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（報告様式４）                                   

【16dk0207027h0001】 

平成２９年５月３１日 

 

 

平 成 ２ ８ 年 度  委 託 研 究 開 発 成 果 報 告 書 

 

I. 基本情報 

 

事  業  名 ： （日本語）認知症研究開発事業 
      （英 語）Research and Development Grants for Dementia  
 

研究開発課題名： （日本語）適時適切な医療・ケアを目指した、認知症の人等の全国的な情報登録・ 
追跡を行う研究 

（英 語）A nation-wide coordinated registry system for di erent stages 
    from preclinical, MCI to dementia care  

研究開発担当者  （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

                 理事長 鳥羽 研二 

所属 役職 氏名： （英 語）Kenji Toba, President  
                                  National Center for Geriatrics and Gerontology 
      

実 施 期 間： 平成２８年 ４月１日 ～ 平成２９年 ３月３１日 

 

分担研究     （日本語）前臨床期を含めた認知症レジストリーシステム構築における倫理支援体制 

の構築 

開発課題名：  （英 語）Achieve an ethic support system in registry system of patients with 
dementia including MCI 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 

                 特任准教授 飯島 祥彦 

所属 役職 氏名： （英 語）Yoshihiko Iijima, Designated associate professor 
Nagoya University Graduate School of Medicine 

 

分担研究     （日本語）前臨床期を含めた認知症レジストリーシステム構築におけるデータ管理・ 

統計解析支援 

開発課題名：  （英 語） 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人名古屋大学 先端医療・臨床研究支援センター 

                 講師 平川 晃弘 

所属 役職 氏名： （英 語）Akihiro Hirakawa, 
Center for Advanced Medicine and Clinical Research  
Nagoya University Hospital 
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分担研究     （日本語）レジストリ事務局の構築・維持・管理 

開発課題名：  （英 語）The construction, maintenance and management task of ORANGE 
registry  administrative office 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター治験・臨床研究推進センター 

                 治験・臨床研究推進部長 鈴木 啓介 

所属 役職 氏名： （英 語）Keisuke Suzuki, Head 
                                  Innovation Center for Clinical Research, National Center for  

Geriatrics and Gerontology 
 

分担研究     （日本語）認知症コホート研究に関する国際連携の構築 

開発課題名：  （英 語）Development of international collaboration on dementia cohort study 
研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

                 研究所長 柳澤 勝彦 

所属 役職 氏名： （英 語）Katsuhiko Yanagisawa , Director-General, Research Institute 
National Center for Geriatrics and Gerontology 

 

分担研究     （日本語）認知症レジストリシステム構築・運営における支援、国際連携に関する 

支援 

開発課題名：  （英 語）Support for the establishment of Dementia Registry System and 
 international collaboration 

研究開発分担者   （日本語）公益財団法人先端医療振興財団 臨床研究情報センター 

  医療開発部 メディサイエンスグループメディサイエンス部 

  研究員 小島 伸介 

所属 役職 氏名： （英 語）Shinsuke Kojima, M.D., Ph.D. 
                                   Medical Science Group, Div. of Medical Innovation, 

Translational Research Informatics Center, 
Foundation for Biomedical Research and Innovation 

 

分担研究     （日本語）レビー型認知症患者を中心とした非アルツハイマー型認知症登録を目指 

した基盤整備に関する研究 

開発課題名：  （英 語）Preparation of registry system for non-AD dementia including dementia 
 with Lewy odies 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 

                 教授 勝野 雅央 

所属 役職 氏名： （英 語）Masahisa Katsuno, Department of Neurology 
Nagoya University Graduate School of Medicine 

 

 

 

 



3 
 

分担研究     （日本語）既存臨床研究との連携を含む画像関連データの集積とその活用に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Study on collection and utilization of image related data including 
 cooperation with existing clinical researches 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

                 治験・臨床研究推進センター長 伊藤 健吾 

所属 役職 氏名： （英 語）Kengo Ito, Director,  Innovation Center for Clinical Research 
National Center for Geriatrics and Gerontology 

 

分担研究     （日本語）地域コホートからの健常および前臨床期高齢者の登録のための評価指標の 

検討 

開発課題名：  （英 語）Examination of evaluation index for registration in older adults with  
healthy and preclinical Alzheimer’s disease from community cohort 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究 

