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認知症は誰でもかかる認知症は誰でもかかる認知症は誰でもかかる認知症は誰でもかかる
可能性のある身近な病気です可能性のある身近な病気です可能性のある身近な病気です可能性のある身近な病気です可能性のある身近な病気です可能性のある身近な病気です1

認知症の種類と特徴
　認知症は原因となる病気によって、さまざまな特徴があります。

　女性に多く、進行は緩
やか。記憶障害が著しく、
特に最近の記憶（短期記
憶）が不得意になります。
うつ状態がみられること
もあります。

同じ質問を何度も聞く
物事の段取（食事の準備など）が悪くなる
日にちが分からなくなる
約束をすっぽかす　など

●
●
●
●

アルツハイマー型認知症
一番多い認知症

血管性認知症
脳梗塞、脳出血などが引き金

特徴的な症状の例 特徴的な症状の例

　男性に多く、脳の血管障
害で脳細胞が死滅するこ
とで発症します。脳血管障
害のリスクとなる高血圧
や糖尿病などの治療・改
善が予防につながります。

意欲が低下する
もの忘れがあるわりにはしっかりしている
（まだら認知症）
手足の麻痺がある　など

●
●

●

　初期のころはもの忘れ
より、うつ状態、失神、震え
といった症状が出たり、
幻視（目の前に無いはず
の物が見える）を認めた
りすることがあります。

子どもや虫が見えると言う
夢を見て反応し大声を出す
もの忘れは軽い　など

●
●
●

レビー小体型認知症
幻視が起こるのが特徴

前頭側頭型認知症（ピック病）
性格や行動上の変化が主な症状

特徴的な症状の例 特徴的な症状の例

　もの忘れの症状は軽く、
意欲や理性、感情をコント
ロールすることが難しくな
ります。万引きや無銭飲食
などで周囲を困惑させる
ことも少なくありません。

同じ時間に同じ行動をとる
同じ食品を際限なく食べる
周囲を顧みず自己本位な行動が目立つ　など

●
●
●

気づきの
ポイント

●2～3カ月で、もの忘れが急激に進行した
●最近、転んで頭を打ってから、もの忘れが出てきた
●身近な人の死などの心理的な変化の後に、もの忘れが
増えた

症状から、認知症と「間違われやすい」病気もあります!!

などの場合は、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺ホルモンの異常、うつ病など
の可能性もあります。適切な治療により、もの忘れが治る場合もありますので、
早めに受診してください。

せいじょうあつすいとうしょう まんせいこうまく か けっしゅ

認知症とは、記憶障害やさまざまな状況に対して適切に判断すること
が困難になるなど、生活する上での支障が少しずつ増えていく脳の病
気です。 認知症の状態

若年性認知症について
認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。
65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内には約4,000人と推計されています。

脳の病気 認知機能の低下

行動・心理症状

生活のしづらさ

不安・うつ・怒りっぽさ・
幻覚・妄想・徘徊など

身体の状態・生活の環境など

＊このページは、東京都発行「知って安心認知症」をもとに作成したものです。

何らかの認知症の症状がある高齢者（注１）の将来推計
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人口の

16.6%

65歳以上
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15.2%

（万人）

令和元年 令和７年 令和２２年
認知症高齢者の推計【東京都】
資料：東京都福祉保健局「令和4年度認知症高齢者数等の分布調査」（令和5年3月）

（注1）要支援、要介護認定を受けている高齢者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上の者
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覚えておきたい症状とそのときの対応例
　家族を悩ませる不可解な行動、困った行動にも本人なりの理由があります。健常者の常識や事実を押し付け
るのは逆効果。認知症の進行に応じた症状であることを理解し、気持ちに寄り添って接することが大切です。
これは一つの例です。その人に合った方法を支援者と一緒に考えていきましょう。

【中核症状が起こす行動の例】

　日にちは健常者でも分からないことがあるので、まず
はご家族が「今日は何日？」などの質問でテストをして不
安を増強しないようにしましょう。大きな日めくりカレン
ダーをかけておくこともよいかもしれません。

