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※更に詳しく知りたい方は、お近くのおとしより相談センターにお尋ねください。
　�中央区では、この冊子の他にも認知症に関するパンフレットをおとしより相談センター等で�
配布しています。
　また、中央区役所のホームページにも認知症について掲載をしています。
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認知症は誰でもかかる
可能性のある身近な病気です１

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です（注1）。
都内では、認知症の人は41万人を超えており、2025年には約56万人に増加す
ると推計されています。

何らかの認知症の症状がある高齢者（注2）の将来推計

資料）東京都「平成28年度認知症高齢者数等の分布調査」（平成29年3月）
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65歳以上
人口の

13.8%
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約41万人

約56万人

（注1）�平成25年に公表された国の研究によると、65歳以上の高齢者の約15%が認知症だと推定
されています。

（注2）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

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。

認知症は、
とても身近な病気です。
認知症の人と家族が
安心して暮らせる
地域をつくることが大切です。
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認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です（注1）。
都内では、認知症の人は45万人を超えており、2025年には約55万人、2040
年には約58万人に増加すると推計されています
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資料）東京都「令和元年度認知症高齢者数等の分布調査」（令和2年3月）
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認知症とは？２
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなること
で、※認知機能が低下し、さまざまな生活のしづらさが現れる状態を指します。

認知症の状態

脳の病気脳の病気 認知機能の低下認知機能の低下 生活のしづらさ生活のしづらさ

行動・心理症状行動・心理症状
不安・うつ・怒りっぽさ・
幻覚・妄想・徘徊など
不安・うつ・怒りっぽさ・
幻覚・妄想・徘徊など

身体の状態・生活の環境など身体の状態・生活の環境など

アルツハイマー型
◆ 脳の神経細胞が減少したり、働きが衰えるといった変化を起こし、脳の萎縮が見られる。
◆ ゆっくりと進行していく。
◆ 〔症状〕少し前の出来事を忘れる、同じ事を何度も言う、帰り道が分からなくなるなど。

脳血管性
◆ �脳梗塞、脳出血などの脳血管障害により、脳細胞に十分な血液がいきわたらなくなり、脳細
胞が破壊されるために起こる。

◆ 突然に発症し段階的に症状が進行していく。
◆ 〔症状〕�意欲や自発性の低下、抑うつ気分、夜間せん妄、急に泣いたり怒ったりするなど。

レビー小体型
◆ �レビー小体と呼ばれる特殊な物質が脳内の神経細胞にたまり、正常な働きが失われてしまう
ことが原因で起こる。

◆ 〔症状〕パーキンソン症状や具体的で詳細な幻視、自律神経症状による転倒や失神など。

脳腫瘍、慢性硬膜下出血、正常圧水頭症、甲状腺疾患といった病気やビタミンB12の欠乏、薬の副作用によって
も認知症の症状を示すものがあります。認知症の症状があっても、原因によって治療が可能なものもあります。

【認知症の原因となる主な病気】

※認知機能とは
　物事を記憶する、言葉を使う、計算する、問題を解決するために深く考えるなどの頭の働きを指します。

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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認知症の予防につながる習慣３
生活習慣病（高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心臓病など）を予防することは、
認知症の予防にもつながります。

魚や野菜、果物をたくさん食べましょう。

地域の活動や区市町村が行ってい
る介護予防教室などに参加してみま
しょう。

本を読んだり趣味に取り組んだり、
さまざまな活動をとおして生活を楽
しみましょう。

ウォーキングや体操などの運動を
継続的に行いましょう。

塩分を控えめに、お酒はほどほどに、
バランスのよい食事を心がけましょう。

適度な運動をしましょう。

生活を楽しみましょう。 人と積極的に交流しましょう。

食生活に気をつけましょう。

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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認知症に早く気づくことが大事！４
認知症は治らないから、医療機関に行っても仕方がないと考えていませんか？
認知症も他の病気と同じように、早期診断と早期対応が非常に大切です。

