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この手帳は、認知症の方やその疑いのある方と、そのご家族にとって 
いろいろな場面で役立つ情報をまとめたものです。 

みんなで知ろう 支えよう 認知症  

御殿場市版認知症ケアパス 

VOL.９ ２０２４年３月現在 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

こんな認知症への疑問や
不安はありませんか？

認知症は、何らかの原因で脳の動きが悪くなったりすることにより、日常生活に支障がある
状態のことをいいます。原因となる病気はいくつかありますが、決して他人事ではなく、
年をとれば誰にでも起こりうる身近な病気です。
しかし、認知症については誤解や偏見も少なくなく、認知症の人も周囲の人も、傷ついたり、
疲れたり…。怖がったりあきらめたりするのではなく、正しく知って地域の支援を活用
しながら、適切にケアをすることが大切です。

認知症が気になったら ＜物忘れチェックシート＞・・・・・２
認知症について正しい知識を持ちましょう・・・・・・・・・３、４
認知症の人とその家族を支える支援一覧・・・・・・・・・・５、６
相談する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７、８
医療機関を受診する ＜病院・歯科医院・薬局＞・・・・・９～１２
予防・悪化を防ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
契約・手続きを手助けする・・・・・・・・・・・・・・・１３
生活を支援する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
家族を支援する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
安否確認・見守り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

認知症のご本人・ご家族からのメッセージ・・・・・・・・・１８
物忘れ相談シート（医療機関等へのご相談時にご活用ください）・・切り取り式

表紙の絵は、グループホ
ームふれんどに入所され
て い る 皆 さ ん の 作 品 で
す。
「皆で協力してやりまし
た。折り紙を手でちぎっ
て貼りました。手でちぎ
るとびりびりになってし
まうので、絵の中で上手
に収めるのが大変だった
けど、皆で作品を作るの
は と て も 楽 し か っ た で
す。」と作成されたお一人
の伊藤さんからメッセー
ジをいただきました。

もくじ

 認知症は予防
できるの？  認知症になるともう

治らないの？

 
年をとれば誰もが
かかる病気なの？  

地域ではどんな
サポートが
受けられるの？

 物忘れが増えると
認知症なの？  家族はどんなこと

をすればいいの？
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当当ててははままるるももののにに○○ををつつけけててくくだだささいい

ほほととんんどど

なないい

（（ 点点））

ととききどどきき

ああるる

（（ 点点））

ひひんんぱぱんん

ににああるる

（（ 点点））

１ 同じ話を無意識に繰り返す

２ 知っている人の名前が思い出せない

３ 物のしまい場所を忘れる（財布・通帳など）

４ 漢字を忘れる

５ 今しようとしていることを忘れる

６ 器具の説明書を読むのが面倒である

７ 理由もないのに気分がふさぐ

８ 身だしなみに無関心である

９ 外出がおっくうである

物（財布など）が見当たらないことを他人のせいにする

点点数数をを合合計計ししててくくだだささいい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

認知症が気になったら・・・
まずはチェックしてみましょう！

初期の認知症はなかなか見つけられないものです。
このチェック表は、認知症のごく初期、あるいは認知症に進展する可能性のある状態を、ご自分や家
族などが簡単に予測できるように考案されたものです。点数が高いからと言ってすぐに「認知症」と
いう事ではなくあくまでも目安となるものです。
ご自身でチェックしてみることはもちろん、ご家族など身近な人にもチェックしてもらいましょう。

記入日 年 月 日

合 計 点

０ ～ ８ 点：正常
老化による物忘れの範囲です。疲労やストレスによる場合もあります。8 点に近かったら、気分
の違う時に再チェックしましょう。

９～１３点：要注意
家族や身近な人に再チェックをしてもらったり、数カ月単位で間隔をおいて再チェックをして
いきましょう。認知症予防の対策を生活の中に取り入れてみるのはいかがでしょうか。Ｐ１３参
照）

１４～２０点：要受診・要相談
認知症の初期症状が出ている可能性があります。家族や身近な人にも再チェックしてもらい、
結果が同じなら医療機関（Ｐ９）または地域包括支援センター（Ｐ７）にご相談ください。

■合計点数の目安

 