センター 予防老年学研究部  部長 島田 裕之 

所属 役職 氏名： （英 語）Hiroyuki SHIMADA, Director of the Research Department 
                                   Department of Preventive Gerontology, Center for 

Gerontology and Social Science, National Center for Geriatrics 
and Gerontology 

 

分担研究     （日本語）大都市部コホートの追跡調査から認知機能の維持者及び軽度低下者の登録 

と関連要因の探索 

開発課題名：  （英 語）Registry and risk factors associated with decline and maintenance of  
cognitive function based on longitudinal data from a metropolitan 
cohort 

研究開発分担者   （日本語）地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 

                                   研究部長 金 憲経 

所属 役職 氏名： （英 語）Hunkyung Kim , Research Team Leader  
Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology  

 

分担研究     （日本語）地域コホートからの健常および前臨床期高齢者の登録のための評価指標の 

検討 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide  
General consortium toward Effective treatments in Japan: ORANGE 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人高知大学教育研究部医療学系 

                 講師 宮野 伊知郎 

所属 役職 氏名： （英 語）Ichiro Miyano, Senior Lecture, Kochi Medical School 
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分担研究     （日本語）地域コホートからの健常および前臨床期高齢者の登録のための評価指標の 

検討 

開発課題名：  （英 語）Examination of evaluation index for registration in older adults with  
healthy and preclinical Alzheimer’s disease from community cohort 

研究開発分担者   （日本語）北海道公立大学法人札幌医科大学保健医療学部理学療法学第一講座 

                 教授 古名 丈人 

所属 役職 氏名： （英 語）Taketo FURUNA, Professor 
                                  Department of 1st Division of Physical Therapy, Allied Health 

 Science, Sapporo Medical University 
 

分担研究     （日本語）先行する認知症前臨床期の多施設共同研究の活用を含んだ、認知症前臨床 

期被験者登録システムの構築・開発研究 

開発課題名：  （英 語）Development of the registation system for the preclinical demetia 
             person, including the utilization of preceding multicenter-collaborative 

 reserch 
研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 

                 理事長 水澤 英洋 

所属 役職 氏名： （英 語）Hidehiro Mizusawa，President 
                 National Center of Neurology and Psychiatry 
 

分担研究     （日本語）先行する認知症前臨床期の多施設共同研究の活用を含んだ、認知症前臨床 

期被験者登録システムの構築・開発研究 

開発課題名：  （英 語）Development of the registation system for the preclinical demetia 
             person, including the utilization of preceding multicenter-collaborative 

              reserch 
研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院医療連携福祉部 

                 在宅支援室医長 塚本 忠 

所属 役職 氏名： （英 語）Tadashi Tsukamoto，Medical director 
                 National Center of Neurology and Psychiatry 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した前臨床期アルツハイマー病および軽度認知障害等の 

患者の情報登録及び連携に関する研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation- 
wide General consortium toward Effective treatment in Japan:  
ORANGE 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

                 もの忘れセンター長 櫻井 孝 

所属 役職 氏名： （英 語）Takashi Sakurai, Director 
                     The Center for Comprehensive Care and Research on Memory  

Disorder, National Center for Geriatrics and Gerontology 
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分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Research on the patient registry and collaboration of patients with mild  
cognitive impairment for the appropriate provision of medical care 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

                 副院長 荒井 秀典 

所属 役職 氏名： （英 語）Hidenori Arai, MD, PhD, Deputy Director 
                                National Center for Geriatrics and Gerontology 
 

分担研究     （日本語）前臨床期から MCI 期における認知症研究プラットホームの整備 

開発課題名：  （英 語）Development of research platform for the preclinical stage and mild 
 cognitive impairment stage of Alzheimer's disease 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター もの忘れ外来部 

                 医長 佐治 直樹 

所属 役職 氏名： （英 語）Naoki Saji, Head Physician 
                                  Center for Comprehensive Care and Research on Memory 

Disorders, National Center for Geriatrics and Gerontology 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on nation-wide 
                           General consortium toward Effective treatment in Japan 
研究開発分担者   （日本語）医療法人敦賀温泉病院  理事長 玉井 顯 

所属 役職 氏名： （英 語）Akira Tamai, President 
                 Tsuruga Onsen Hospital 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on nation-wide 
General consortium toward Effective treatment in Japan 