【早く気づくことのメリット】

早期の診断を受け、症状が軽いうちに、ご本
人やご家族が認知症への理解を深め、病気と
向き合い話し合うことで、今後の生活の備え
をすることができます。介護保険サービスを利
用するなど生活環境を整えていけば、生活上
の支障を減らすことも可能になります。

今後の生活の準備をすることが
できます

認知症を引き起こす病気には、早めに治療す
れば改善が可能なものもあります（正常圧水
頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症な
ど）ので、早めに受診をして原因となっている
病気を突き止めることが大切です。

治る認知症や一時的な症状の
場合があります

アルツハイマー型認知症は早い段階からの服
薬等の治療や、本人の気持ちに配慮した適切
なケアにより、進行をゆるやかにすることが可
能といわれています。

進行を遅らせることが可能な
場合があります1

2

3

服薬による効果は個人差がありますが、以下の
グラフのような効果が得られる場合もあります。
【図】アルツハイマー型認知症の進行の例

薬を使用した場合

何も治療しない
場合

（注）服薬により吐き気や食欲不振などの副作用が生じる場合が
　　　あります。

軽
度

中
等
度

重
度

症
状
の
度
合
い

時間の流れ

【認知症と加齢による物忘れの違い】
記憶障害 実行機能障害 判断力 見当識障害

認
　知
　症

ご飯を食べたのに「ごは
んを食べてない」と言う

使い慣れた家電の操作
ができない

支払いの時に計算がで
きず、小銭があるのに
お札で支払いをする

日付や曜日、場所など
がわからなくなる

加
齢
の
物
忘
れ

何を食べたのかを忘れる 使い慣れた家電であれば、�
操作することができる

ゆっくりであれば小銭
でも支払いができる

日にちや曜日、場所など
を間違えることがある

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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認知症かな
？と思った
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刊行物登録番号29-103

