
Ⅳ．認知症の医療システム
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三重県内の認知症診療体制について
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認知症専門医数認知症サポート医の受講者数
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◆三重県内の認知症専門医数
認知症サポート医の受講者数

（人）



北勢 78

中勢伊賀 49

南勢志摩 56

東紀州 14

県外 1
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認知症サポート医数の推移
（人）

39%

25%

28%

7%

1%
地域別受講者数（平成30年度）

北勢

中勢伊賀

南勢志摩

東紀州

県外

北勢 78人

中勢伊賀 49人

南勢志摩 56人

東紀州 14人

県外 1人

合計 198人

◆三重県内の認知症サポート医の数（人）
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北勢

中勢伊賀

南勢志摩

東紀州

・【地域型】東員病院
・【連携型】三原クリニック
・【連携型】ますずがわ神経内科クリニック

・【基幹型】三重大学医学部附属病院
・【地域型】三重県立こころの医療センター
・【連携型】上野病院

・【地域型】松阪厚生病院
・【連携型】いせ山川クリニック

・【地域型】熊野病院

三重県内の認知症疾患医療センター
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認知症診療に関する現状把握調査結果
（サポート医が所属する医療機関）
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■調査目的
三重県では平成28年10月に「認知症サミットin Mie」が開催され、サミット開催後の三重
県の認知症をとりまく状況について、認知症サポート医所属の医療機関を対象に、認知症
診療に関する現状把握を行うことを目的とします。

■調査方法および期間
方法：調査票を郵送配布、郵送にて返信
期間：2019年7月15日～8月15日

■調査対象者
三重県内の認知症サポート医が所属する医療機関

■アンケート結果
アンケート配布数：８３
アンケート返信数：６０
回収率：７２．３％
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1%

88%

7%

2% 2%

もの忘れ外来ある

通常診療で行っている

もの忘れ外来+通常診療

その他

無回答

◆認知症の診療体制
（サポート医が所属する医療機関）

（N＝60)

8



2016年以前 2016年 2017年 2018年 2019年

系列1 2 2 3 3 3

0

1
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3

4

◆もの忘れ外来設置数推移
（サポート医が所属する医療機関）（ヵ所）
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◆もの忘れ外来の医師の内訳（診療科）
（N=5)

脳神経外科

40%

脳神経内科

40%

内科

20%
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30%

67%

3%

あり

なし

無回答

◆開業医からサポート医への
認知症診療相談の有無

（N=60)
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鑑別診断

治療方針

や投薬調

整

ＢＰＳＤ

成年後見

の診断

書・鑑別

書の作成

運転免許

更新の診

断書作成

その他

系列1 10 12 7 2 3 1

0
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8
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12

14

◆開業医からサポート医への
認知症診療相談の内容

◎記述内容

・言葉が悪いですが、丸投げ的にそ
の後の全ての加療
（介護ｅｔｃへの説明含め）

・環境整備の相違

・認知症サポート医は必ずしも認知
症専門医ではありません

（件）
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認知症診療および認知症患者の
入退院支援に関する現状把握調査結果
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■調査目的
認知症患者の退院支援の現状把握や、認知症／せん妄対策チーム（DDST）の設置状況・
活動状況の把握を行い、入院施設をもつ医療機関の認知症支援の状況を把握することを目
的とします。

■調査方法および期間
方法：調査票を郵送配布、郵送にて返信
期間：2019年7月15日～8月15日

■調査対象者
一般社団法人三重県病院協会に所属する医療機関

■アンケート結果
アンケート配布数：８１
アンケート返信数：４３
回収率：５３．１％
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25%

49%

21%

5%

もの忘れ外来

通常診療

もの忘れ外来+通常診療

無回答

N=43

◆認知症診療体制（病院協会登録医療機関）
（N=43)
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2016年以前 2016年 2017年 2018年 2019年

系列1 12 15 16 17 18
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◆もの忘れ外来設置推移（病院協会登録医療機関）
（ヵ所）
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48%

28%

4%

20%
認知症専門医

認知症サポート医

かかりつけ医認知症対応力向上研修受講医師

上記以外医師

◆もの忘れ外来を担当する医師
（病院協会登録医療機関）

（N=25)
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脳神経内科

42%

精神科

8%

無回答

50%

認知症専門医 N=12

脳神経内科

57%精神科

15%

家庭医

14%

無回答

14%

認知症サポート医 N=7

脳神経内科

100%

かかりつけ医認知症対応力向上研修受講医師

N=1

脳神経内科

40%

精神科

60%

認知症関係の講習未受講の医師 N=5

◆もの忘れ外来の医師の内訳
（病院協会登録医療機関）
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◆認知症入院患者への平均退院支援回数