研究開発分担者   （日本語）東京医科大学高齢総合医学分野 

                 主任教授 羽生 春夫 

所属 役職 氏名： （英 語）Haruo Hanyu, Professor 
                                  Department of Geriatric Medicine 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：   （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide      

General consortium toward Effective treatment in Japan: ORANGE – 
Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 
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研究開発分担者   （日本語）独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 

                 臨床研究部長 武井 洋一 

所属 役職 氏名： （英 語）Yoichi Takei, Director of Clinical Research,  
National Hospital Organization Matsumoto Medical Center 

 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：     （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation- 
wide General consortium toward Effective treatment in Japan: 
ORANGE-Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 

 

研究開発分担者   （日本語）国立大学大分大学医学部神経内科学講座 

                 教授 松原 悦朗 

所属 役職 氏名： （英 語）Etsuro Matsubara, Etsuro Matsubara 
                                  Oita University 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation- 
wide General consortium toward Effective treatment in Japan: 
ORANGE-Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 

 

研究開発分担者   （日本語）学校法人近畿大学附属病院早期認知症センター 

教授 石井 一成 

所属 役職 氏名： （英 語）Kazunari Ishii, Professor  
Kindai University Faculty of Medicine 

 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation- 
wide General consortium toward Effective treatment in Japan: 
ORANGE-Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 

 

研究開発分担者   （日本語）川崎医科大学医学部神経内科学 

                 教授 砂田 芳秀 

所属 役職 氏名： （英 語）Yoshihide Sunada, MD, PhD, Professor,  
Department of Neurology, Kawasaki Medical School 
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分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide  
General consortium toward Effective treatment in Japan: ORANGE–  
Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人浜松医科大学・光尖端医学教育研究センター 

フォトニクス医学研究部 生体機能イメージング研究室 

   教授 尾内 康臣 

所属 役職 氏名： （英 語）Yasuomi Ouchi, Medical Photonics Research Center, Professor 
Hamamatsu University School of Medicine  

 

分担研究     （日本語）軽度認知障害（軽症認知症を含む）の人の全国的な情報登録・連携システ

ムに関する研究 

開発課題名：  （英 語）Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide General  
consortium toward Effective treatment in Japan: ORANGE– Mild 

 cognitive impairment (ORANGE-MCI) 
研究開発分担者   （日本語）兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 

                 医長 樫林 哲雄 

所属 役職 氏名： （英 語）Tetsuo Kashibayashi, 
Hyogo Prefectural Rehabilitation Hospital at Nishi-Harima 

 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した前臨床期アルツハイマー病および軽度認知障害等の 

患者の情報登録及び連携に関する研究 

開発課題名：  （英 語）Study on registration and cooperation of patients with preclinical and 
MCI stages of Alzheimer’s disease toward effective treatment. 

研究開発分担者   （日本語）地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 

                 研究部長 石井 賢二 

所属 役職 氏名： （英 語）Kenji Ishii, Team for Neuroimaging Research, Team Leader 
                                  Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Registration of patients information of MCI for appropriate medical 
treatments 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 

                 教授 東海林 幹夫 

所属 役職 氏名： （英 語）Mikio Shoji , Professor, 
Hirosaki University Graduate School of Medicine, 
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分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide 
                      General consortium toward Effective treatment in Japan: ORANGE –  

Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 
研究開発分担者   （日本語）独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 

                 神経内科医長 渡辺 千種 

所属 役職 氏名： （英 語）Chigusa Watanabe, Chief of a Department of Neurology 
                                 National Hospital Organization, Hiroshimanishi Medical 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Registration of patients information of MCI for appropriate medical  
treatments 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構 

                 教授 葛谷 雅文 

所属 役職 氏名： （英 語）Masafumi Kuzuya, Professor 
                                  Institute of Innovation for Future Society, Nagoya University 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide 
General consortium toward Effective treatment in Japan: ORANGE– 
Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合科学 

                 教授 樂木 宏実 

所属 役職 氏名： （英 語）Hiromi Rakugi, Professor 
                                  Department of Geriatric and general Medicine Osaka niversity 

 Graduate School of Medicine 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide 
              General consortium toward Effective treatment in Japan: ORANGE –  