平成30年3月発行

●中央区役所

●おとしより相談センター

●電話相談

地域連携型

東京都認知症疾患医療センター

地域拠点型

東京都認知症疾患医療センター

東京都若年性認知症総合支援センター

中央区明石町9－１ （聖路加国際病院）

文京区本郷３－１－３ （順天堂大学医学部附属順天堂医院）

目黒区碑文谷５－１２－１ ＴＳ碑文谷ビル1階・３階

（特定非営利活動法人 いきいき福祉ネットワークセンター）

名　称

住　所

電　話

●訪問看護ステーション

中央区医師会訪問看護ステーションあかし

医師会立中央区訪問看護ステーション

明石町1-6　リハポート明石等複合施設1階

日本橋小伝馬町5-1　十思スクエア1階名　称

住　所

電　話

認知症サポート電話（中央区 介護保険課内）

認知症電話相談（公益社団法人 認知症の人と家族の会）

認知症110番（公益財団法人 認知症予防財団）

若年性認知症コールセンター

（社会福祉法人 仁至会  認知症介護研究・研修大府センター）

3546-5286

0120-294-456

0120-654-874

0800-100-2707

名　称

電　話
時　間

京橋おとしより相談センター

日本橋おとしより相談センター

人形町おとしより相談センター

月島おとしより相談センター

勝どきおとしより相談センター

明石町１－６  リハポート明石等複合施設１階

日本橋小伝馬町５－１  十思スクエア１階

日本橋人形町2－32－4  日本橋医師会人形町ビル１階

月島４－１－１  月島区民センター１階

勝どき5－１－１7  勝どき ザ・リバーフロント１階

3545-1107

3665-3547

5847-5580

3531-1005

6228-2205

名　称

住　所

電　話
介護保険課地域支援係

築地1-1-1（4階）
名　称

住　所

電　話※土・日・祝日・年末年始を除く8時30分～17時

※日・祝日・年末年始を除く9～18時

※いずれも祝日・年末年始を除く

※いずれも祝日・年末年始を除く

※いずれも祝日・年末年始を除く

月～金9～17時

月～金10～15時

月・木10～15時

月～土10～15時

3546-5379

認知症とは
…

認知症とは
…

様々な原因で脳の細胞が損傷を受け、

働きが悪くなったために障害が起こり、

生活する上で支障が出ている状態を指します。

高齢になるにつれ、認知症でなくても物忘れが起こります。

認知症と加齢による物忘れの違いを知ることが大切です。

◎「加齢に
よるもの忘

れ」と「認
知症の記

憶障害」は
違います

認
知
症

加
齢
の
物
忘
れ

記憶障害
実行機能

障害
判断力

見当識障
害

5684-8577
（月～金　9～16時）

5962-7227
（月～金　9～16時）

3713-8205
（月～金　9～17時）

5565-7281
（月～金　9時15分～17時15分）

3666-2992
（月～金　9～17時）

☆この医療
機関名簿

は認知症に
関する研修

を修了した
医師を掲載

しておりま
す。

名簿に掲
載のない

医療機関
でも認知

症の相談
・往診・

主治医意
見書等に

応じる医療
機関がござ

います。

詳しくは医
師会事務

局までお問
い合わせく

ださい。

☆｢認知症
相談医｣と

は、認知
症の早期

発見・早
期治療の

ため、患
者さんやご

家族の相
談に応じて

いただ

ける医療機
関です。

必要に応じ
て専門医

をご紹介い
たします。

ご飯を食
べたのに

「ごはんを

食べてな
い」

と言う

使い慣れ
た

家電の操
作が

できない

支払いの
時に

計算がで
きず、

小銭があ
るのに

お札で支
払い

をする

日付や曜
日、

場所など
が

わからなく
なる

何を食べ
たのか

を忘れる

使い慣れ
た

家電であ
れば、

操作をす
ること

ができる

ゆっくりで
あれば

小銭でも
支払い

ができる

日付や曜
日、

場所など
を

間違えるこ
と

がある

（中央区医
師会・日本

橋医師会
認知症相

談医　医療
機関名簿

掲載）

5

「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！５
チェック項目 まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

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
5分前に聞いた話を
思い出せないことがありますか
周りの人から「いつも同じ事を聞く」
など、もの忘れがあると言われますか
今日が何月何日かわからないときが
ありますか
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

チェック項目 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
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

一人で買い物に行けますか

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
自分で掃除機やほうきを使って
掃除ができますか
電話番号を調べて、電話をかけることが
できますか

1 1点 2点 3点 4点

2 1点 2点 3点 4点

3 1点 2点 3点 4点

4 1点 2点 3点 4点

5 1点 2点 3点 4点

6 1点 2点 3点 4点

7 1点 2点 3点 4点

8 1点 2点 3点 4点

9 1点 2点 3点 4点

10 1点 2点 3点 4点

チェックしたら、 1 から 10の合計を計算 合計点 　　　点
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。
おとしより相談センターやお近くの医療機関に相談してみましょう。
※�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。

区では認知症を理解してもらうための
普及啓発に取り組んでいます

認知症対策として、区ではパンフレット「知って安心　認知症」、「備え
て安心！�認知症」及び「認知症かな？ と思ったら…」を発行し、区役
所４階介護保険課窓口や各おとしより相談センター、いきいき館、各出
張所等で配布しています。認知症の理解のため、ぜひ手にとってご覧く
ださい。

※�年度により表紙
　が異なる場合が
　あります

区内の認知症相談医
医療機関が

掲載されています。
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４階介護保険課窓口や各おとしより相談センター、いきいき館、各出
張所等で配布しています。認知症の理解のため、ぜひ手にとってご覧
ください。
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　が異なる場合が
　あります

区内の認知症相談医
医療機関が

掲載されています。

最もあてはまるところに、○をつけてください。
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認知症になると
どのように感じるの？６

自分がこれまでとは違う
ことに、最初に気づくのは
本人です。もの忘れによる
失敗が増えることなどに
より、「なんだかおかしい。」
と感じることがあります。

「自分は今どこにいるん
だろう。」とか、「この先自
分はどうなっていくんだ
ろう。」、「自分は家族に迷
惑をかけているのではな
いか。」というような不安
を感じるようになります。