H28年度 H29年度 H30年度

平均 2374 2630 2600
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入院患者支援で認知症患者の占める割合
11.6％ → 14.2％ → 15.1％

（回）
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◆平均退院支援回数
※退院先の多い順に上位3つの集計（複数回答）

25%

57%

15%

3%

◆認知症合併患者の退院先 N=102

自宅退院

施設入所

医療機関（転院）

その他

32%

45%

19%

4%

◆入院患者退院先 N＝115
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独居であり、介護者

となる家族がいない

認知機能やＡＤＬの

低下により、在宅で

の介護を家族が困難

と判断

身体疾患と認知症の

両方に対応できる退

院先がない

退院後の在宅サービ

スの調整に手間取る
その他

系列1 40 41 24 14 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

◆認知症合併患者の退院を困難にしている原因
※複数回答あり

（件）
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・看護師や医療ソーシャルワーカーが入院時から早期介入をする

・入院前面談を行っている

・認知症・せん妄サポートチームの介入

・退院前の家庭訪問を行っている

・担当ケアマネジャーと入院時から連携をとる

◆認知症合併患者の退院支援をスムーズに
行うための入退院支援の工夫
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30%

63%

7%

設置している

設置していない

無回答

◆認知症/せん妄対策サポートチーム（DDST)の設置状況
（N=43)
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◆認知症/せん妄対策サポートチーム（DDST)設置数推移
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◆認知症/せん妄対策サポートチーム（DDST)構成スタッフ数

認知症専門医
認知症

サポート医

認知症看護
認定看護師

看護師
（認定以外）

医療ソーシャ

ルワーカー
薬剤師 リハビリ職員 その他

系列1 3 10 13 40 12 11 11 8
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77%

0% 7%

8%

8%

DDSTカンファレンス回数

週1回

週2回

週3回

週4回

月1回 61%
8%

23%

0%
8%

DDST病棟巡回回数

週1回

週2回

週3回

週4回

週5回

◆認知症/せん妄対策サポートチーム（DDST)活動状況
（N=13)
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◆認知症/せん妄対策サポートチーム（DDST)相談内容
※複数回答

0

2

4

6

8

10

12

14

（件）
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38%

31%

15%

8%

8%

◆DDSTが企画した研修会回数（N=13)

年1回

年2回

年3回

年4回以上

無回答

◆認知症ケアマニュアル作成の有無
マニュアル作成は13カ所すべてにおいて、作成されていた。
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◆認知症ケア加算を算定している医療機関数

H28年度 H29年度 H30年度

認知症ケア加算１ 3 4 9

認知症ケア加算２ 6 11 10

合計 9 15 19
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（ヵ所）
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◆認知症ケア加算 算定件数

H28年度 H29年度 H30年度

算定あり 3 4 9
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認知症ケア加算１算定状況

H28年度 H29年度 H30年度

算定あり 4 6 5

0
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認知症ケア加算２算定状況
（ヵ所）（ヵ所）
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◆ DDST設置前後で院内の認知症看護・ケアで変化したこと

・認知症患者の対応のアドバイスがもらえる。

・入院患者が穏やかに過ごせる

・研修会などの開催で、スタッフのスキルアップにつながる

◆ DDSTとして今後取組みたい活動

・認知症カフェの開催

・院内デイケア
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認知症疾患医療センター実績報告
（平成28年度～平成30年度）
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◆相談件数

※H29.10.1～連携型が増設されました
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75%

23%

2% 0%

H28年度

電話 面接 訪問 その他

79%

19%

2%
0%

H29年度

電話 面接 訪問 その他

80%

19%

1% 0%

H30年度

電話 面接 訪問 その他

“その他”の項目の内容は、
メール、FAX、ホームページからの
相談であった。

◆相談方法

電話 面接 訪問 その他 合計

平成28年度 2092 642 69 1 2804

平成29年度 3997 945 79 21 5042

平成30年度 6470 1548 80 16 8114 34
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◆鑑別診断数(実数)
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3%

