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◆老人性うつと認知症の５つの違い
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症状の進行速度

自責の念の有無

本人の自覚の有無

記憶障害（物忘れ）の症状

質問に対する
受け答え方の違い

認知症は、記憶障害などが徐々に進行することが多く、発症の時期がはっきりとし
ない面がありますが、老人性うつの場合は、何かのきっかけや環境変化に伴って、1
カ月間くらいなど比較的短い期間にさまざまな症状が出るという特徴があります。

老人性うつの方は、「自分の症状や病気のせいで、家族や周りの人に迷惑をかけてい
る」という自責の念が強くなり、抑うつ症状が特に強く見られます。認知症の場合は、
「死にたい」という気持ちや自責の念を訴えることはあまりありません。

認知症の場合、認知機能の低下にしたがって、自分の症状に無関心になることが多
くなります。老人性うつの人は、自分の認知機能の低下を、その前後で自覚できるた
め、自分の症状が悪化していないかどうかをよく気にするようになります。

認知症は、日常で晩御飯を食べたこと自体を忘れてしまうなど、物事自体を忘れてし
まいます。老人性うつの場合は、環境変化や何かの出来事をきっかけとして、突然数
日前のことを思い出せなくなることがあります。

認知症の人は、質問に対して、見当違いだったり、的を得ない回答をします。そのこと
を指摘すると、取りつくろう様子が見られることも多いです。老人性うつの方の場
合、質問に対し、考え込んでしまい、回答がはっきりとできない場合が多いという特
徴があります。

認
知
症
と
混
同
さ
れ
や
す
い

老
人
性
う
つ

　
「
老
人
性
う
つ
」
と
い
う
言
葉
を
耳

に
し
た
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

実
は「
老
人
性
う
つ
」と
い
う
正
式
な

病
名
は
な
く
、
概
し
て
、
65
歳
以
上

の
方
が
う
つ
病
を
発
症
し
た
時
に
用

い
ら
れ
る
表
現
を
指
し
ま
す
。
症
状

と
し
て
は
一
般
的
な
う
つ
病
と
同
じ

く
、
意
欲
や
思
考
力
の
低
下
、
興
味

や
喜
び
の
喪
失
、
抑
う
つ
気
分
の
発

症
な
ど
で
、
日
常
生
活
に
支
障
を
き

た
す
も
の
で
す
。
う
つ
病
が
生
命
を

脅
か
す
病
気
で
あ
る
と
い
う
点
は
、

若
年
者
も
高
齢
者
も
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
が
、
高
齢
者
の
場
合
は
う
つ
病

と
認
知
症
が
混
同
し
て
考
え
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
こ
は
注
意
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

う
つ
病
と
認
知
症
と
で
は
い
く
つ
か

似
て
い
る
症
状
が
あ
り
な
が
ら
も
、

治
療
法
や
対
処
法
な
ど
は
全
く
異
な

る
か
ら
で
す
。
認
知
症
だ
と
思
っ
て

受
診
し
た
ら
本
当
は
う
つ
病
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
充
分
に
起
こ
り
え
る

こ
と
で
す
。

老
人
性
う
つ
と
認
知
症

そ
の
違
い
に
つ
い
て

　

で
は
、
老
人
性
う
つ
と
認
知
症
と

で
は
、
症
状
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が

あ
る
の
か
、見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま

ず
、
症
状
の
要
因
と
な
る
部
分
が
異

な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
認
知

症
は
脳
の
認
知
機
能
の
低
下
か
ら
、

し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
ゆ
る
や
か

に
進
行
し
て
い
き
ま
す
が
、
老
人
性

う
つ
は
そ
の
多
く
の
ケ
ー
ス
で
何
ら

か
の
き
っ
か
け
が
あ
る
こ
と
が
多
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け

は
「
環
境
的
要
因
」
と
「
心
理
的
要

因
」
に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
住
環
境

の
変
化
や
労
働
の
喪
失
、
家
族
と
の

別
居
な
ど
、
文
字
通
り
環
境
に
由
来

す
る
も
の
で
す
。
他
方
、
後
者
は
持

病
に
対
す
る
不
安
や
、
配
偶
者
、
あ

る
い
は
家
族
と
の
死
別
、
老
衰
に
よ

る
将
来
へ
の
不
安
な
ど
、
心
の
部
分

に
起
因
す
る
も
の
。
で
す
か
ら
、
老

人
性
う
つ
は
自
然
発
生
的
に
起
こ
り

得
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
ケ
ー

ス
で
ト
リ
ガ
ー
と
な
る
出
来
事
や
事

象
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一
緒

に
暮
ら
す
家
族
な
ど
は
、
様
子
が
違

う
こ
と
に
比
較
的
気
づ
き
や
す
い
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

老
人
性
う
つ
の
場
合
、
初
期
症
状

と
し
て
は
身
体
的
な
不
調
や
抑
う
つ

が
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
1

日
の
う
ち
で
も
調
子
の
波
が
あ
り
、

朝
方
は
調
子
が
悪
く
て
も
夕
方
に
は

調
子
を
取
り
戻
す
様
子
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
ま
ま
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、

認
知
症
の
場
合
は
、
性
格
の
変
化
や

記
憶
障
害
が
初
期
症
状
と
し
て
挙
げ

ら
れ
、
記
憶
障
害
が
目
立
つ
よ
う
に

な
り
会
話
が
要
領
を
得
な
い
よ
う
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
老
人
性
う