不安を感じることがあります

うつ状態になると意欲が
低下するので、それまで
やっていた趣味活動をや
めてしまったり、人とのコ
ミュニケーションも少なく
なってしまい、不活発な生
活になってしまいます。

時には声をあげてしまっ
たり、つい手を出してし
まうことがあります。

気分が沈んでうつ状態になることがあります

何か失敗をした時に、ど		
うしていいかわからずに
混乱し、いらいらしやすく
なったり、不機嫌になっ
たりすることがあります。

怒りっぽくなることがあります

もの忘れや失敗が増え
て、自分がそれまででき
たことができなくなって
しまうので、気分が沈ん
でうつ状態になることが
あります。

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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認知症の人への
対応ガイドライン７

❶ 驚かせない　　❷ 急がせない　　❸ 自尊心を傷つけない
認知症の人への対応の心得“３つの「ない」”

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。

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。

相手に目線を合わせて
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。

　具体的対応の７つのポイント　

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。

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。

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。

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。
相手の反応を伺いながら会話をしましょ
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。

出典：全国キャラバン・メイト連絡協議会『認知症を学び地域で支えよう』

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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認知症の人を支えるために�
よい例か、悪い例か考えてみましょう　８

case
1

大事なものを失くす
大切な物をしまって忘れる
のは認知症の人にはよくみ
られます。様々な場所にし
まいこみ「なくなった」と
訴えます。
大切な物を失くしてはいけ
ないという思いにより生じ
ることもあります。

×

○
否定をすると・・・
本人の自尊心を傷つけ
てしまい、感情をたかぶ
らせてしまう原因にな
ります。

反論せず、「そうですか、
困りましたね」など訴え
を聞きましょう。一緒に
探し、本人に見つけさせ
るように誘導しましょう。
また、物が見つかった時
には「よかったですね。」
と一緒に喜びを共有し
ましょう。

case
2

家から�
出て行こうとする
自分の居る場所や周囲で起
こっていることが分からな
くなります。
本人は目的があって外出し
ようとしていることもあれ
ば、安心できる場所を探し
ていることもあります。

×

○

無くなったのですか？
無くなったのなら、
一緒に探しましょう。

ここが
自分の家でしょ？

また　　
無くしたの？

なんでいつも
　無くすの？

怒ってしまうと・・・
自宅が怒られた嫌な場
所と思う原因となりま
す。

まずは気持ちを受けと
めましょう。「今日はも
う遅いから泊まってい
ってください」と誘うこ
とも１つの方法です。
また、ゆっくりと話しを
聞き、安心できる場所で
あると認識してもらい
ましょう。

今日は
遅いから

泊まっていって
ください。

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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ることもあります。

×

○
否定をすると・・・
本人の自尊心を傷つけ
てしまい、感情をたかぶ
らせてしまう原因にな
ります。

反論せず、「そうですか、
困りましたね」など訴え
を聞きましょう。一緒に
探し、本人に見つけさせ
るように誘導しましょう。
また、物が見つかった時
には「よかったですね。」
と一緒に喜びを共有し
ましょう。

case
2

家から�
出て行こうとする
自分の居る場所や周囲で起
こっていることが分からな
くなります。
本人は目的があって外出し
ようとしていることもあれ
ば、安心できる場所を探し
ていることもあります。

×

○

無くなったのですか？
無くなったのなら、
一緒に探しましょう。

ここが
自分の家でしょ？

また　　
無くしたの？

なんでいつも
　無くすの？

怒ってしまうと・・・
自宅が怒られた嫌な場
所と思う原因となりま
す。

まずは気持ちを受けと
めましょう。「今日はも
う遅いから泊まってい
ってください」と誘うこ
とも１つの方法です。
また、ゆっくりと話しを
聞き、安心できる場所で
あると認識してもらい
ましょう。

今日は
遅いから

泊まっていって
ください。
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case
3

同じことを何度も聞く
脳が新しいことを記録でき
ずに、今自分が行ったこと
や相手から聞いたことを短
時間のうちに忘れてしまい
ます。
繰り返し発言する内容は、
本人が気になっていること
の可能性もあります。