9%

48%
7%

6%

3%

24%

平成28年度

１．正常または健常

２．軽度認知障害（MCI）

３．アルツハイマー型認知症

４．血管性認知症

５．レビー小体型認知症

６．前頭側頭型認知症

その他

3%
11%

46%

3%

10%

3%

24%

平成29年度

１．正常または健常

２．軽度認知障害（MCI）

３．アルツハイマー型認知症

４．血管性認知症

５．レビー小体型認知症

６．前頭側頭型認知症

その他

4%

12%

49%3%

8%

3%

21%

平成30年度

１．正常または健常

２．軽度認知障害（MCI）

３．アルツハイマー型認知症

４．血管性認知症

５．レビー小体型認知症

６．前頭側頭型認知症

その他

◆鑑別診断結果（年度別）
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*平成28年度は調査未実施のため0人

◆65歳未満(若年性認知症）の鑑別診断数（実数）
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559

973

1138

224

655
719
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（件）

紹介 逆紹介

◆紹介・逆紹介数

紹介 逆紹介 逆紹介率（％）

平成28年度 559 224 40.1 

平成29年度 973 655 67.3 

平成30年度 1138 719 63.2 
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連携会議
医療従事者対
象研修会

かかりつけ医
対象研修会

地域包括支援
センター職員
等対象研修会

家族・地域住
民等対象研修
会

他の主体の実
施する研修会
への協力・講
師派遣

平成28年度 12 23 16 21 25
―

(未調査）

平成29年度 13 32 22 34 38 99

平成30年度 14 31 19 36 45 334

◆会議・研修会開催数

39



（認知症疾患医療センター 9ヵ所）

◆初期集中支援チームへの関与

0%

56%

44%

平成29年度

センター内にチームを設置（受託）

チーム員として参加

後方支援

0%

60%

40%

平成30年度

センター内にチームを設置（受託）

チーム員として参加

後方支援

平成28年度は
調査未実施

センター内に
チームを設置
（受託）

チーム員とし
て参加

後方支援

平成28年度 ― ― ―

平成29年度 0 5 4

平成30年度 0 6 4
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認知症ケアの医療介護連携体制の構築事業活動報告
（平成27年度～平成30年度）

41



◆スクリーニング実施数(全体）
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北勢地区 津地区 松阪地区 伊勢地区

平成２７年度 100 24 0 34

平成２８年度 40 12 0 21

平成２９年度 44 14 11 43

平成３０年度 39 24 12 43

0

20

40

60

80

100

120
◆スクリーニング実施数(地区別）（件）
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15%

12%

64%

8%

1%

被検者

家族

医師

地域包括支援センター

初期集中支援チーム

介護支援専門員
介護事業所

◆相談経路（Ｎ＝461）
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被検者 家族 医師
地域包括支援センター

初期集中支援チーム

介護支援専門員
介護事業所

平成２７年度 29 27 79 19 4

平成２８年度 26 24 17 4 2

平成２９年度 13 3 88 8 0

平成３０年度 0 2 112 4 0

0

20

40

60

80

100

120（件）

◆相談経路（年度別）
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◆性別（年度別）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

女性 98 49 65 71 283

男性 60 24 47 47 178

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

９０歳以上 5 4 7 15 31

８０歳代 66 34 48 52 200

７０歳代 64 24 46 40 174

６５～６９才以下 16 6 6 8 36

６４歳以下 7 5 5 3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

◆年齢（年度別）
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72%

6%

5%

6%

3%

2% 0% 0%

4%

2%
未申請

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

申請中・変更申請中

不明

◆要介護度（N=461)

48



平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

ない 109 56 86 100 351

ある 49 17 26 18 110
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20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

◆地域包括支援センターの関わりの有無
（年度別)
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

独居 31 14 25 21 91

配偶者と二人暮らし 65 24 44 49 182

配偶者と子供たちと同居 56 35 41 35 167

施設入所 0 0 1 13 14

その他 6 0 1 0 7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

◆家族構成（年度別)
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

なし 133 58 92 100 383

あり 25 15 20 18 78
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70%

80%

90%

100%

◆BPSDの有無（年度別)
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22%

16%

15%
13%

9%

8%

5%

4%
3%

2% 1% 1% 1%

妄想

暴言

易刺激性

幻覚

徘徊

アパシー

暴力

焦燥・興奮

不安

夜間行動異常

うつ

不潔行為

異食行為

◆BPSDの内容（N=105）
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

１か月以内 15 11 7 15 48

３ヵ月以内 6 8 12 15 41

半年以内 15 8 11 17 51

１年以内 48 16 29 22 115

２年以内 20 4 5 5 34

２年以上 28 12 30 26 96

不明 26 14 18 18 76
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80%

90%

100%

◆異変に気付いた時期（年度別）
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◆異変に気付いた人（年度別）
※複数回答あり