≪大友式認知症予測テスト：認知症予防財団ホームページ参考≫
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ご本人の様子

ご家族の
心構えと準備

相談したい

病院にかかりたい

予防しながら
元気に過ごしたい

困った時に
助けてほしい

自分のことを
自分で決めたい

認知症の
段階

●いつもと違う、認知症かな？と
感じたら早めに

⇒

●認知症のこと、接し方について
家族で話をしましょう
●できる範囲で身近な人には認知
症のことを伝えて、理解者や協力
者を作りましょう

◆医療機関・薬局・歯科医院
◆医療機関・薬局・歯科医院

気づき

住み慣れた御殿場で安心して暮らしたい

ご本人の様子

○物忘れが見られ、人の名前や物の
　名前が思い出せないことがしばし
　ばある
○「あれ」「それ」などの代名詞が
　多く出てくる
○怒りっぽくなる
○趣味や好きなことをしなくなる

○買い物で必要な物を必要なだけ買
　うことができない
○料理の段取り、家計の管理などに
　支障が出る
○大事なものをどこにしまったか
　思い出せずに探し回ることが増える
○同じことを何度も話したり聞いたり
　する

○時間や場所がわからなくなること
　が増える
○季節にあった服を選ぶことができ
　なくなる
○服を着る順番がわからなくなる
○出先から一人で戻れなくなること
　がある

○歩行が不安定になり、転倒なども
　増える
○トイレの場所が分からず失敗する
　ことが増える
○食べ物でないものも口に入れる
○食事や入浴など一人でできず介助
　が必要になる
○家族を認識できなくなってくる

○言葉によるコミュニケーションが
　難しくなる
○表情が乏しくなり、刺激に対する
　反応が鈍くなる
○歩くことが困難となり、ほぼ寝た
　きりの状態となる

ご家族の
心構えと準備

相談したい

病院にかかりたい

予防しながら
元気に過ごしたい

困った時に
助けてほしい

自分のことを
自分で決めたい

認知症の
段階

●ご自身のお体も大切にし、自分自身の時間を作りましょう

●頑張りすぎず、介護保険サービスを上手に活用しましょう

●家族の会や認知症カフェ、相談機関など自分の気持ちを話せる場所を作

りましょう ⇒

●家族の介護とサービスの利用について家族と話をしましょう

●今後の金銭管理や財産管理について家族と話をしましょう

●すべて抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャー等に相談し、

上手に介護保険サービスを利用しましょう

●認知症が進行した後の心構えと備えについて考えましょう（対応のこと、

介護のこと、終末期の迎え方など）

●いつもと違う、認知症かな？と
感じたら早めに地域包括支援セン
ター等に相談しましょう ⇒
●かかりつけ医をもちましょう

⇒
●認知症のこと、接し方について
家族で話をしましょう
●できる範囲で身近な人には認知
症のことを伝えて、理解者や協力
者を作りましょう

◆地域包括支援センター・市役所長寿福祉課・認知症初期集中支援チーム・電話相談

◆要介護認定がある方は担当ケアマネジャーへ

◆医療機関・薬局・歯科医院
◆医療機関・薬局・歯科医院

◆介護予防教室・各種教室・地域サロン・老人クラブ など

◆居場所・認知症カフェなど

保険サービス

◆生活を支援するサービス

◆みくりや安心だねっと・見守りネットワークなど

◆認知症高齢者等個人賠償責任保険

◆日常生活自立支援事業 ◆成年後見制度

● 薬のことや、日ごろの様子など、かかりつけ医やかかりつけ薬局に相談しましょう。

気づき
日常生活については
自立して過ごせる

軽度
日常生活で見守りなどが
必要となってくる

中等度
日常生活で介護などが
必要となってくる

重度
日常生活で常時介護が
必要となってくる

住み慣れた御殿場で安心して暮らしたい ～いつ・どこで・どのような支援が受けられるのかを症状に沿ってご案内します～

終末期
介助なしでは日常生活を
送ることができない

Ｐ ～

Ｐ ～
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Ｐ

Ｐ
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◆介護
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相談する 
認知症について気になったら、ご本人やご家族 
だけで抱え込まず、まずはご相談を！ 

