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同
じ
こ
と
を
何
度
も
言
う
、物
忘
れ
が

多
く
な
っ
た
、い
つ
も
の
日
課
を
し
な
く
な

っ
た
…
…
。
家
族
に
こ
ん
な
変
化
が
見
ら

れ
た
ら
、そ
れ
は
認
知
症
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
認
知
症
の
約
７
割
を
占
め
る
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
病
の
原
因
は
、
脳
の
中
に
ア
ミ
ロ

イ
ド
βベ

ー
タ

と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
が
溜
ま
っ
て

し
ま
う
こ
と
。
そ
れ
が
老
人
斑
の
よ
う
な

シ
ミ
と
な
っ
て
神
経
細
胞
を
損
傷
さ
せ
る

と
脳
が
萎
縮
し
て
い
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
症

状
を
も
た
ら
す
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
脳
に
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
が
溜

ま
っ
て
い
る
の
に
認
知
症
を
発
症
し
な
い

人
が
３
割
も
存
在
す
る
と
い
う
の
で
す
。

　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
病
理
が
あ
っ
て

い
人
が
多
い
と
い
え
ま
す
。

●
高
度
な
知
識
や
技
術
を
要
す
る
職
業
に

つ
い
て
い
る
こ
と
。

●
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
ど
多
言
語
を
使
っ
て
い

る
こ
と
。
使
っ
て
い
る
言
語
数
が
多
い
ほ
ど
、

そ
の
傾
向
が
強

い
と
い
え
ま
す
。

●
頭
の
大
き

い
人は
脳

の
容
積
が
大
き
い、

脳
が
重
い
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
も
認
知
症

の
発
症
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

　
頭
の
大
き
さ
や
過
去
の
教
育
歴
は
今
か

ら
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の

人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
好
奇
心
を
持
ち

続
け
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
認
知
症
の
発

症
を
抑
え
る
認
知
予
備
能
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
年
を
取
っ
て
も
仕
事
を
続
け

て
い
る
、
有
酸
素
運
動
な
ど
の
運
動
習
慣

を
持
っ
て
い
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域

活
動
・
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
の
社
会
参
加

を
し
て
い
る
人
は
、
そ
れ
だ
け
認
知
症
の

発
症
に
抵
抗
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
左
の
グ
ラ
フ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
縦
軸

が
認
知
機
能
、
横
軸
が
加
齢
と
な
っ
て
お

り
、
年
を
取
る
に
従
い
認
知
機
能
は
落
ち

て
い
き
ま
す
。
生
活
習
慣
病
の
ほ
か
、
難

聴
や
頭
部
外
傷
、
脳
卒
中
な
ど
の
病
気
や
、

喫
煙
な
ど
の
習
慣
、
肥
満
な
ど
が
認
知
機

能
低
下
を
促
進
さ
せ
ま
す
。

　
せ
め
ぎ
合
う
よ
う
に
認
知
機
能
の
低
下

を
抑
え
て
い
る
の
は
、
就
労
や
知
的
活
動
、

社
会
参
加
、
運
動
習
慣
な
ど
。
血
圧
や
血

糖
値
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
大
切
で
す
。
積

極
性
を
持
ち
続
け
る
こ
と
も
鍵
だ
と
い
え

そ
う
で
す
。

も
認
知
症
を
発
症
し
な
い
人
は
、
認
知
機

能
低
下
に
抵
抗
す
る
力
を
備
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た

特
性
を
「
認
知
予
備
能
」
と
呼
び
、
以
下

の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
ま
す
。

●
教
育
歴
が
長
い
こ
と
。
日
本
は
義
務
教

育
で
9
年
、
高
校
も
入
れ
る
と
12
年
、
大

学
を
4
年
と
考
え
る
と
16
年
で
す
か
ら
、

小
学
校
高
学
年
く
ら
い
か
ら
職
業
教
育
を

受
け
る
国
と
比
べ
る
と
認
知
予
備
能
が
高

ア
ル
ツ
ハイ
マ
ー
病
発
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

発
症
を
抑
え
る
認
知
予
備
能

監
修
／
横
浜
総
合
病
院

　横
浜
市
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長

　長
田 

乾
さ
ん

　

認
知
症
に
な
る
リ
ス
ク
を
下
げ
る

 

認
知
予
備
能 

と
は
？

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
原
因
と
な
る
物
質
が
脳
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
に

認
知
症
を
発
症
し
な
い
人
が
お
よ
そ
３
割
い
ま
す
。
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

認知機能低下を促進する因子、防御する因子

運
動
習
慣
や
社
会
参
加
も
い
い
！

出典／書籍『「うちの家族、認知症？」と思ったら読む本』
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イラスト◎うかいえいこ