※平成27年度はデータなし

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

本人 24 41 38 103

家族 48 71 80 199

医療機関 7 3 14 24

知人・職場の人 2 5 2 9

その他 4 7 11 22

不明 0 0 1 1
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

経過観察 60 22 51 63 196

専門医療機関受診推奨 98 51 61 55 265

0%
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30%

40%
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90%
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◆コメント結果（年度別）
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

紹介していない 32 18 13 11 74

紹介した 66 33 48 44 191
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20%

30%
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80%
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◆専門医療機関紹介の有無（年度別）
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 全体

アルツハイマー型認知症 39 15 27 17 98

脳血管性認知症 3 2 1 1 7

レビー小体型認知症 3 1 0 2 6

前頭側頭葉型認知症 1 1 1 0 3

混合型認知症 1 2 5 2 10

軽度認知障害 2 6 3 3 14

その他 7 1 4 4 16

認知症は否定 6 4 2 2 14

不明 3 1 2 6 12
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40%
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70%

80%

90%
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◆鑑別診断結果（年度別）
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◆鑑別診断結果 （H27年度～H31年度）
（N=180)

69%

8%

9%

8%
6%

認知症

MCI

その他（treatable dementia等）

否定

不明
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◆被検者の特徴

70歳以上 88％

介護保険制度 未申請 72％

ＢＰＳＤ なし 83％

同居人 あり 80％

2年以内に異変に気付いた 62％

地域包括支援センターの関わりなし 76％

心身ともに、比較的お元気な高齢者像、
ＭＣＩ～認知症初期に入った段階
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◆脳の健康みえる手帳配布状況

年度 印刷数（部） 配布数（部） 啓発活動（回）

平成27年度 5000 2500 190

平成28年度 ― 2000 225

平成29年度 1500 1252 424

平成30年度 1000 467 123
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三重県の介護老人保健施設の取組みについて
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事業のねらい （３本の柱）

介護職が本来の介護業務に専念！

・介護の担い手を増やす。
・介護職の労働環境が整備 され、
介護職を専門職化することが可能に。

・住み慣れた地域の中で、
自分に合った時間に働ける
新たな高齢者の就労先ができる。

・働きながら介護を学ぶ、介護の現場を

知ることで、一番の「介護予防」になる。

＜目的＞
地域の元気な高齢者を「介護助手」として育成し、
介護職場への就職を支援
⇒介護人材の「すそ野の拡大」、「人手不足の解消」
「介護職の“専門職化”」

Ｈ27 Ｈ28 H29 H30

実施施設数 9施設 18施設 10施設 13施設

説明会参加者数 251名 226名 240名 171名

採用者数（３カ
月のﾊ゚ ﾄー雇用）

57名 89名 48名 58名

事業終了後の
継続雇用者数

47名 81名 47名 52名

・ 他種施設への広がり → 特養（H２９年）及びグループホーム（H30年）でも事業展開
・ 全国的な広がり → ２５都道府県で実施
・ マニュアルの活用 → ３０年度に作成するマニュアルを活用し、更に多くの施設へ事業展開を進める

（１）事前説明会の開催（参入促進）

（２）就労マッチング（就業支援）

（３）職場ＯＪＴ研修の実施（労働環境の整備）

＜事業概要＞

「地域医療介護総合確保基
金」
を活用した独自提案事業

＜成果・事業実績＞

波及効果・
今後の取り組み （＊Ｈ30.4月現在 （公）全国老人保健施設協会調査）

介護人材
の確保

1

２
高齢者の
就労先

３

介護予防

●現場の声（介護職員・施設） ベッドメイキング
食事の配膳

など

●現場の声（介護助手）

・70歳と言えど、まだまだやれる自信がついた。
・人生に張り合いが出来た。
・役に立っているなと感じられ、やりがいが持てた。
・働きに来ることで元気をもらえた。

・これまで以上に業務に集中出来る。
・時間的余裕ができる。
・利用者の満足度が上がった。

老人保健施設の「介護助手」導入の取組
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◆介護老人保健施設の加算状況①