×

○

case
4

お風呂に�
入りたがらない
清潔か不潔かの区別が分か
らなくなります。また服の脱
ぎ方や身体の洗い方が分か
らない可能性があります。
恥ずかしくて見られたくな
い、清潔行為がおっくうだと
感じる人も多いようです。

×

○

間違いを訂正すると・・・
コミュニケーションが
とりにくくなり、本人の
混乱を招く原因となり
ます。

さっき
言った
でしょう

何度も
同じ事を
聞くなよ！

本人の気持ちを受け止め
ながら穏やかに答えまし
ょう。それでも繰り返す
場合は、目に付く場所にメ
モを貼るなどの工夫をし
てみましょう。
「ご飯はまだ？」と言うと
きは、少量の食べ物を渡
して「これを食べて待って
いてください」と言うなど
の工夫をしてみましょう。

病院に行くのは
明日の10時です。
ここにメモを

貼っておきますね。

無理にお風呂に入って
もらおうとすると・・・
お風呂が嫌な場所、怖い
場所となり、余計に入り
たがらなくなる原因に
なります。
また、信頼関係が崩れる
可能性もあります。

汚いから、
お風呂に
入って！

温かいタオルで顔を拭いた
り、足湯をすることから始
めてみましょう。
身体を清潔にすることが気
持ち良いことと感じてもら
う工夫をしてみましょう。
介護者も一緒に入浴するこ
とで、本人の不安や恐怖心
が薄れることもあります。

温かいタオル、
気持ちが良いですよ。

顔を拭いて
みませんか。

病院に
行くのは
いつだっけ？

○月
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家族への支援９
認知症の人を介護する家族　
身近な人が「認知症」と診断されたら、誰でも現実を受け止め
られず、この先を考えて不安になります。今まで通りの生活を
維持することが難しくなり、介護に時間がとられるようになる
と、家族はさらに疲弊していきます。また、周囲の人に相談で
きず、サービスも利用しないまま孤立してしまうと、介護に行
き詰ってしまうことも考えられます。

気持ちの変化
「認知症」と診断されると、家族の気持ちは下記4つのステップで変化すると言われてい
ます。ただし、全ての人がこの通りに進むわけではなく、ステップを進んだり戻ったり
することもあります。

第一ステップ

とまどい・否定
・�不可解な振る舞いや
言動にとまどい、否定
する
・�周囲の人に打ち明け
られずに悩む

第四ステップ

受容
・�認知症に対する理解
が深まる
・�認知症の家族のことを
あるがままを受け入
れられるようになる

第二ステップ

混乱・怒り・拒絶
・�認知症の理解不足か
ら、対応方法が分から
ない
・�心身共に疲れ、拒絶感
や絶望感に陥りやす
く、最も辛い時期

第三ステップ

割り切り
・�怒ったり、イライラし
たりすることにメリ
ットはないと思い始
める
・�割り切るようになる

家族を支援していくために
認知症の人を介護している家族の気持ちを想像し、どんな応援をすれば良いのかを考え
ることは、家族支援の第一歩です。介護の理想を押し付けず、まずは共感者の姿勢で対
応していく必要があります。

介護者の気持ちを
理解する

相談窓口につなぐ
　　　➡Ｐ12～13参照

見守る

声をかけてみる

介護が大変で、
困っているかも
しれない

相談できる
ところがあり
ますよ

困っている
様子はないかな

何か私でお手伝
いできることは
ありませんか？

参考：全国キャラバン・メイト連絡協議会『認知症を学び地域で支えよう』

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症



平成31年２月発行　中央区 知って安心認知症10

家族への支援９
認知症の人を介護する家族　
身近な人が「認知症」と診断されたら、誰でも現実を受け止め
られず、この先を考えて不安になります。今まで通りの生活を
維持することが難しくなり、介護に時間がとられるようになる
と、家族はさらに疲弊していきます。また、周囲の人に相談で
きず、サービスも利用しないまま孤立してしまうと、介護に行
き詰ってしまうことも考えられます。