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。住み慣れた自宅や地域で生活できるよう、 
主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士の資格を持った職員が様々な相談に応じたり、関係機関 
との連絡、調整を行い支援をします。 
市内各所での出張相談の開催や、高齢者に関する各種講座のご要望にもお答えしています。 
また、退院時の支援や在宅療養を支えるための支援など、医療と介護をつなぐ役割の相談員も配置 
されています。 

地域包括支援センター 

名称 担当地区 電話 住所 

地域包括支援センター 
十字の園 

御 殿 場 地 区 
（御殿場・深沢・東田中・ 
鮎沢・二枚橋・栢ノ木・ 
西田中・北久原・仁杉） 

８４－５９５０ 御殿場１８４－１ 

地域包括支援センター 
さくら通り 

御 殿 場 地 区 
（東山・二の岡・新橋・ 
湯 沢 ・ 萩 原 ・ 永 原 ） 

７０－３３３１ 萩原１１８０－６ 

地域包括支援センター 
菜の花 

玉穂・高根地区 ７０－６８０４ 萩原９８８－１ 

地域包括支援センター 
あすなろ 

原里・印野地区 ８９－７９２９ 杉名沢１３１－１ 

地域包括支援センター 
富 岳 

富 士 岡 地 区 ８７－６８７３ 神山１９２５－１１９３ 

 

御殿場市役所 長寿福祉課 

市職員がご相談に応じます。 
長寿福祉課 ☎８３－１４６３  住所：萩原４８３ 

御殿場市消費生活センター 

御殿場市役所本庁舎１階 くらしの安全課内に設置されています。 
消費者被害の相談を受け付け、必要に応じてアドバイスや、適切な相談先の紹介を行っています。 

御殿場市消費生活センター ☎８３－１６２９ （月～金曜 ９時～１６時） 

 
地域包括支援センターでは出張健康相談を実施しています。 
詳しくはお住まいの地区の包括支援センターにお問い合わ
せください。 

キミサワ便船塚店で行われている相談会。
多い日は２０名ほどが相談に訪れる。 
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電話相談 

■認知症コールセンター（静岡県事業） 
認知症の人と家族の会静岡県支部の会員（介護経験者）がご相談に応じます。相談料は無料です。 
☎０１２０－１２３－９２１ 
☎０５４５－６４－９０４２（通話料相談者負担） 
※毎週月、木、土、日曜 １０時～１５時（祝祭日・年末年始除く） 

 
■若年性認知症相談窓口（静岡県事業） 
専門の相談員が、医療や介護だけでなく、生活、就労支援といった６５歳未満で発症した若年性認知症
の本人や家族などの相談に応じます。相談料は無料ですが通話料は相談者負担です。 
☎０５４－２５２－９８８１ 
※毎週月、水、金曜 ９時～１６時（祝祭日・年末年始除く） 

認知症初期集中支援チーム 

「認知症なのか分からない・・・認知症の対応に困っている・・・」 
そんな方は認知症初期集中支援チームにご相談ください！ 
 
認知症初期集中支援チームとは？ 
認知症サポート医と保健師・看護師・社会福祉士・介護福祉士などがチームとなり、認知症の疑いの
ある方、認知症の方、そのご家族を病院受診や介護のサービスにつなげるサポートをします。 
保健師などがご自宅に訪問し、お困りごとを伺います。 
概ね６か月の間に家庭訪問や受診支援などを行います。 
 
対象となる方は？ 
４０歳以上の御殿場市民の方で、在宅で生活されている以下のような方です。 
・認知症の診断を受けていない 
・医療受診をしていない、または中断している 
・介護保険のサービスにつながらない、または中断している 
・認知症の症状で対応に困っている  
 
どこにお願いしたらいいの？ 
地域包括支援センターや市役所長寿福祉課にチーム員が配置されています。お住まいの地域を担当す
る地域包括支援センターまたは市役所長寿福祉課へご相談ください。 
ご家族や、近隣住民の方など、どなたでもご相談可能です。 
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予防・悪化防止 外出の機会を増やして、刺激ある生活を送りましょう
う！ 介護予防教室 
いつまでも元気に生活できるよう、介護予防の
ための教室を開催しています。また市内各所で
「元気になろう会」を開催しています。 
開催時期や対象者が異なりますので、詳細はお
問い合わせください。 