加算あり

32%

加算なし

68%

認知症ケア加算
加算あり

1%

加算なし

99%

認知症専門ケア加算

N=56 N=77
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加算あり

51%

加算なし

49%

若年性認知症受入れ加算

はい

59%

いいえ

41%

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

N=77 N=68

◆介護老人保健施設の加算状況②
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三重県の認知症看護・介護専門職の養成状況等について
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三重県の認知症看護認定看護師養成状況について
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三重県内の
認知症看護認定看護師（ＤＣＮ）
Ⅰ期生・2期生 34名

85%

3%

12%

三重県内ＤＣＮ所属施設

病院 クリニック 介護保険施設等
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三重県内の認定看護師推移（2019年6月現在）

認知症看護

日本看護協会HPより
2019年6月現在
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2016年 2017年 2018年 2019年

• 認定養成課程を有する都県は、
認知症認定看護師数も多い傾向
がある

• 認知症看護認定看護師養成校
13校(2019年）

三重県は、認定看護師数が

全国37位（２０１6年）から

１２位（２０１9年）へ

順位 地名 人数
1 東京都 101
2 北海道 58
3 大阪府 51
4 兵庫県 46
5 長野県 44
6 愛知県 39
7 神奈川県 36
8 山梨県 35
9 秋田県 34
10 千葉県 34
11 埼玉県 26
12 静岡県 23
13 滋賀県 21
14 栃木県 18
15 広島県 17
16 岐阜県 15
17 福岡県 14
18 京都府 13
19 奈良県 12
20 宮城県 11
21 富山県 11
22 福島県 10
23 岡山県 10
24 群馬県 9
25 新潟県 9
26 石川県 9
27 青森県 8
28 岩手県 8
29 鳥取県 8
30 長崎県 8
31 熊本県 8
32 山口県 7
33 福井県 6
34 島根県 6
35 愛媛県 6
36 大分県 6
37 三重県 5
38 茨城県 5
39 和歌山県 4
40 香川県 4
41 高知県 4
42 鹿児島県 4
43 山形県 3
44 佐賀県 3
45 徳島県 1
46 沖縄県 1
47 宮崎県

順位 地名 人数
1 東京都 126
2 北海道 73
3 大阪府 64
4 神奈川県 50
5 長野県 50
6 兵庫県 50
7 山梨県 48
8 愛知県 47
9 千葉県 40
10 群馬県 39
11 秋田県 38
12 埼玉県 31
13 静岡県 26
14 栃木県 20
15 滋賀県 20
16 広島県 18
17 福岡県 18
18 岐阜県 17
19 新潟県 16
20 京都府 15
21 福島県 14
22 岡山県 14
23 富山県 13
24 宮城県 12
25 奈良県 12
26 熊本県 11
27 青森県 9
28 岩手県 9
29 石川県 9
30 長崎県 9
31 福井県 8
32 鳥取県 8
33 山口県 8
34 三重県 7
35 愛媛県 7
36 大分県 7
37 島根県 6
38 鹿児島県 6
39 山形県 5
40 茨城県 5
41 和歌山県 5
42 高知県 5
43 香川県 4
44 佐賀県 3
45 沖縄県 3
46 徳島県 1
47 宮崎県

順位 地名 人数
1 東京都 145
2 北海道 83
3 大阪府 77
4 長野県 62
5 神奈川県 60
6 愛知県 60
7 兵庫県 56
8 山梨県 54
9 群馬県 48
10 千葉県 44
11 秋田県 38
12 埼玉県 36
13 静岡県 32
14 福岡県 31
15 広島県 25
16 三重県 24
17 栃木県 23
18 岐阜県 23
19 滋賀県 22
20 京都府 22
21 石川県 21
22 熊本県 20
23 新潟県 19
24 富山県 19
25 福島県 18
26 岡山県 17
27 岩手県 14
28 宮城県 14
29 福井県 14
30 奈良県 12
31 青森県 11
32 長崎県 11
33 山形県 10
34 鳥取県 10
35 大分県 10
36 鹿児島県 10
37 茨城県 9
38 山口県 9
39 愛媛県 9
40 和歌山県 8
41 島根県 6
42 香川県 5
43 高知県 5
44 佐賀県 5
45 沖縄県 5
46 徳島県 2
47 宮崎県 1