気持ちの変化
「認知症」と診断されると、家族の気持ちは下記4つのステップで変化すると言われてい
ます。ただし、全ての人がこの通りに進むわけではなく、ステップを進んだり戻ったり
することもあります。

第一ステップ

とまどい・否定
・�不可解な振る舞いや
言動にとまどい、否定
する

・�周囲の人に打ち明け
られずに悩む

第四ステップ

受容
・�認知症に対する理解
が深まる
・�認知症の家族のことを
あるがままを受け入
れられるようになる

第二ステップ

混乱・怒り・拒絶
・�認知症の理解不足か
ら、対応方法が分から
ない
・�心身共に疲れ、拒絶感
や絶望感に陥りやす
く、最も辛い時期

第三ステップ

割り切り
・�怒ったり、イライラし
たりすることにメリ
ットはないと思い始
める
・�割り切るようになる

家族を支援していくために
認知症の人を介護している家族の気持ちを想像し、どんな応援をすれば良いのかを考え
ることは、家族支援の第一歩です。介護の理想を押し付けず、まずは共感者の姿勢で対
応していく必要があります。

介護者の気持ちを
理解する

相談窓口につなぐ
　　　➡Ｐ12～13参照

見守る

声をかけてみる

介護が大変で、
困っているかも
しれない

相談できる
ところがあり
ますよ

困っている
様子はないかな

何か私でお手伝
いできることは
ありませんか？

参考：全国キャラバン・メイト連絡協議会『認知症を学び地域で支えよう』

平成31年２月発行　中央区 知って安心認知症

お問い合わせ・ご相談は
お近くのおとしより相談センター（地域包括支援センター）、または下記へ
中央区社会福祉協議会　成年後見支援センター「すてっぷ中央」
住　　所：中央区八丁堀４－１－５　
電　　話：０３－３２０６ー０５６７
受付時間：月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時 (土日祝日・年末年始を除く )

11

成年後見制度10
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十
分となった方の権利と財産を守る制度です。預貯金や不
動産などの財産管理や契約、遺産分割などを成年後見人
が行い、悪質商法などの被害も防げます。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります

●法定後見制度
　�現在、すでに判断力が低下し、自分で法律行為を行うことがむずかしい人にかわっ
て、財産管理や遺産分割など法律行為をおこなう人を家庭裁判所が定めます。次の３
つの種類があります。

後　見
自分の財産の管理・処分や
契約等ができない場合

保　佐
財産の管理・処分や契約に�
ついて、つねに援助が必要な
場合

補　助
財産の管理・処分や契約に
ついて、ときに援助が必要
な場合

※上記の３種類の類型によって、成年後見人等に与えられる権限が異なります。

●任意後見制度
　�いまは大丈夫だけれど、将来、判断能力が衰えてきたときに備えて、財産管理や遺産
分割などの法律行為を任せる人を選んで契約しておく制度です。契約は公証役場にお
いて行いますが、任意後見人が活動できるようになるためには、本人の判断能力が低
下後、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

●�日常的な金銭管理について不安のある方については、権利擁護支援事業による支援も
あります。

契約内容を説明され
てもよく分からない
ことが増えてきた

通帳や権利証など
大事なものを
失くしそうだ
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相談してみましょう１1
①地域包括支援センター
高齢者やその家族を支援するため、区が設置している総合相談窓口です。何か困ったことがあれば気
軽に相談できます。
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の支援、介護予防に関する支援、介護者家
族のサロンなど専門職が様々な支援・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。� ※いずれも日・祝日・年末年始を除く�9～18時

名　称 住　所 電　話
京橋おとしより相談センター 明石町1－6�リハポート明石等複合施設１階 3545－1107
日本橋おとしより相談センター 日本橋小伝馬町5－1�十思スクエア１階 3665－3547
人形町おとしより相談センター 日本橋人形町2－32－4�日本橋医師会人形町ビル１階 5847－5580
月島おとしより相談センター 月島4－1－1�月島区民センター１階 3531－1005
勝どきおとしより相談センター 勝どき5－1－17�勝どき�ザ・リバーフロント１階 6228－2205