◆長寿福祉課 ☎８３－１４６３

いつまでも健康で過ごしていくために… 
市体育館では「脳はつらつ教室」をはじめ様々
な教室を開催しています。 

◆御殿場市体育館 ☎８９－５５５５

市体育館の教室 

地域サロン 
高齢者の孤独感の解消、生きがいづくり、心身
の健康の増進を図ることを目的として各地区や
各区で開催しています。 

◆御殿場市社会福祉協議会 ☎７０－６８０１

シニアクラブ
地域の高齢者が、健康づくり活動・社会奉仕活
動などを通して、会員相互の親睦を深めていま
す。その活動は、高齢期を、誰もが住み慣れた
地域で、心豊かに安心して生き生きと暮らせる
地域づくりに繋がっています。 

◆シニアクラブ御殿場市
（社会福祉協議会内） ☎８９-２５１３

地域のサービスを利用する①

契約・手続きに不安を感じたら
日常生活自立支援事業 

軽度の認知症などにより、くらしのサービスが
うまく利用できない、金銭や書類の管理に困っ
ているなどの不安がある方が、自立した生活を
送れるように福祉サービスの利用や日常の金銭
管理などを支援する事業です。 

◆御殿場市社会福祉協議会 ☎７０－６８０１

成年後見支援センター 
成年後見制度に関する総合的な窓口です。 
制度利用に関する相談や実際に後見人を受任し
ている方からの相談も受け付けています。物事
を理解したり判断したりすることが不安な方も
お気軽にご相談ください。 

◆御殿場市成年後見支援センター
☎７０－６８０１

認知症などにより判断能力が不十分なために 
人としての尊厳が損なわれたりすることがない 
ように、本人に代わって、家庭裁判所から選任 
された成年後見人などが財産管理、契約などを 
行う仕組みです。 
制度については市、地域包括支援センター、成
年後見支援センターで説明させていただきます
が、申立先は家庭裁判所になりますので、申立
をお考えの方は、最寄りの家庭裁判所までご相
談ください。 

◆長寿福祉課 ☎８３－１４６３
◇御殿場市成年後見支援センター
☎７０－６８０１
◆静岡家庭裁判所沼津支部（沼津市御幸町２１－１） 
☎０５５－９３１－６０００

成年後見制度 
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生活支援 様々な生活の場面を支えるサービスがあります。上手に利用しましょう。 

声かけごみ収集支援事業 
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯で家
庭ごみを集積所まで出すことが出来ない場合に
安否確認を兼ねてごみの戸別収集に伺います。 

◆長寿福祉課 ☎８３－１４６３

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方 
で調理が難しい方に、週に５回まで安否確認を 
兼ねてお弁当を配達します。 

◆長寿福祉課 ☎８３－１４６３

食事サービス 

タクシー及びバス利用料金助成事業
高齢者等で日常生活の移動手段に支障がある方 
に対しタクシー及びバスの利用料金の一部を 
助成します。 
詳細はお問い合わせください。 

◆長寿福祉課 ☎８３－１４６３

運転ボランティア 
自力で外出が困難な状況にある歩行困難な高齢
者や障がいのある方などを対象に、医療機関へ
の通院や研修会への参加など社会参画を目的と
して福祉車両の運行、貸出しを行っています。 

◆御殿場市社会福祉協議会 ☎７０－６８０１

運転免許証に代わる身分証明書「運転経歴証明書」を御殿場警察署または東部運転免許センターで
発行することができます。県内のサポート店で提示すると様々な特典が受けられます。 
（例：タクシー運賃 1割引、飲食店での特典 等） 
詳細は静岡県警察ホームページまたは下記へお問い合わせください。 

◆静岡県警察本部交通部交通企画課 ☎０５４－２７１－０１１０（代表）
◆御殿場警察署交通課 ☎８４－０１１０（代表）

もっといろいろなサービスを知りたい方は・・・ 
「生活支援等サービス冊子」をご覧ください！ 
高齢者の生活を支える取組み（生活支援・介護予防サービス）を生活支援コーディネーター（地域
支え合い推進員）が中心となり、１冊にまとめた冊子です。詳しくは御殿場市社会福祉協議会にお
問い合わせください。なお、同じ内容が介護サービス情報公表システムにも掲載されています。 