順位 地名 人数
1 東京都 165
2 北海道 101
3 大阪府 91
4 神奈川県 82
5 愛知県 76
6 兵庫県 66
7 長野県 64
8 群馬県 60
9 山梨県 60
10 千葉県 50
11 埼玉県 43
12 三重県 41
13 秋田県 40
14 静岡県 39
15 広島県 39
16 栃木県 38
17 福岡県 37
18 石川県 36
19 熊本県 28
20 岐阜県 27
21 富山県 26
22 京都府 24
23 福島県 23
24 滋賀県 23
25 岡山県 23
26 島根県 22
27 新潟県 21
28 茨城県 17
29 福井県 17
30 宮城県 16
31 奈良県 16
32 鳥取県 16
33 岩手県 15
34 長崎県 15
35 大分県 15
36 山形県 14
37 山口県 13
38 青森県 11
39 愛媛県 11
40 鹿児島県 11
41 沖縄県 10
42 和歌山県 9
43 徳島県 9
44 香川県 9
45 佐賀県 6
46 高知県 5
47 宮崎県 1
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認知症ケア専門士養成状況に関する
実態把握調査結果
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◆全国の認知症ケア専門士の数

32,591 名 (2017年9月時点）

◆三重県の認知症ケア専門士の数

435 名 （2017年9月時点）

◆三重県認知症ケア専門士会 会員

143 名 (2018年3月時点）
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■全国の認知症ケア専門士保有資格（2017年8月現在重複含む）

（人）
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■調査目的
認知症の人の増加にともない、医療や福祉の分野でも認知症看護・ケア専門職への期待が
高まってきております。そこで、認知症ケアの中核となる認知症ケア専門士の養成状況を
把握することを目的とします。

■調査方法および期間
方法：調査票を郵送配布、郵送にて返信
期間：2019年7月15日～8月15日

■調査対象者
三重県認知症ケア専門士会事務局
三重県認知症ケア専門士会に所属する会員

■アンケート結果
アンケート配布数：１４３
アンケート返信数：３５
回収率：２４．５％
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三重県認知症ケア専門士会 事務局
アンケート結果
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◆会員数の推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度

北勢 75 73 72

中勢伊賀 37 39 42

南勢志摩 21 26 28

東紀州 2 2 1

小計 135 140 143
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（人）
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◆会員男女比

平成28年度 平成29年度 平成30年度

女性 116 117 121

男性 19 23 22

0%
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80%

90%

100%
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◆所属機関別会員数

医療機関
訪問看護
事業所

介護老人
保健施設

介護老人
福祉施設

認知症対

応グルー

プホーム

地域包括

支援セン

ター

在宅介護

支援セン

ター

居宅介護
支援事業

所

訪問介護
事業所

社会福祉

協議会
その他

平成28年度 6 2 9 25 23 5 1 21 2 4 19

平成29年度 7 2 8 26 23 5 1 23 1 4 17

平成30年度 13 1 8 22 25 5 2 20 1 5 19

0
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15
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30

（人）
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◆基礎資格

医師
保健師・看

護師

リハビリ職

員

精神保健福

祉士
社会福祉士 介護福祉士 栄養士

介護支援専
門員

その他

平成28年度 0 13 2 0 2 63 0 37 6

平成29年度 1 13 3 0 3 61 0 38 5

平成30年度 1 17 3 0 4 62 0 36 5

0

10

20

30

40

50

60

70

（人）
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◆研修関連の内容

H28年度 H29年度 H30年度

研修会開催 3 5 4

講師派遣 3 3 1

学会出展 2 1 2

相談会開催 0 0 2

0

1

2

3

4

5

6

（人）
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◆認知症ケアの課題

・専門職であってもまだ偏見があるように思うこと

・認知症とひとくくりしてとらえられやすいことで適切なケアにつ
ながりにくいこと

・ケア者の精神的な負担が大きい場合が多いこと

・地域での啓発は進んでいるが潜在意識的に偏見や差別がまだある
と感じていること

・認知症の予防啓発は大切であるが、同時になっても大丈夫と言え
るしくみがまだ不足していること。
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三重県認知症ケア専門士会 会員
アンケート結果
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◆男女比（N=35)

11%

89%

男

女
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6%

14%

17%

43%

14%

6%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

◆年齢（N=35)
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医師 保健師 看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士
精神保健福