②中央区の相談窓口� ※土・日・祝日・年末年始を除く
名　称 住　所 電　話

介護保険課地域支援係 築地1－1－1（４階） 3546－5379

認知症のご本人や、認知症の方を介護しているご家族の様々な悩みについての相談をお受けするための専用電話です。

名　称 時　間 電　話
認知症サポート電話
（中央区�介護保険課内） 土・日・祝日・年末年始を除く9～17時 3546－5286

� ※匿名でも相談できます。

①かかりつけ医
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。

名　称 住　所 電　話

公益社団法人�中央区医師会 勝どき1－6－7 3531－1048
（月～金��９時半～17時半）

公益社団法人�日本橋医師会 日本橋久松町1－2 3666－0682
（月～金　9～17時）

※�かかりつけ医をお探しの方・往診をしている医師をお探しの方、また主治医意見書を必要としている方は、医師
会事務局までご連絡ください。

②認知症専門医療機関
認知症専門医がいる医療機関です。もの忘れ外来やメモリークリニック、精神科、神経内科、脳神経
外科、老年科などの診療科で、認知症の診断や治療を行っています。

1 認知症について相談したい、介護保険サービスを利用したい

２ 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

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症
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※祝日・休日・年末年始を除く

土・日・祝日・休日・年末年始を除く 8時半〜 17時
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③認知症疾患医療センター
認知症の専門医療相談、診断、身体合併症と行動・心理症状への対応、地域連携の推進、人材育成等
を実施している医療機関です。
各センターには、医療相談室が設置され、認知症に関する専門知識を有する精神保健福祉士等が配置
されています。本人、家族、関係機関からの認知症に関する医療相談に対応するとともに、状況に応
じて適切な医療機関等の紹介を行います。

名　称 住　所 電　話
地域連携型認知症疾患
医療センター 聖路加国際病院 中央区明石町９－１

03－5962－7227（直通）
※月～金　９：00～16：00
（年末年始を除く）　　　

地域拠点型認知症疾患
医療センター

順天堂大学医学部
附属順天堂医院 文京区本郷３－１－３

03－5684－8577（直通）
※月～金　９：00～16：00
（年末年始を除く）　　　

� ※いずれも祝日・年末年始を除く
名　称 時　間 電　話

認知症電話相談（公益社団法人�認知症の人と家族の会） 月～金　10～15時 0120－294－456
認知症110番（公益財団法人認知症予防財団） 月・木　10～15時 0120－654－874

� ※いずれも祝日・年末年始を除く
名　称 時　間 電　話

東京都若年性認知症総合支援センター
（特定非営利活動法人いきいき福祉ネットワークセンター） 月～金　９～17時 3713－8205

若年性認知症コールセンター
（社会福祉法人�仁至会�認知症介護研究・研修大府センター） 月～土　10～15時 0800－100－2707

� ※祝日・年末年始を除く
名　称 時　間 電　話

中央区消費生活センター（中央区役所内） 月～金　９～16時 3543－0084

ご本人からの相談はこちらへ

高齢者のための消費生活相談専用電話「高齢者被害110番」
（東京都消費生活総合センター）

☎03－3235－3366
（月～土９～17時　ただし祝日・年末年始を除く）

ご家族・介護事業者・民生委員など高齢者の身近にいる方からの通報・問い合わせはこちらへ
高齢消費者見守りホットライン（東京都消費生活総合センター） ☎03－3235－1334

