
声
が

あ
り
ま
す（
図
4
）。

　

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
は
男
性
ホ
ル
モ

ン
で
す
が
、女
性
に
も
、特
に
エ
ス
ト

ロ
ゲ
ン
が
下
降
線
を
た
ど
る
閉
経
前

後
以
降
の
女
性
に
は
有
意
に
働
く
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

睡
眠
と
認
知
機
能
は
関
連
が
深

く
、睡
眠
時
間
の
少
な
い
人
は
テ
ス

ト
ス
テ
ロ
ン
値
が
低
い
、認
知
症
に
な

る
確
率
が
30
％
上
が
る
、と
い
う
論

文
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。テ
ス
ト
ス

テ
ロ
ン
療
法
で
認
知
機
能
が
上
が
る

と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
。テ
ス

ト
ス
テ
ロ
ン
値
を
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
男
女
の
更
年
期
症
状
の
緩
和
、

ま
た
、筋
肉
や
骨
に
も
重
要
な
ホ
ル

モ
ン
で
す
か
ら
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
や
フ
レ

イ
ル
の
予
防
に
も
期
待
し
て
い
ま

す
。超
高
齢
化
社
会
、ス
ト
レ
ス
社
会

な
ど
の
課
題
を
少
し
で
も
解
決
で
き

る
よ
う
に
、明
確
な
エ
ビ
デ
ン
ス
の
も

と
に
Q
O
L
の
向
上
や
健
康
寿
命
の

延
伸
に
向
け
て
努
力
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
と
睡
眠
と
認
知
症

積
極
的
予
防
ア
プ
ロ
ー
チ
事
例
の
紹
介
／
第
一
工
業
製
薬
株
式
会
社

【視覚記憶力検査結果】 【認知機能速度検査結果】
【Cognitraxの評価 結果】

＊：p<0.05、p<0.01（対プラセボ群）

＊

＊＊

「ナトリード」0.96mg摂取群 「ナトリード」非摂取群
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睡眠の質改善
★目覚めがよくなった
★寝入りがよい
★夜中に起きることが
　減った

滋養強壮
★身体が温まる
★活力、元気が出る

体調がよい！

睡眠
41%

活力
15%

 体調
13%

9%

9%

7%
6%

認知症有病率
17.7% ＋ ＝MCI有病率

17.4%

65歳以上の3人に1人に
認知機能にかかわる症状

35.1%
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認知症罹患者と
ほぼ同数の

軽度認知障害の
方がいる

（年）

（万人）

認知症の方
軽度認知障害
（MCI）の方

65歳以上の認知症などの人の将来推計