つ
の
場
合
で
も
記
憶
障
害
は
起
こ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
老
人
性
う
つ

の
場
合
は
記
憶
障
害
が
あ
る
こ
と
に

自
覚
が
あ
り
、
自
ら
訴
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
の
違
い
を

知
っ
て
お
く
と
、
身
近
な
人
が
ど
の

よ
う
な
症
状
に
あ
る
の
か
あ
る
程
度

判
断
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と

は
言
え
、
老
人
性
う
つ
と
認
知
症
の

見
極
め
を
素
人
が
容
易
に
判
別
す
る

の
は
リ
ス
ク
も
高
い
の
で
、
身
内
の

様
子
が
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
す
ぐ

に
専
門
医
を
受
診
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

老
人
性
う
つ
は

治
療
す
る
こ
と
が
で
き
る

　

往
々
に
し
て
、
高
齢
者
の
生
活
は

近
親
者
と
の
死
別
や
身
体
機
能
の
低

下
な
ど
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
喪
失
体

験
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味

で
は
、
高
齢
者
が
う
つ
状
態
に
陥
る

こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
充
分
有
り
得

る
こ
と
と
認
識
す
る
こ
と
が
肝
要
で

す
。
そ
の
上
で
、
し
っ
か
り
と
「
治

療
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
老
人
性
う
つ
の
治
療
は
、
薬
物

療
法
、
精
神
療
法
、
環
境
調
整
の
3

つ
が
軸
と
な
り
ま
す
。

　

薬
物
療
法
は
、
老
人
性
う
つ
に
限

ら
ず
そ
の
人
に
あ
っ
た
抗
う
つ
剤
な

ど
を
服
用
し
て
経
過
を
見
ま
す
。
し

か
し
、
高
齢
者
の
場
合
は
他
の
服
用

中
の
薬
と
の
相
性
な
ど
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
人
に
よ
っ
て
は

薬
物
療
法
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
。

　

精
神
療
法
は
、
医
療
従
事
者
が
行

う
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
通
し
て
改
善

を
目
指
す
方
法
で
す
。
薬
物
療
法
と

併
用
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
家
族
や
周
囲
の
人
が

日
頃
の
関
わ
り
の
中
で
少
し
注
意
し

な
が
ら
接
す
る
こ
と
も
プ
ラ
ス
に
つ

な
が
り
ま
す
。
例
え
ば
、
本
人
の
訴

え
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
、
励
ま
さ

な
い
な
ど
、
い
く
つ
か
の
コ
ツ
が
あ

り
ま
す
が
、
人
に
よ
っ
て
適
し
た
関

わ
り
方
は
異
な
る
た
め
、
医
師
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
上
で
行
う
と

安
心
で
す
。

　

最
後
に
、環
境
面
の
調
整
で
す
。孤

独
感
の
強
い
方
に
は
関
わ
り
の
時
間

を
増
や
す
、
体
を
動
か
す
機
会
を
作

り
、
外
出
す
る
こ
と
で
気
持
ち
を
外

に
向
け
る
な
ど
、
で
き
る
こ
と
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
、
医

師
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
実

行
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ

心
の
健
康
を
も
っ
と
大
事
に

　
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
福

祉
推
進
委
員
会
に
よ
る
と
、
社
会
的

な
つ
な
が
り
や
人
と
の
交
流
が
あ
る

と
、
う
つ
を
発
症
す
る
可
能
性
が
低

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
約
2
年
前
に
台
頭
し
て
き
た
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
に
よ
り
、
人

と
接
す
る
時
間
と
い
う
の
は
極
め
て

限
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
外
出
や
人
と
の
交
流
が
減
る

と
、
体
力
の
低
下
だ
け
で
な
く
気
分

の
落
ち
込
み
に
つ
な
が
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
認
知
機
能
の
低
下
や
う
つ
症

状
の
進
行
、
要
介
護
の
リ
ス
ク
が
高

ま
る
な
ど
、
心
身
の
健
康
に
影
響
を

与
え
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
２
０
２
０

年
は
、
２
０
１
９
年
と
比
べ
て
高
齢

者
の
「
外
出
機
会
」
は
約
20
％
も
減

少
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
家
族
以

外
の
第
三
者
人
と
交
流
が
あ
る
人
と

な
い
人
と
で
は
、
認
知
症
の
リ
ス
ク

が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
研
究
結
果

も
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
人
と

会
う
こ
と
自
体
に
抵
抗
が
あ
る
人
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
交
流
を
避

け
て
社
会
的
に
孤
立
や
閉
じ
こ
も
り

に
な
る
こ
と
は
、
予
防
で
き
る
感
染

リ
ス
ク
以
上
に
健
康
上
の
損
失
が
大

き
い
と
も
言
え
ま
す
。

特集

心
の
健
康
が
身
体
を
支
え
る
！

老
人
性
う
つ
を
理
解
す
る

│

心
の
病
と
言
わ
れ
る
う
つ
病
。
昨
今
、コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、高
齢
者
で
う
つ
病
を
患
う
人
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

う
つ
病
は
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
病
気
で
、「
気
の
持
ち
よ
う
で
治
る
」な
ど
と
勘
違
い
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、心
の
弱

さ
が
原
因
で
起
こ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
人
性
う
つ
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
対
処
法
を
共
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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