祉士
社会福祉士 介護福祉士 栄養士

介護職員初
任者研修修
了者

介護支援専
門員 その他

系列1 0 1 11 0 0 0 1 4 21 2 1 19 1

0

5

10

15

20

25

◆基礎資格※複数回答あり（人）
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◆勤務地域（N=35)

51%

20%

23%

0% 6%

北勢地域

中勢伊賀地域

南勢志摩地域

東紀州地域

無回答
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医療機関
訪問看護
事業所

介護老人
保健施設

介護老人
福祉施設

認知症対

応グルー

プホーム

地域包括

支援セン

ター

在宅介護

支援セン

ター

居宅介護
支援事業
所

訪問介護
事業所

社会福祉

協議会
その他 離職中

系列1 5 1 6 7 4 2 0 3 0 2 7 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

◆所属機関
（ヵ所）

87



0

1

2

3

4

5

6

◆資格取得時期
（人）
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認知症ケアに

対する知識・

技術の向上の

ため

新人や同僚へ

の指導のため

認知症ケア専

門士同士の情

報交換・交流

のため

職場で資格取

得を促された

患者や職場か

らの信頼を得

るため

その他

系列1 35 5 5 7 12 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

◆資格取得理由
（人）
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はい

57%

いいえ

43%

◆資格取得前後の認知症ケア業務内容の変化の有無
（N=35)
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86%

8%
6%

参加している

参加していない

無回答

◆研修会参加の有無（N=35)
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医学知識 心理 在宅支援施設支援
医療分野

支援

事例報

告・検討

会

薬物・非

薬物療法
リハビリ

社会資源

の活用

ケアプラ

ン作成

チームア

プローチ

スーパー

ビジョン
その他

系列1 24 17 8 8 10 22 11 2 5 5 7 2 3

0

5

10

15

20

25

30

◆参加した研修内容
（件）
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◆参加したい研修内容

医学知識 心理 在宅支援 施設支援
医療分野

支援

事例報

告・検討

会

薬物・非

薬物療法
リハビリ

社会資源

の活用

ケアプラ

ン作成

チームア

プローチ

スーパー

ビジョン
その他

系列1 12 15 7 12 10 6 12 5 8 5 11 6 3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

（件）
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御浜・紀宝プロジェクトの活動報告
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認知症根本治療薬開発の取組みについて

128



PSEN1（Presenilin1）遺伝子変異アルツハイマー病に対する
TW-012Rの安全性と有効性を検討する二重盲検比較試験

及び非盲検継続投与試験
（治験実施計画書番号：IACT19029）

129



◆ストロベリーレジストリー

◆CADASILレジストリー
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（その他）三重県内の取組み状況
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◆認知症初期集中支援チーム活動状況

31 42 40

339

640
663

0

100

200

300

400

500

600

700

H28 H29 H30

チーム数 （ヵ所）

訪問実人数 （件）

※厚生労働省 認知症初期集中支援推進事業実施状況調べ

対象：三重県全市町（29市町）回収率１００％
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◆医療関係者への認知症対応力向上研修の状況

◆認知症介護実践者研修等の状況
■認知症介護研修受講者数 （人）

～H27 H28 H29 H30 ①合計 ②参考値※ ①/②×100

基礎研修 0 120 66 82 268

実践者研修 2,748 260 207 192 3,407 4,386 77.7

実践リーダー研修 250 29 31 31 341 731 46.6

認知症対応型サービス事業管理者研修 1,231 73 65 60 1,429

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 267 18 21 29 335

認知症対応型サービス事業開設者研修 289 11 6 14 320

認知症介護指導者養成研修 33 2 2 1 38 43 88.4

フォローアップ研修 （回数） 13 1 0 1 15

■医療者向け認知症対応力向上研修 研修受講者数 （人）

～H27 H28 H29 H30 ①合計 ②参考値※ ①/②×100

かかりつけ医認知症対応力向上研修 493 59 60 59 671 1,123 59.8

医療従事者向け認知症対応力向上研修 312 486 387 299 1,484 4,150 35.8

歯科医師認知症対応力向上研修 0 139 38 32 209 276 75.7

薬剤師認知症対応力向上研修 0 278 169 34 481 498 96.6

看護職員認知症対応力向上研修 0 92 99 54 245 280 87.5

※参考値：新オレンジプランをベースにした三重県の修了者数
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