Mild cognitive impairment (ORANGE-MCI) 
研究開発分担者   （日本語）国立大学法人東京大学医学部附属病院 老年病科 

                 教授 秋下 雅弘 

所属 役職 氏名： （英 語）Akishita Masahiro，Professor 
                                  Department of Geriatric Medicine, Univeristy of Tokyo 
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分担研究     （日本語）軽度認知障害者ならびに認知症患者の情報登録に関する研究 

開発課題名：  （英 語）Registration of the subjects of mild cognitive impairment and early  
dementia 

研究開発分担者   （日本語）学校法人杏林学園杏林大学医学部高齢医学 

                 教授 神﨑 恒一 

所属 役職 氏名： （英 語）Koichi Kozaki , Professor  

Department of Geriatric Medicine, Kyorin University School of 

Medicine 
 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide 
 General consortium toward Effective treatment in Japan 

研究開発分担者   （日本語）国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学 

                 教授 横手 幸太郎 

所属 役職 氏名： （英 語）Kotaro Yokote, Professor,  
Department of Medicine Division of Diabetes, Metabolism 
and Endocrinology Chiba University Graduate School of 
Medicine 

 

分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide 
              General consortium toward Effective treatment in Japan 
研究開発分担者   （日本語）国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 医学専攻 内分泌・代謝・ 

老年内科学講座   教授 山田 祐一郎 

所属 役職 氏名： （英 語）Yuichiro Yamada,Professor 
                 Akita University Graduate School of Medicine 
分担研究     （日本語）適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登録及び連携に関する 

研究 

開発課題名：  （英 語）Organized Registration for the Assessment of dementia on Nation-wide 
 General consortium toward Effective treatment in Japan 
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発活動の認知機能障害への進展抑制に関する研究― 

開発課題名：   （英 語）Study on nationwide information registration / collaboration system of  
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Registration of healthy elderly people and MCI from the regional 
cohort - 
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分担研究     （日本語）軽度認知障害（軽症認知症を含む）の人の全国的な情報登録・連携シス 
テムに関する研究 
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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 

 研究開発代表者による報告の場合 
 
研究成果  
前臨床班は、愛知、東京、高知、に北海道コホートを新たに加えた。研究同意取得は 2500 例を超え順調

である。 MCI 班は初年度目標以上の 600 例の登録を達成した。 CIN との相談も活発に行なってい

る。 MCI 班を生かした、心房細動の認知機能低下に関する研究（Strawbery 研究）も着実に進行して

いる。 ケア班は、Feasibility  Study を終了し、項目の絞り込み（一次）を終了した。 
いいケアネットは症例の増加を図った。 全体の登録制度（オレンジプラットホーム）を国際アルツハイ

マー学会の国際ネットワーク部会で発表し、オレンジレジストリが Japan Orange Plan という名称で国

際的に認知された。 

 
今後 全体像を班員全てから発信して、Orange Platform 利活用をさらに拡充していく。 
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Summary of the outcome 
We have developed all Japan registry system for cognitive decline (Organized Registration for the 
Assessment of dementia on Nation-wide General consortium toward Effective treatment in 
Japan:ORANGE Platform). 
The registry system was recognized as an important plat form like GAP and EPAD in AAIC held in 
Toronto Canada July 22th 2016. 
Orange plat form contain 3 categories; Preclinical MCI and Dementia. 
Preclinical registry from 4 different cohorts (Aichi, Kochi, Tokyo, Hokkaido) in Japan have gathered 
the subjects more than 2500.  
MCI registry have successfully expanded in more than 25 institutions which are mainly officially 
entitled as clinical dementia centers. More than 600 cases are registered and have waiting to be used 
clinically like a Strawberry study designed to elucidate the relationship between atrial fibrillation 
and dementia.  
Good care registry is underway to fix final subscales after completed feasibility studies.   
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284. Physical functions in community-dwelling older adults who fell in non-winter season, poster, 
Yamaguchi R, Ihira H, Makino K, Kihara Y, Shimizu K, Ito K, Makizako H, Shimada H, 
Furuna T, 2016/10/8, 国外. 

285. A Study of Factors Associates with The Occurrences of Depression Symptoms among 
Community-Dwelling Old-old Adults, poster, Ito K,  Ihira H, Makino K, Kihara Y, Shimizu 
K, Yamaguchi R, Makizako H, Shimada H, Furuna T, 2016/10/8, 国外. 