し
か
し
、
妻
の
生
活
を
守
る
た
め
に
は
、

慎
重
に
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
遺
族
年
金
の
有
無
、
具
体
的
な
金
額
を

確
認
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
。
夫
の
死

亡
後
の
妻
の
受
給
で
き
る
遺
族
年
金
額
は
、

算
出
方
法
が
複
雑
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ

ん
。と
く
に
、妻
の
年
齢
に
よ
っ
て
支
給
内

容
は
異
な
り
ま
す
か
ら
、
年
金
事
務
所
に

相
談
す
る
な
ど
し
、
夫
婦
の
年
金
の
種
類

や
加
入
期
間
、
年
金
額
な
ど
、
あ
る
程
度

具
体
的
内
容
を
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
あ
ら
か
じ
め
遺
言

書
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で

す
が
、
遺
言
者
が
自
分
で
書
く
自
筆
証
書

遺
言
は
、
形
式
が
整
っ
て
い
な
い
と
無
効

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
く
調
べ
た
う

え
で
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
自
筆

証
書
遺
言
は
遺
言
者
の
死
後
、
家
庭
裁
判

所
で
検
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
遺
言
書
は
感
情
の
も
つ
れ
を
防
ぐ
役
割

も
。
連
れ
合
い
と
子
の
双
方
に
向
け
て
書

か
れ
た「
あ
り
が
と
う
」の
一
言
が
残
さ
れ

た
家
族
の
支
え
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

通
帳
、カ
ー
ド
、登
記
済
情
報
、生
命
保
険
、暗
証
番
号
や
I
Ｄ
な
ど
の
ほ
か
、

財
産
に
関
係
す
る
書
類
や
、
情
報
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
も
互
い
に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
２
０
１
９
年
の
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
、

女
性
87
・
45
歳
、男
性
81
・
41
歳
で
し
た（
厚

生
労
働
省
）。
こ
れ
か
ら
単
純
に
考
え
る

と
、
同
い
年
の
場
合
、
夫
の
死
後
、
妻
は

一
人
で
６
～
７
年
生
活
し
て
い
く
こ
と
に
。

も
ち
ろ
ん
誰
も
が
こ
の
と
お
り
に
な
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
齢
夫
婦
の
場

合
、
互
い
が
元
気
な
う
ち
に
残
さ
れ
た
連

れ
合
い
が
生
計
を
維
持
し
て
い
け
る
よ
う

準
備
し
て
お
く
の
が
必
要
で
あ
り
、
賢
明

で
し
ょ
う
。

　
配
偶
者
が
亡
く
な
る
と
、
入
院
費
用
の

精
算
や
葬
儀
費
用
な
ど
の
資
金
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
金
融
機
関
は
本
人

の
死
亡
を
知
っ
た
時
点
で
口
座
を
凍
結
。

お
金
を
引
き
出
す
に
は
、
本
人
と
相
続
人

全
員
の
戸
籍
謄
本
や
印
鑑
証
明
書
、
同
意

書
な
ど
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当

座
の
生
活
費
が
足
り
な
く
な
る
こ
と
も
。こ

の
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
、
財
産
に
関
す
る

情
報
は
共
有
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
夫
が
死
亡
す
る
と
、
法
定
相
続
分
な
ら

ば
、
妻
は
２
分
の
１
、
残
り
を
子
ど
も
た

ち
で
均
等
に
分
け
る
こ
と
に
。
た
だ
、
夫

の
死
後
、
妻
が
間
を
お
か
ず
に
死
亡
す
る

と
再
び
相
続
税
が
発
生
す
る
可
能
性
を
考

え
、
子
に
す
べ
て
相
続
さ
せ
る
と
い
っ
た

遺
言
書
を
夫
が
作
る
と
か
、
あ
る
い
は
夫

の
遺
産
分
割
時
に
は
妻
の
相
続
分
を
少
な

く
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

も
し
連
れ
合
い
が
先
に
亡
く
な
っ
た
ら
…
…

ど
ん
な
心
構
え
を
し
て
お
く
べ
き
？

Q

答
え
る
人
／
弁
護
士 

橫
幕
武
徳
先
生

残
さ
れ
た
者
の
生
活
を
守
る
た
め
、

財
産
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
た
う
え
で
遺
言
書
の
作
成
を
。

A夫
の
死
後
、妻
の
生
計
を
考
え
る

相
続
に
お
け
る
注
意
点

民法で定める「扶養の義務」

　民法では直系血族、兄弟姉妹は互
いに扶養する義務があると定めてい
ます。子に対する扶養の義務だけで
はなく、親に対する扶養の義務もあ
るのです。「子どもの世話になりた
くない」という親の心情は理解でき
ますが、法律は互いに扶養の義務が
あると定めていることも頭の片隅に
入れておくべきでしょう。
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