◆介護サービス情報公表システム
http://www.kaigokensaku.jp
◆御殿場市社会福祉協議会 ☎７０－６８０１
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もっと知りたい・深めたい 

認知症高齢者等個人賠償責任保険 

認知症のある高齢者などが、日常生活で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたことなど
により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金の支払いを受けることができます。個人賠償
責任保険は、単品ではほとんど販売されておらず、特約として損害保険や共済等に付いていることが
多いです。 
一部の保険会社では、事故を起こした被保険者が重度の認知症等で「責任無能力者」であった場合、
法定監督義務者や監督義務者に準ずる人（代理監督義務者）も被保険者になるように変更されていま
す。それにより、「別居の親族」や「別居の既婚の子」であっても補償対象に含まれる商品もありま
す。詳細は各保険会社へお問い合わせください。 

認知症や介護に関する書籍 
認知症や介護に関する書籍の中から、市立図書館職員おすすめの書籍を紹介します。いずれも図書館
にある書籍のため、興味のある方は是非手に取ってみてください。 
下記掲載の図書館蔵書検索・予約システムから貸出状況の確認や予約をすることもできます。 
 
１． 親が認知症！？離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと 
 工藤広伸//著  出版社：翔泳社 (2020/7) 
 ☝ 離れて暮らす認知症の親を介護するために、やるべきことを時系列にまとめた１冊です。 
 
２．高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて  
 岡本弘子//監修  出版社：なつめ社 (2020/2) 
 ☝ 多様で複雑な高齢者施設・住宅を「自立向け」と「要介護向け」に大別し、紹介しています。 
 
３．マンガでわかる！認知症の人が見ている世界①～③  
 遠藤英俊//監修  出版社：文響社(2023/7) 
 ☝ 認知症患者の不可解な行動の裏にある心理を、マンガ形式で紹介しています。 
 
４．認知症といわれたらー自分と家族が、いまできることー  
 繁田雅弘//監修  出版社：講談社 (2022/12) 
 ☝ 家族にも患者本人にも役立つ情報がたくさん紹介されています。見開き１ページに１つの解説、イラス

ト図解で読みやすい１冊です。 
 
５．認知症世界の歩き方  
 筧裕介//著  出版社：ライツ社 (2021/9) 
 ☝「認知症患者本人」の目線から、気持ちや困りごとをまとめた本。認知症のある方が生きている世界

を、旅行記のように追体験しながら知ることができる１冊です。 
 
６．認知症ってそもそも何ですか？  
 朝田隆//著  出版社：Gakken (2023/7) 
 ☝ 認知症に関する様々な疑問を対話形式でテンポよく丁寧に説明しています。 

◆図書館蔵書検索・予約システム 
URL:https://ilisod001.apsel.jp/gotemba-library/sp/search/advance 
QRコードは右記のとおり 
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一足先に認知症の当事者になった私たちから。 

自分が認知症かもしれないと感じた時や、家族が認知症と診断された時、本人も家族も大きな不安や
悩みを持ちます。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。だから、まずは私たち一人ひとりが認
知症を正しく理解することが大切です。 
 
私たちより一足先に認知症になった人と認知症の家族を介護する人にお話を伺い、認知症を疑い始め
てから現在に至る道のりや、そのときどきの気持ちを教えてもらいました。 

（取材：地域包括支援センター・市職員） 

認知症のご本人から 

認知症の人のご家族から 

「くよくよしてても仕方ない」９０代女性  
１０年くらい前から忘れっぽいなあと感じ始め
た。今は置き忘れやしまい忘れに困っている。あ
まり人に言いたくない気持ちもあるが、くよく
よしても仕方ないとも思う。 
以前と同じ生活ができたらいいけど、やっぱり
そういうわけにもいかない。好きでこうなった
わけではないから困るが、どうしようもないこ
と。そう思っていることを分かってもらいたい。 