286. 高齢者糖尿病におけるサルコペニアの関連因子の検討、ポスター、福岡勇樹、山田祐一郎、ほか、

第 59 回日本老年医学会学術集会、2017/6/15、国内 
287. 最後野ニューロンにおける GLP-1 の効果、ポスター、河谷昌泰、山田祐一郎、河谷正仁、第 60

回日本糖尿病学会年次学術集会、2017/5/20、国内 
 

 

（３）「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み 
 
1. 認知症とその予防 佐治直樹 3 ナショナルセンター合同セミナー 未来貢献プロジェクト 

ー未病を考えるー 「がん」・「循環器病」・「長寿医療」のこれから 2016/9/1 国内． 

2. これが知りたかった！認知症 佐治直樹 平成 28 年度瑞穂保健所認知症講演会 2016/9/6 国

内． 

3. 認知症の早期発見と治療 ー認知症ってなあに？2016ー 佐治直樹 平成 28 年度緑区保健所

認知症講演会 2016/11/25 国内． 

4. 認知症の臨床と研究について最近の話題 佐治直樹 中濃臨床懇話会 2017/2/23 国内． 

5. 近未来の診断・治療戦略はこれだ，柳澤勝彦，第 56 回日本核医学会学術総会・第 36 回日本核

医学技術学会総会学術大会 市民公開講座，2016 年 11 月 5 日, 国内 

6. 現場の最前線から 研究の”基盤を作る”の現場から，中村治雅，Rare Disease Day 

2017(RDD2017) 「世界希少・難治性疾患の日」イベント，2017/02/28，東京 

7. 認知症予防の現状，櫻井孝，睡眠と歯科からアプローチする認知症予防シンポジウム，2016/8/21，
国内． 

8. 認知症の予防とケア～最近の進歩～，櫻井孝，第 27 回日本老年医学会近畿地方会【市民公開講

座】，2016/10/22，国内． 
9. 認知症について，櫻井孝，中日文化センター 秋の連続講座講師，2016/12/8，国内． 
10. 老いとともに，櫻井孝，朝日新聞社，2016/7/6，国内． 
11. 高齢者糖尿病と認知障害・認知症，櫻井孝，田辺三菱製薬 医療従事者向けサイト Medical View 

Point，2016/7，国内． 
12. 親が認知症に。さて、どうする？，櫻井孝，ビジネス誌「週刊東洋経済」，2016/10/6，国内． 
13. もの忘れと認知症 武井洋一 NHO まつもと医療センター出前講座 2017/1/27, 国内 
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14. 「フレイル・サルコペニア・ロコモの問題点・予防策について」、金憲経、単位認定研修会、NPO
日本健康運動指導士会福井県支部、2016/5/8、国内． 

15. 「歩いて 筋力つけて 健康ゲット！！」、金憲経、元気・健康トークショー、ふじみ野市元気・

健康マイレージ事業、2016/6/12、国内． 
16. 「フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドローム、排尿障害について」、金憲経、品川シ

ルバー大学、品川区文化スポーツ振興部文化観光課、2016/6/21、国内． 
17. 「フレイル・サルコぺニア・ロコモの問題点と改善のための取組み」、金憲経、第 40 回 KSS 健

康フォーラム、絹・蚕・桑多目的利用協議会、2016/7/6、国内． 
18. 「高齢期の転倒に関する講義」、金憲経、東京都老人クラブ連合会健康づくり大学校、東京都老

人クラブ連合会、2016/7/14、国内． 
19. 「介護予防教室実施におけるリスクマネジメントについて」、金憲経、目黒区介護予防指導者研

修会、目黒区健康福祉部介護保険課介護予防係、2016/8/31、国内． 
20. 「老年症候群を断ち切ろう」、金憲経、第 36 回 SLF 講演会、一般社団法人セカンドライフファ

クトリー、2016/9/16、国内． 
21. 「介護予防プログラム紹介・実施」、金憲経、平成 28 年度介護予防サポーター講座、ふじみ野

保険センター、2016/9/20、国内． 
22. 「介護予防とフレイルについて」、金憲経、第 9 回健康長寿！In みなと、港区立介護予防総合

センター、2016/11/10、国内． 
23. 「尿失禁予防の必要性について」、金憲経、平成 28 年度尿失禁予防教室、文京区保健衛生部健

康推進課、2016/11/25、国内． 
24. 「続けて実感！運動習慣でめざせ！アクティブシニア」、金憲経、鳩山町健康づくりサポーター

養成講座、鳩山町地域包括支援センター、2016/12/2、国内． 
25. 「認知症、認知機能低下予防と身体活動の関係」、金憲経、健康運動指導士会 香川県支部、NPO

