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はじめに
　認知症の発症には、生まれ持った遺伝的要因の他に、
ライフスタイル、すなわち、食生活、睡眠、運動などに
よる影響も大きい1 ， ２ ）。また、心疾患、糖尿病、肥満、
歯周病などの疾患に罹患していると発症リスクが高まる
1 - 3 ）。近年では、腸内細菌叢との関連性も報告されてお
り4 ）、認知症の発症には様々なファクター（因子）が関
与していると考えられる。
　認知症は、日常生活において様々な支障をきたしてし
まう病気であり、認知症の人が外出して行方不明になっ
てしまうこともある。警察に届け出のあった、認知症ま
たは認知症の疑いのある行方不明者数は、２01２年から増
え続け、２0２0年は17,５6５人で、２01２年の約1.8倍となって
いる（図）５ ， 6 ）。認知症の人が行方不明になる原因に、
認知症における認知機能の低下によってもたらされる行
動のうち「徘徊」と呼ばれているものがあるが、近年、
この「徘徊」という単語について言い換えを行っている
自治体が増えている。

認知症における「徘徊」の言い換え
　認知症は、かつては痴呆と呼ばれていた。辞書では、

「痴」は、頭の働きがにぶい、知恵が足りない、ぬけてい
る、おろかなどを意味する7 - 9 ）。また、「呆」は、おろか、
あきれる、あっけにとられるなどという意味がある7 - 9 ）。
厚生労働省の「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告
書では、「痴呆」は「あほう・ばか」と通ずるものであ
り、侮蔑的な表現であるとされ、２004年に、成人に起こ
る認知（知能）の障害であるという意味合いで、「認知
症」と言い換えることになった10）。
　近年、この認知症の症状よりもたらされる行動を表す

「徘徊」という単語について、言い換えを行っている自治
体が増えてきている。「徘徊」には、意味なく歩き回るこ
とという意味がある。しかし、認知症の人にとっては、
意味なく歩き回っているわけではなく、目的や考えなど
があって歩き回っているが、認知機能の低下によって、
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目的を達することができない状態であると考えられるよ
うになってきている。つまり、意味なく歩き回るという
ことを意味する「徘徊」は、実態に合っていないのでは
ないかとされつつある。
　愛知県大府市、東京都国立市、福岡県大牟田市、新潟
県糸魚川市、兵庫県などの自治体では、「徘徊」の使用に
ついて言い換えを行っている。愛知県大府市を例にする
と、「徘徊」を「ひとり歩き」や「ひとり歩き中に道に迷
う」などと言い換えている11）。大府市の言い換えの例に
ついて挙げる。

愛知県大府市、「徘徊」の言い換え例（大府市ホームペー
ジより）11）

〇�「徘徊」「徘徊する」「徘徊中の事故」→「ひとり歩き」
「外出中に行方不明になる」「ひとり歩き中の事故」等
〇�「徘徊高齢者」→「ひとり歩き高齢者」または「行方
不明のなる恐れのある認知症高齢者」等

〇�「認知症徘徊捜索模擬訓練」→「認知症行方不明者捜
索模擬訓練」

図�　認知症または認知症の疑いによって警察に届け出の
あった行方不明者数（警察庁ホームぺージより作成）
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〇�「徘徊高齢者家族支援サービス」→「認知症高齢者見
守り・捜索支援サービス」

　愛知県大府市は、上記は例であり、ふさわしい表現が
ない場合は、「ひとり歩き」への言い換えで統一するとし
ている。同市では、こうした表現は、認知症患者本人や
その家族に配慮したものであり、法令等に定める場合を
除き、「徘徊」という表現は原則使用しないとしている
11）。その一方で、認知症の行方不明者の捜索の際には、

「徘徊」のほうが行方不明者だとして緊急性が伝わりやす
いのではないかという意見もある。ただ単に、「ひとり歩
き高齢者」だけでは、その高齢者が認知症であるかがわ
かりづらいような印象がある。認知症であることがわか
るように、「認知症のひとり歩き高齢者」などと言った方
が、行方不明になる恐れがある場合や行方不明者捜索の
際には緊急性が伝わりやすいような気もする。新潟県糸
魚川市のホームページでは、「徘徊」を「ひとり歩き」と
表現するとあるが、まだ言葉が定着していないためか「ひ
とり歩き（はいかい）」と記載されている1２）。
　私は、国語の専門家ではないが、国語の辞書には、ひ
とりで歩くという意味を表す「独歩」という単語がある
ので、私なりに「独歩高齢者」というのはどうかと考え
たりもした。また、ひとりで迷うという意味で、「独迷」
という造語を作って、「独迷高齢者」はどうかなどと自分
なりに考えたりもした。今後も、「徘徊」という表現の是
非や「徘徊」に替わる新しい言い方や表現について、議
論されていくことになるであろう。
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