答えられなくても
問題視しないこと

日時の感覚の混乱
「今日は何日？」

対応のポイント

ケース 1

　食べた、という事実を理解してもらうのではなく、本人
がいかに納得するかがポイントです。「もうすぐできるか
ら待っていてね」「できるまでこれ（お茶やお菓子など）を
食べて（飲んで）いてね」と話題を変えてみましょう。

話題を変えて
納得してもらう

全体の記憶の障害
「ごはんまだ？」

　家族の名前を忘れたり、別の人と間違えるなど、
目の前の人が自分とどういう関係なのか分からなく
なります。「あなたの娘なのに」と言い聞かせず、別人
を演じてしまいましょう。

なりきって振る舞う

家族を忘れる
「あなた誰？」

　みっともない、汚い、などとたしなめることはせず、適切
な衣服を一緒に選んでみてください。「お似合いですよ」
と勧めると素直に着替えてくれることも。体調面で不都
合がなければおおらかに目をつぶることも大切です。

一緒に選ぶ、
褒めて勧める

季節が分からない
「服装が変」

このブラウ
スはどうで
すか？

誰ですか？

今日は●月
日だっけ？

軽度障害

対応のポイント

ケース 2
中等度障害

対応のポイント

ケース 3
中等度障害

対応のポイント

ケース 4
高度障害

～本人の気持ちを尊重し、介護負担の軽減につなげるために～
主な症状と対処法

　認知症には必ず現れる「中核症状」と、本人の性格や環境、人間関係などの影響で出現する精神・行動上の
さまざまな症状「BPSD＝行動・心理症状」があります。

介護負担の軽減のためにも、それぞれの症状別によく見られる
ケースと対処法を具体的に知っておきましょう。

BPSDは中核症状をもとに、本人のもともとの
性格や心の状態、人間関係、生活環境などの要
因が絡み合って出てきます。介護者の接し方や
適切な薬物治療により改善が可能です。

知っておきたいこと

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

もの忘れ
状況判断ができない
計算ができない
時間・場所・人が認識できない
手順よく物事を進められない
など

無気力になる
物が盗まれたと騒ぐ
徘徊
怒りっぽい・怒鳴る
なかなか寝付かない
など

中核症状

BPSD（行動・心理症状）改善することが
できる

治すことが
難しい
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　盗まれたと思い込んでいます。反論せず「それは困りましたね、一緒に探しましょう」
と共感する。本人以外の人が財布を見つけた場合、ここにありましたとは言わず、
「このあたりを探してみましょうか」と言い、本人に見つけてもらうことが大事です。

同じ感情を共有して、
味方になる

物盗られ妄想
「財布を盗まれた！」

対応のポイント

対応のポイント 対応のポイント

対応のポイント 対応のポイント

ケース 1

　「ここが家ですよ」と引き止めると不安や不信感が
募ります。「そこまで送りますよ」と一緒に散歩したり、
「お茶だけでも飲んでいってください」と気分を変え
て落ち着かせます。

気持ちを認め、
落ち着かせる

家に帰りたい願望
「そろそろ失礼します」ケース 2

　気持ちを表現できる言葉が出てこない、相手の言
葉が理解できないことなどから、もどかしい気持ちを
抱えています。日頃から本人を尊重する言葉をかける
とともに、投げられて危険なもの、困るものは目の届
くところに置かず、ティッシュの箱などを置いておく。

できる限り感情を
いたわる

人柄が攻撃的に変化
「バカにしてるのか！」ケース 3

　尿や便の失禁や弄便（便を弄ぶ行為）は決してわざ
としていることではありません。トイレの場所が分から
なくなったり、便意や尿意を感じなくなっていたり、
服の脱ぎ方が分からなくなっているなどの原因が考え
られます。本人は失敗によってすでに傷付いています。
責めたりせず、定期的にトイレに誘導しましょう。

排泄のリズムを
作ってトイレに誘導

排泄トラブル
「トイレまで
間に合わなかった」

ケース 4 ケース 5

　虫がいる、泥棒が入ってきたなどと幻覚におびえ
たり混乱する場合は、否定せずに「もう出て行きまし
たよ」と話を合わせ、安心させてあげます。音が
聴こえたり（幻聴）、景色が見える場合もありますが、
本人が楽しそうならそっと見守ってもいいでしょう。

