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•コロナによる認知症者への影響
•新型コロナウイルス流行下での認知症の人の実態
調査

•コロナ禍における介護保険利用の変化
•コロナ禍における診療現場への影響
•アフターコロナのこれからを考える
•本人・家族に対する支援の取組
•高齢者施設に対する情報提供
•認知症の人の感染予防

本日の内容
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認知症自体がコロナによる死亡の危険因子

Arch Gerontol Geriatr. 2021 Mar-Apr;93:104299.

認知症があることで…

感染、重症化、または死亡
リスク：2.67倍

感染リスク：2.76倍

重症化率：2.63倍

死亡率：2.62倍
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コロナ禍での認知症者死亡率上昇

BMC Geriatr. 2022 Nov 19;22(1):878.

コロナ禍において、コ
ロナ禍前と比べて認知
症の人は、コロナ感染
がないグループに限っ
ても死亡率が25％上昇
していた。

各国11の研究を統合した
解析
（米国、イギリス、イタ
リア、ノルウェー等）
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•高齢者医療・介護施設では施設、職員、入所者それ
ぞれの要因によってクラスターへの対応が困難と
なっていた。

•認知症者が感染した場合、感染防止に協力が得られ
にくいことなどを理由として特に対応が困難となっ
ており、身体拘束を検討せざるを得ないケースもみ
られていた。

•認知症感染者では認知症を理由として十分に医療や
介護を受けられない恐れがあった。また、多くの施
設が認知症を理由として専門病床で治療が受けられ
ないのではないかと不安に感じていた。

施設調査の結果
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•認知症の人本人が感染した場合、感染後に必要な介
護の量が増えるケースが多くみられた。

•認知症の人本人が感染しても、家族が感染しても、
継続的に介護等のケアを受ける事が困難であった。

•介護保険サービスが縮小・休業したり、受けなく
なったりした場合には、最終的に家族が介護を担う
こととなり、大きな介護負担が生じていた。

在宅調査の結果
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•感染予防のため、日常生活に大きな影響が生じてい
た。

•在宅の認知症者では運動機会や社会的ふれあいの減
少が幅広くみられた。

•施設入所中の認知症者では外出制限や面会制限など
外部との交流が減っていた。3割近い施設では感染流
行状況に関わらず、外部との交流制限を続けていた。

•日常生活に生じた影響によって、認知症者の多岐に
渡る症状に悪影響が生じていた。

流行下で認知症者にみられた影響
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感染流行による介護保険サービスへの影響

影響の大きさは
ショートステイ＞通所系＞訪問系
（感染のリスクが高いサービスを避けた？）

サービスへの影響への寄与は
緊急事態宣言＞感染者数

緊急事態宣言後も、サービス量や利用者数への影響が回復
するまでは数ヶ月を要する

認知症が重度であるほど感染流行の影響を受けにくかった
（サービスの必要性が高く、かつ事業者が努力した）
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• 約4割の医師が外来患者数の減少を感じていた。また、同
定の割合の医師が診療に悪影響が生じたと感じていた。

• 外来患者において、ADL/IADLの低下、フレイルの増加を
初めとした多岐に渡る悪影響が生じたとの回答がみられ
た。

• 病棟においては、入院患者数が減少するとともに、より
緊急度・重症度の高い患者が増える傾向がみられた。

• 病棟では全ての医師が面会制限を実施していた一方、約
半数で感染状況もしくは病状次第で制限を緩和していた。
多くの医師が面会制限による診療の困難さを感じていた。

コロナ禍における診療現場への影響

66



アフターコロナで必要な事
•感染流行に強い体制作り
•コロナ、認知症についての正しい知識の普及
•コロナ禍での悪影響を緩和するためのリハビリ
•日常生活への制限を抑えるため、感染状況に応じてメ
リハリのついた感染予防を
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ご本人、家族を対象とした支援の取り組み
パンフレットの作成・公表
（広島大学、老年医学会、
家族の会広島支部）

コロナに関する基礎知識や感染
予防の具体的な方法など

感染拡大への備え（介護保険サー
ビス縮小や感染時など）

身体・認知機能低下予防の取組に
ついて

広島大学共生社会医学講座
http://inclusivesociety.jp/

からダウンロード 75



一般病床向け手引き

手引き BPSD・せん妄
対応フローチャート

身体拘束
対応フローチャート

身体拘束
説明同意書
（例）

広島大学共生社会医学講座
http://inclusivesociety.jp/

からダウンロード 79



介護施設向け手引き

手引き BPSD・せん妄
対応フローチャート

身体拘束
対応フローチャート

身体拘束
説明同意書
（例）

広島大学共生社会医学講座
http://inclusivesociety.jp/
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