（月～土９～17時　ただし祝日・年末年始を除く）

３ 認知症の人の介護をしている仲間と会って情報交換や介護の相談をしたい

４ 若年性認知症について相談したい

５ 悪質商法の被害にあってしまったので相談したい

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症

 03−5684−8577（直通）
※月〜金  ９〜12時、13〜16時

月・木　10 〜 15 時
（月曜が休日の場合は原則翌火曜）

※祝日・休日・年末年始を除く

※祝日・休日・年末年始を除く

※祝日・休日・年末年始を除く

※祝日・休日・年末年始を除く

 03−5962−7227（直通）
※月〜金　9〜16時



認知症サポーターキャラバン

認知症を地域で支える取り組み

「認知症サポーターキャラバン」とは認知症サポーターを養成し、日本全国で「認知症にな
っても安心して暮らせるまち」を住民の手によりつくる事を目指す事業名（厚生労働省の
キャンペーンの一環）です。

認知症の人やその家族にやさしい地域づくりを進めるため、様々な取り組みを行なっています。

「認知症サポーター」とは
　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る
「応援者」です。認知症サポーター養成講座を受講された方には、「認知症の人を応援します」と
いう意思を示す「目印」としてブレスレット（オレンジリング）をお渡ししています。
　認知症サポーターとしての活動は特別なことばかりではなく、友人や家族に学んだ知識を伝え
たり、日常生活やお仕事の中で、認知症になった人や家族の気持ちの理解に努めたり、出来る範
囲で手助けを実施することも立派な活動のひとつです。
　誰もが安心して生活できるまちづくりのため、是非受講をしてみませんか？

認知症カフェ
　認知症カフェは、認知症の方やご家族、関心のあ
る地域の方が、認知症の有無に関わらず、気軽に集
い、楽しい時間を過ごしながら仲間づくりや情報交
換、専門スタッフに相談ができる場です。

刊行物登録番号30-092
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発　行　　中央区役所福祉保健部介護保険課地域支援係
　　　　　東京都中央区築地1-1-1　☎03-3546-5379
監　修　　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
　　　　　東京都健康長寿医療センター研究所　自立促進と精神保健研究チーム
　　　　　板橋区栄町35－2　☎03-3964-3241
出　典　　�東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課認知症支援担当『知って安心�認知症

（平成30年12月発行）』

悩みや不安がある方、
何から始めたらいいのか
わからない方等、
ぜひ認知症カフェに
遊びに来ませんか？

認知症サポーターの目印
「オレンジリング」

認知症サポーターキャラバンマスコット
「ロバ隊長」

ロバ隊長は、認知症キャラバンの隊長とし
て、「認知症になっても安心して暮らせるま
ちづくり」へ向け先頭を歩いています。
キャラバンもロバのように急がず、しかし
一歩一歩確実に進んでいきます。

※�詳細な開催場所や時間等は、お住まい地域の
　�おとしより相談センターへお問い合わせいただく
か、区のホームページをご覧ください。
ホームページ
トップページ→健康・医療・福祉→認知症→
→認知症カフェに遊びに来ませんか？

平成31年２月発行　中央区 知って安心認知症

～ボランティアスタッフ募集中～

令和３年３月発行　中央区 知って安心認知症

中央区福祉保健部介護保険課地域支援係

　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の人や
その家族を温かく見守る「応援者」です。認知症サポーター養成講座を
受講された方には、「認知症の人を応援します」という意思を示す「証」
として「中央区認知症サポーターカード」をお渡ししています。
　認知症サポーターとしての活動は特別なことばかりではなく、友人や
家族に学んだ知識を伝えたり、日常生活やお仕事の中で、認知症になっ
た人や家族の気持ちの理解に努めたり、出来る範囲で手助けを実施する
ことも立派な活動のひとつです。
　誰もが安心して生活できるまちづくりのため、是非受講をしてみませんか？

　トップページ → 健康・医療・福祉→認知症 →
　認知症カフェに遊びに来ませんか

認知症サポーターの証
「中央区認知症サポーターカード」

認知症サポーターキャラバンマスコット
「ロバ隊長」

ロバ隊長は、認知症キャラバンの隊長とし
て、「認知症になっても安心して暮らせる
まちづくり」へ向け先頭を歩いています。
キャラバンもロバのように急がず、しかし
一歩一歩確実に進んでいきます。
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