話を合わせて
恐怖感を取り除く

幻覚におびえる
「そこに誰か
立っている」

【BPSDで見られる言動の例】 認知症の人への対応　ガイドライン

　認知症の人への対応には、認知症に伴う認知機能低下があることを正しく理解していることが必要です。そ
して、偏見をもたず、認知症は自分たちの問題であるという認識をもち、認知症の人を支援するという姿勢が重
要になります。
　認知症の人だからといってつきあいを、基本的には変える必要はありませんが、認知症の人には、認知症への
正しい理解に基づく対応が必要になります。
　記憶力や判断能力の衰えから、社会的ルールに反する行為などのトラブルが生じた場合には、家族と連絡を
とり、相手の尊厳を守りながら、事情を把握して冷静な対応策を探ります。
　ふだんから住民同士が挨拶や声かけにつとめることも大切です。日常的にさりげない言葉がけを心がけるこ
とは、いざというときの的確な対応に役立つでしょう。

“３つの「ない」”認知症の人への対応の心得
基本姿勢

具体的な対応の7つのポイント

　 驚かせない　　　 急がせない　　　 自尊心を傷つけない

まずは見守る
認知症と思われる人に気づいたら、本人やほか
の人に気づかれないように、一定の距離を保
ち、さりげなく様子を見守ります。近づきすぎた
り、ジロジロ見たりするのは禁物です。

やさしい口調で
小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ高
さにして対応します。

余裕をもって対応する
こちらが困惑や焦りを感じていると、相手にも
伝わって動揺させてしまいます。自然な笑顔で
応じましょう。

おだやかに、
はっきりした話し方で

高齢者は耳が聞こえにくい人が多いので、ゆっ
くり、はっきりと話すように心がけます。
早口、大声、甲高い声でまくしたてないこと。そ
の土地の方言でコミュニケーションをとること
も大切です。

声をかけるときは１人で
複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、
できるだけ１人で声をかけます。

後ろから声をかけない
一定の距離で相手の視野に入ったところで声を
かけます。唐突な声かけは禁物。「何かお困りで
すか」「お手伝いしましょうか」「どうなさいまし
た？」「こちらでゆっくりどうぞ」など。

相手の言葉に耳を傾けて
ゆっくり対応する

認知症の人は急かされるのが苦手です。同時に
複数の問いに答えることも苦手です。相手の反
応をうかがいながら会話しましょう。たどたどし
い言葉でも、相手の言葉をゆっくり聴き、何をし
たいのかを相手の言葉を使って推測・確認して
いきます。

＊このページは、全国キャラバン・メイト連絡協議会認知症サポーター養成講座標準教材「認知症を学び地域で支えよう」をもとに作成
したものです。

1 2 3
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※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。
　認知症の診断には医療機関での受診が必要です。
※身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能性があります。

電話番号を調べて、電話を
かけることができますか

自分で掃除機やほうきを
使って掃除ができますか

バスや電車、自家用車など
を使って一人で外出できま
すか

一人で買い物に行けますか

貯金の出し入れや、家賃や
公共料金の支払いは一人で
できますか

言おうとしている言葉が、
すぐに出てこないことがあ
りますか

今日が何月何日かわからな
いときがありますか

周りの人から「いつも同じ
事を聞く」などのもの忘れ
があると言われますか

５分前に聞いた話を思い出
せないことがありますか

財布や鍵など、物を置いた
場所がわからなくなること
がありますか

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できないまったく

ない
ときどき
ある

頻繁に
ある

いつも
そうだ

4点3点2点1点4点3点2点1点

4点3点2点1点4点3点2点1点

4点3点2点1点4点3点2点1点

4点3点2点1点4点3点2点1点

4点3点2点1点4点3点2点1点

1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

20点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。かかりつけ医または医療
機関（11ページ参照）に相談してみましょう。