「お父さんが亡くなってから…」８０代女性  
お父さん（夫）がなくなってから、ぼーっとする
ようなことが増えた。これまで何でもお父さん
がやってくれたから何が何だか分からなくなっ
た。娘に相談して、かかりつけの医師を受診し
た。なじみの先生だったので、特別な感じはなか
った。 
分からないことがあっても、娘や近所のなじみ
のある人が教えてくれる。自分のことを知って
いて、いろいろ話ができるような人がいると安
心できる。 

「すごく喜んでくれるから」７０代女性  
２年程前にお茶を何回も出すようなことがあ
り、これまでと様子の違いを感じた。 
本人は不安になったり波があって、時々電話し
てくる。その時、「殺伐とした荒野のふきっさら
しにいるみたい。」という表現をしていた。驚き
と同時に不安なんだなと感じた。一緒に出掛け
るとすごく喜んでくれるからうれしくてまたや
ってあげようと思う。 

「できることをやるしかない」８０代男性  
理屈に合わないことを言うから頭にくることも
ある。人に話すのに気が引ける気持ちもあるが、
心配して聞いてくれる人が多くてありがたい。
これまで支援する側として声を掛けられること
はなかった。家族だからできることをやるしか
ないという気持ちでやってきたことを他の人に
も理解してもらえたら、自分の心境も変わるか
もしれない。 

「家族がありがたくて心強い」７０代女性  
自分ではそんなにおかしなことはないつもりで
いたけど、これまでとは違う初めての病院を受
診したり、薬の見直しを言われたりして、家族は
違和感を感じているんだなと思った。 
困ったら家族が何でも手伝ってくれるから本当
にありがたいし心強い。周りの人には、私にも分
かるように、あまり難しいことは言わず、優しく
話してほしい。 
 

御殿場市では、認知症のご本人の意見を施策に反映する
ため、お話を伺える方を募集しています。 
詳しくは長寿福祉課☎８３－１４６３までお問い合わせ
ください。 

「社会の一員として笑顔で過ごしていこう」 
若年性認知症 ５０代女性  
診断を受けた時はすごく落ち込みました。周り
の人が手を差しのべてくれたことがうれしかっ
たです。今私は介護の仕事をしています。 
今まで高齢者と接することはなかったけれど、
皆さんとお話をするのが楽しくて元気をもらっ
ています。 
高齢者と接する日々は、新しい発見の毎日です。 
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※※該該当当すするる項項目目にに  ☑☑  をを入入れれててくくだだささいい  

御殿場市医師会 

□置き忘れやしまい忘れが目立つようになり、探し物が増えた 

□人の名前や物の名前が思い出せないことがしばしばある 

□日にちや曜日を思い出せないことがしばしばある 

□「あれ」「それ」などの代名詞が多く出てくる 

□同じことを何度も話したり、聞いたりする 

□考え方に柔軟性がなくなり、頑固で疑い深くなった 

□イライラして元気がなくなった 

□趣味や好きなことをしなくなった 

□注意力が続かず、やりなれた作業や仕事でミスが目立つようになった 

□買い物で必要な物を必要なだけ買うことができない 

□料理の段取り、家計の管理などがうまくできない 

□時間や場所がわからなくなることが増えた 

□季節にあった服を選ぶことができない 

□冷蔵庫の中が賞味期限切れのものや腐ったものであふれている 

□ガスの消し忘れで、鍋などを焦がすことが増えた 

□外出先から一人で戻れなくなることがある 

□食べたことを忘れてしまう 

□薬やお金の管理ができない 

□リモコンなど道具の操作ができない 

□歩行が不安定になり、転倒することが増えた 

□自宅のトイレの場所がわからず、失敗することが増えた 

□服をうまく着ることができない（前後・表裏・上下・順番が分からない） 

□家族を正しく認識できない（例：娘と姉を間違える など） 

□話しかけた言葉が理解できず、指示に従えない 

□物を見てもそれが何であるかが分からない 

□食べ物でないものも口に入れる 

□自分の物と人の物の区別がつかない 

□鏡に映った自分に話しかける 

□自発性が乏しく、自分から何かをすることはない 

□表情が乏しく、反応が鈍い 

【【上上記記以以外外のの症症状状やや行行動動ががああるる場場合合ははごご記記入入くくだだささいい】】  
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