チェックしたら、❶～10の合計を計算 合計点　　　　点
※8～9ページは、東京都発行「知って安心認知症」をもとに作成したものです。

最もあてはまる所に◯をつけてください。

2 自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！自分でできる「認知症の気づき　 チェックリスト」をやってみましょう！
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まずかかりつけ医に相談

本人と家族に心強い、かかりつけ医

コツ

●
●
●
●
●

早期段階での発見や気づき
専門医療機関の受診の勧め、紹介
日常的な身体疾患の治療や健康管理
本人や家族の不安の理解、アドバイス
地域の認知症介護サービス機関との連携　など

早期受診はメリットが大きい
　適切なケアや治療の開始により、進行を遅らせたり、症状を軽減す
ることができます。さまざまな制度・サービスの情報収集やその利用計
画も、本人の意思を反映させるなど余裕を持って立てられます。

　予約が必要な場合もありますので、受診の際には、事前に電話でお問い合わせください。
◆詳しい検査等を別の医療機関で受けていただくことがあります。

受診のコツを知っておこう

　かかりつけ医には、本人や家族を日頃から知っている強みがあります。必要に
応じて専門医療機関を紹介してくれます。

　認知症疾患医療センターとは、認知
症専門の相談員による医療相談や認
知症の鑑別診断、状況に応じた適切な
医療機関の紹介などを行う医療機関と
して、東京都が指定した認知症専門の
医療機関です。認知症の人や家族が地
域で安心して生活できるよう、かかりつ
け医との連携や医療と介護の推進役と
なり、地域の支援体制づくりを行ってい
ます。

※かかりつけ医がいない場合は、地域包括支援センターなどに相談しましょう。

認知症疾患医療センター（多摩平の森の病院）
認知症の診断や治療を受けたい

☎０４２-８４３-１８８８（直通） 住所：日野市多摩平３-１-１７

【認知症の検査や治療ができる医療機関情報】

3 認知症の受診と治療・ケア認知症の受診と治療・ケア認知症の受診と治療・ケア認知症の受診と治療・ケア認知症の受診と治療・ケア認知症の受診と治療・ケア
　あれ？ おかしいと思ったらまず受診。対処が早いほど生活の質をよい状態で
保てます。MCI（軽度認知障害）の段階で見つかれば、認知機能の回復・維持も
期待できます。
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診断 治療 検診 医療機関名 住　　所 電話番号
1 ○ ○ 高瀬内科クリニック 新町 1-20-3　エスペラール 1階 042-582-7228
2 ○ ○ ○ 日野のぞみクリニック 日野本町 2-14-9

三浦レジデンス 105号
＊事前予約制

042-843-1445
3 ○ ○ ○ 日野駅前病院（旧花輪病院） 日野本町 3-14-15 042-582-0061
4 ○ ○ ○ アカシアクリニック 日野本町 4-1-9　エンジュ 1F 042-587-8616
5 ○ ○ ○ 石田クリニック 日野 1027-1　2階 042-843-2608
6 ○ ○ ○ 塩谷医院 日野 1077番地 33 042-581-0158
7 ○ ○ ○ 康明会ホームケアクリニック 日野 1451番地 1

シルバービレッジ日野クリニックビル 1階 042-589-0009
8 ○ ○ ○ 土方クリニック 万願寺 1-13-1 042-587-7171
9 ○ ○ ニシムラ整形外科 万願寺 1-13-5 042-587-2220
10 ○ ○ ○ にしくぼクリニック 石田 2-9-21 042-589-3532
11 ○ ○ ○ 朝比奈クリニック 高幡 15 042-506-5117
12 ○ ○ ○ 井上クリニック 高幡 145番地　岡崎ビル 201号室 042-593-8988
13 ○ ○ アスカクリニック 高幡 1001番地 8　久野第 2ビル 2階 042-594-6381
14 ○ ○ ○ 鈴木内科クリニック 高幡 1009-7　TIK ビル 2階 042-599-7021
15 ○ もぐさ園三沢台診療所 三沢 2-12-13 042-592-0466
16 ○ ○ 百草園駅前クリニック 百草204-1　ガーデンビュー石神D-1　1階 042-599-3266
17 ○ ○ ○ 百草の森ふれあいクリニック 百草 1042番地 22 042-599-7068
18 ○ ○ ○ 寺田医院 落川 2011-11 042-591-2852
19 ○ 柴山内科医院 南平 5-1-21 042-594-3688
20 ○ ○ ○ 中川クリニック 南平 7-18-11　第 2小林ビル 1階 042-594-0313
21 ○ ○ ○ 南平山の上クリニック 南平 8-4-26 ＊予約専用ダイヤル

042-506-7330
22 ○ ○ ○ 福岡医院 南平 8-10-27 042-591-3600
23 ○ ○ 京王平山クリニック 平山 2-37-8 042-592-5111
24 ○ ○ ○ 康明会病院 豊田 2-32-1 042-584-5251
25 ○ いしかわ内科医院 豊田 4-34-7　オーチャード 1階 042-589-2244
26 ○ ○ ○ 小林医院 豊田 4-34-4　1階 042-581-0433
27 ○ 日野みんなの診療所 東豊田 2-16-3 042-518-8063
28 ○ 街のクリニック日野・八王子 旭が丘 6-11-1　ドエル旭が丘 102 042-843-3837
29 ○ 松浦医院 大坂上 2-7-15 042-581-0463
30 ○ ○ ○ 日野駅前ファミリークリニック 大坂上 1丁目 32-11 伊藤ビル 1階 042-506-2885
31 ○ ○ ○ 日野台診療所 日野台 4-26-16 042-581-6175
32 ○ ○ ○ 原脳神経外科クリニック 多摩平 1-3-14　1階 042-514-8550
33 ○ 胃腸内科・下肢静脈瘤　　　

森末クリニック 多摩平 1-4-19-201 042-589-3030
34 ○ ○ ○ 佐々木クリニック多摩平 多摩平 1-8-10 042-585-2591
35 ○ 豊田駅前うだクリニック 多摩平 2-3-1 HOSPI TOWN 302 042-583-0415
36 ○ 石塚医院 多摩平 2-3-4

オリエント丹野マンション豊田 106号 042-584-4111
37 ○ ○ ○ 朝がおクリニック 多摩平 2-5-1-111 042-506-9304
38 ○ ふくろう内科クリニック 多摩平 3-1-1　1階 042-585-2960
39 ○ ○ ○ 多摩平の森の病院 多摩平 3-1-17 042-843-1777
40 ○ 関根クリニック 多摩平 3-12-3 042-843-2383
41 ○ ○ ○ 日野市立病院 多摩平 4-3-1 042-581-2677
42 ○ ○ ○ 小松医院 多摩平 4-9-1 042-581-0474
43 ○ ○ ○ 多摩平小児科 多摩平 7-6-3 042-584-6002
44 ○ ○ ○ 多摩平みついしクリニック 多摩平 7-23-5 042-843-2745
45 ○ ○ ○ 佐々木クリニック豊田 東平山 3-1-1 042-585-8063
46 ○ ○ ○ 桜医院 西平山 1-2-3A 042-514-8790
47 ○ ○ ○ 七生病院 西平山 1-24-1 042-584-0623



高齢者やその家族を支援するため、日野市が設置して
いる総合相談窓口です。お困りごとを気軽に相談でき
ます。
認知症に関する相談、医療機関の受診に関する相談、
介護サービスの紹介や手続きの支援、介護予防に関す
る支援、高齢者虐待に関する相談など専門職がさまざ
まな支援・相談対応を行います。また、関係機関や住民
と連携して、地域の見守り活動も推進しています。

❶日野市地域包括支援センター（２０ページ参照）
認知症について相談したい１

市役所の窓口や電話等で、日野市の高齢者施策についてご説明します。
❷日野市高齢福祉課在宅支援係 日野市神明１-１２-１

☎０４２-514-8496（直通）

成年後見制度は、自分ひとりでは契約や財産管理をすることが難しい方に対して、ご本人の意思
を最大限に活かしつつ権利と暮らしを守る制度です。

成年後見制度について知りたい7

❶権利擁護センター日野（社会福祉法人  日野市社会福祉協議会）
　 日野市高幡１０１１　日野市立福祉支援センター内

☎０４２－５９４－７６４６

❸日野市高齢福祉課在宅支援係
☎０４２-５１４-８４９６（直通）

日野市内の４つの生活圏域ごとに開催しています。日頃の悩みを話したり、介護者同士の情報
交換ができます。

❶認知症家族介護者交流会
認知症の方の介護をしている人と会って情報交換や介護の相談をしたい5

認知症の人やその家族、地域の人が気軽に交流できる場所です。医療や介護福祉の専門職に相談
したり、同じ介護者との相互交流を通して、介護負担の軽減や悩みの解消に役立てていただけます。

❷オレンジ広場（認知症カフェ）

もの忘れが気になり始めたら、まずは身近なかかりつけの医師に相談してみましょう。
必要に応じて専門医のいる病院を紹介してもらうことができます。

❶かかりつけ医
最近もの忘れが気になる、自分が認知症かどうか知りたい2

❷認知症の検査や治療ができる医療機関（11ページ参照）

❷地域包括支援センター（20ページ参照）
サービス内容や事業所名、場所から事業者を検索できるサイトです。
❸市内の介護事業者を検索できる便利なサイト

東京都が設置した若年性認知症専門の相談窓口です。専門の相談員が、ご本人やご家族、
関係機関（地域包括支援センター、区市町村、ケアマネジャー等）からの相談に対応します。

東京都多摩若年性認知症総合支援センター【運営委託法人】社会福祉法人 マザアス

日野市多摩平2-2-4 ニコール豊田ビル4階

若年性認知症について相談したい4

☎０４２-８４３-２１９８

日野市消費生活センター　
日野市日野本町１-６-２  生活・保健センター内4階

事業者との契約トラブル（悪質商法の被害含む）について相談したい6

☎０４２-５８１-３５５６（月～金曜日　９:３０～１２:００、１３:００～１６:００）

https://carepro-navi.jp/hino
日野市介護事業者情報検索システム

市役所の窓口や電話等で、介護保険制度についてご説明します。

❶日野市地域包括支援センター（20ページ参照）
介護保険サービスを利用したい3

❷日野市介護保険課介護保険係 日野市神明１-１２-１

☎０４２-５１４-８509（直通）

※開催日時・場所の詳細は地域包括支援センター（20ページ参照）にお問い合わせください。

4 こんなときはどこにこんなときはどこにこんなときはどこにこんなときはどこに
　相談したらいいの？　相談したらいいの？　相談したらいいの？　相談したらいいの？

12 13



認知症の段階

本人の様子

家族の心得・
対応のポイント

健康

自立

認知症のように生活に支障はないが、もの忘れ
が多くなる認知症の前段階。 誰かの見守りがあれば

日常生活は自立
日常生活を送るには
支援や介護が必要

常に専門医療や
介護が必要

MCI（軽度認知障害） 認知症（軽度） 認知症（中等度） 認知症（重度）

●

●

健康づくりや介護予防に取り組み
ましょう
地域とのつながり（社会参加）を
大事にしましょう

●

●

もの忘れが増えるが自覚もあり
ます（人からも言われはじめます）
日常生活は自立していますが、
計算間違いや漢字のミスなどが
増えます

●

●
●
●

同じことを何度も聞くようになり
ます
物や人の名前が出てこなくなります
置き忘れやしまい忘れが増えます
料理や買い物、金銭管理などが
難しくなってきます

「物を盗られた」などの発言をします
洋服の着替えがうまくできなくなります
家までの帰り道が分からなくなります
書字・読字が苦手になります
もの忘れの自覚がありません

●
●
●
●
●

●

●

さまざまな症状が現れてきて疲れ
る時期。人の助けを借りましょう
通所系サービスのみでは困難、
訪問系や泊まり系サービスなど
の検討をしましょう

●

●
●

食事、トイレ、お風呂、移動などの日
常生活に関することが、誰かの助け
がないと難しくなります
車いすやベッド上での生活が長くなります
言葉数は少なくなりますが、感覚（目・
耳・鼻などの機能）は残っています

●
●
●
●
●

　認知症は下表のように進行していきます。その段階ごとに、適切な支援や利用できるサービスがあり
ます。認知症ケアパスを見ると、認知症の進行に応じて「いつ」「どこで」「どのような医療や介護サービス」が
受けられるか、といったケアの流れが具体的によく分かります。

食事宅配サービス
認知症徘徊高齢者
SOSネットワーク
日野市行方不明者
情報メール
徘徊高齢者等
探索サービス

通所型サービス
(デイサービス・デイケア等)
訪問型サービス
(ヘルパー等)
宿泊型サービス
(ショートステイ等)
　　　　　　　　　 など

● 本人と一緒に認知症予防に関
する取り組みを実践しましょう

アタリ画像

◯◯先生のところで
相談してみようか？

お母さんが野
菜を切ってくれ
て助かるよ

極楽
だなぁ…

介護保険サービス
●
●

●

●

●

●

●

介護予防教室
ひの健幸貯筋体操
地域のサロン、
ふれあいサロン
老人クラブ
オレンジ広場
（認知症カフェ）
認知症家族介護者交流会
認知症サポーター養成講座

●
●
●

●
●

●
●

地域包括支援センター
かかりつけ医
認知症疾患医療センター
東京都多摩若年性認知症総合支援センター
消費生活相談

見守り・生活支援サービス

こんにちは

相談・医療介護予防・交流の場

●

●

●

本人が安心できる環境
づくりを心がけましょう
最期の迎え方につい
て家族間で話し合い
をしておきましょう
エンディングノートを活
用しましょう
お父さん、
先生が来ま
したよ

● 年齢のせいにせず、気になりはじ
めたら、早めにかかりつけ医や
各種窓口に相談しましょう

同じことを聞かれても、きちんと返答
しましょう
何でもかんでも取り上げず、本人がで
きないことだけをサポートしましょう
認知症についての勉強や介護保険
サービスの利用を開始しましょう

●

●

●

5 日野市の認知症ケアパス日野市の認知症ケアパス日野市の認知症ケアパス日野市の認知症ケアパス

14 15



足踏み体操で
足腰の筋力アップ
すり足改善

軽く汗をかく程度のウォーキングを日課に
プラス

よく体を動かす原則 2
認知症予防

かかとを軸にして爪
先を上げ下げする。

いつもより大股で

視線は前方に

腹筋は
締めておく

上半身を起こす

手はしっかり
後ろに振る

しっかり
蹴り出す

転倒予防に効果的！
筋力アップ体操

かかとから
足を下ろす

　すぐにできる有酸素運動の代表といえば
ウォーキング。歩幅を広げて姿勢よく歩くこと
を心がけます。併せて、筋肉を使うトレーニング
を習慣にすると転倒リスクも遠ざけられます。

ひの健幸貯
筋体操がお
すすめ！

1日10品目をバランスよく食べて脳を活発に

よく食べる原則 1
認知症予防

は特に大事な栄養素です

卵 肉類

大豆製品海藻類

魚介類 油脂類いも類 牛乳・乳製品

果物 緑黄色野菜

たんぱく質
（肉・魚・卵・大豆）

エネルギー
（炭水化物）

プラス

　認知症予防に特別な食事は必要ありません。
バランスよく、規則正しくが肝心です。年をとった
ら粗食が一番！と思っている人がいるかもしれません
が、大きな誤解。栄養状態の低下は老化のスピード
を加速させ、認知機能低下のリスクを高めます。

　外出が減ると、人との交流や
会話が少なくなり、気分的に落
ち込み、うつ傾向になる場合が
あります。また、社会とのかかわ
りが活発でないことが、認知症
の発症リスクを上げるともいわ
れています。

よく外に出る原則 3
認知症予防

社会に参加しよう!

地域のみなさんが、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族が困った時に手助けをして
くれると、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができます。

認知症の方が行方不明になった時には、速やかに広範囲で捜索することが早期発見・安全な保護につなが
ります。「日野市行方不明者情報メール」または「日野市LINE公式アカウント」の行方不明者情報を通して、
あらかじめ登録した携帯電話等に情報提供を行っております。可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や
家族を温かく見守る応援者のことです。

認知症サポーターになりましょう！

認知症サポーターとは？ 

●認知症サポーター養成講座を受講すれば、どなたでもなることができます。
●養成講座は、自治会や職場、学校、仲間同士など、各種の集まりの場で、みなさんの要望に合わせて
開催いたします。地域包括支援センター職員が講師として出前講座に伺います(無料)。詳細は、地域
包括支援センター（20ページ参照）にお問い合わせください。

認知症サポーターになるには？

日野市高齢者行方不明者
情報メール

日野市公式LINE

「日野市行方不明者情報メール」または「日野市LINE公式
アカウント」の行方不明者情報に登録して認知症の方を一緒
に見守りましょう！

日野市 LINE
公式アカウントで

友だち登録すると行方不明者
の情報が配信されます。

6 認知症を予防する認知症を予防する認知症を予防する
　認知症のリスクを高める習慣は「あまり食べない」「あまり体を動かさない」「あま
り外に出ない」などです。さあ、今日から、予防のための3原則を実践しましょう。
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受講者には、認知症サポー
ターカードが渡されます。

下記QRから登録できます。 配信の内容です。



本人の将来のために、がんばり過ぎない介護のために、
さまざまな支援の活用を
　認知症は適切なケアを長期的に行う必要があります。地域で安心して暮らすためのサービスを上手に
利用しましょう。詳細については、地域包括支援センターへお問い合わせください。

　日野市では、２０１４年より、９月２１日の「認知症の日」に合わせて、毎年９月を「認知症を知る月間」と位
置づけ、「認知症の理解促進と地域全体で本人及び家族介護者を支える体制の充実」を目的として、関係
機関や関係団体と協力のもと、様々なイベントを開催しています。

　施設への通い・宿泊、ホームヘル
パーや介護職員などの訪問によっ
て、食事や入浴といった日常生活
上の支援や機能訓練などが受けら
れます。受けられるサービスは、本
人に必要な介護の手間（要介護
度）に応じて、ケアマネジャーがケ
アプランを作成します。

介護保険サービス

家族のサポート

認知症による徘徊が心配

　家族の疲れを溜めないように、また家族が一人で抱え込まないように、日野市認知症家族介護者交流
会やオレンジ広場（認知症カフェ）があります。詳しくは地域包括支援センターへ（２０ページ参照）。

本人の状態に合わせ、通い・訪問・宿泊を組み合わせる

　認知症のために自宅に帰れなくなるおそれのある方に対し、事前に基本情報を登録して早期の捜
索に役立てます。徘徊が発生した時には、関係機関に協力を呼びかけたり、日野市行方不明者情報
メールや日野市LINE公式アカウントで友達登録している市民の方に情報をお知らせし、捜索に協力
していただきます。詳しくは地域包括支援センターへ（20ページ参照）。

❶日野市認知症徘徊高齢者SOSネットワーク

　徘徊のおそれのある方を自宅で介護している家族に、GPS移動端末機を貸与します（有料）。高齢
者本人に端末機を身につけてもらい、パソコンやスマートフォンなどで位置情報検索システムを利用
することで、居場所を検索することができます。また、「徘徊による事故とそれに伴う高額賠償」に備
えるために、日常生活賠償補償に加入できるサービスも付与されています。詳しくは地域包括支援セ
ンターへ（20ページ参照）。

❷日野市徘徊高齢者等探索サービス

～認知症の本人や家族に優しい地域を目指して～
9月は日野市認知症を知る月間です7 認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える

　認知症は誰でもなる可能性があり、家族だけでケアをするのが難しい病気。
これからは地域の人たちや公的支援などを通して地域全体で認知症の人や家族
を見守り、支える時代です。活用できる支援やサービスを知り、孤立したり、抱え込
んだりしないようにしてください。
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オレンジフェス 認知症に関する展示

2024年は若年性認知症当事者の丹野 智文さんを
モデルとした映画『オレンジ・ランプ』を上映

イオンモール多摩平の森店にて、
若年性認知症当事者で写真家の
下坂 厚さんによる展示を実施