法人健康運動指導士会、2016/12/18、国内． 
26. 「サルコペニア・フレイルについて」、金憲経、介護支援専門員研修、台東区役所 介護予防・地

域支援課、2016/12/19、国内． 
27. 「転倒予防体操紹介・実施」、金憲経、平成 28 年度介護予防サポーターフォローアップ講座、

ふじみ野保険センター、2017/1/23、国内． 
28. 「ロコモティブシンドローム予防と認知症予防のための効果的な筋力アップの方法について」、

金憲経、介護予防体操グループボランティア研修会、2017/2/28、国内． 
29. 「サルコペニア予防対策について」，金憲経、府中市介護予防推進センター、2017/3/5、国内． 
30. 「サルコペニアの予防対策はこれだ～これからも元気で動ける体づくり～」、金憲経、健康フォ

ーラム 2017～健康寿命を延ばそう～、阿佐ヶ谷地域区民センター協議会、2017/3/18、国内． 
31. CADASIL 研究班について 冨本秀和. ~CADASIL 市民講座 CADASILについてもっと知ろ

う~ 2017/3/20、国内 
32. 認知症予防に役立つ生活習慣. 冨本秀和. 認知症サミット in Mie 市民公開講座、2016/10/14-

15、国内 
33. わかりやすい認知症のはなし；予防、早期介入の重要性と治療法の進歩. 冨本秀和.  第 34 回

日本神経治療学会総会 市民公開講座、国内 
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34. 三重テレビ News ウィズ 2016 年 7 月 25 日(月)17：40-18：00 三重大学認知症新規診断法

を開発 
35. 認知症予防に対する新たなアプローチ～最先端の研究から～, 島田裕之, ケアマネージャー、

地域住民、入居施設の管理者、相談員、介護職員、機能訓練指導員等向け講演会, 2016/4/7, 
国内. 

36. 認知症の予防について, コグニサイズ（脳賦活運動）, 島田裕之, 平成 28 年度なごや介護予

防・認知症予防プログラム事業者研修会, 2016/4/28, 国内. 
37. 運動による認知症予防, 島田裕之, 第 13 回春日井認知症臨床の会, 2016/5/14, 国内. 
38. 非薬物療法による認知症予防, 島田裕之, 研究室所属教員、学生及び共同研究者, 材料健康科

学寄付講座, 2016/ 5/20, 国内. 
39. 怖いなら動いて防ごう認知症～みんなでコグニサイズに取り組もう～, 島田裕之, コグニサイ

ズ講演会, 2016/5/24, 国内. 
40. 認知症予防 最前線 ～今日から始める予防策～, 島田裕之, 認知症予防講演会, 2016/6/7, 国

内． 
41. 運動による認知症予防の効果, 島田裕之, 株式会社ベネッセスタイルケア主催市民公開講座, 

2016/6/18, 国内. 
42. 認知症予防運動プログラム コグニサイズの取り組み, 島田裕之, 武田薬品工業株式会社主催, 

Alzheimer Experts Seminar 2016, 2016/6/19, 国内. 
43. コグニサイズによる認知症予防, 島田裕之, 認知症予防運動指導者養成研修会, 2016/6/25, 国

内. 
44. ゴルフで楽しく認知症予防、認知症予防の新しいプログラム：ゴルフの可能性, 島田裕之, ゴ

ルフと認知症に関するシンポジウム, 2016/6/30, 国内. 
45. 地域の力で認知症を防ぐ, 島田裕之, 一般社団法人セカンドライフファクトリー公開講座, 

2016/7/1, 国内. 
46. コミュニティーで創る認知症予防のスキーム, 島田裕之, 第 13 回「もの忘れ」フォーラム, 

2016/7/2, 国内. 
47. 認知症予防と改善のカギは〇〇！, 島田裕之, 認知症予防講演会, 2016/7/5, 国内. 
48. 毎日の運動で認知症を予防する, 島田裕之, 第 19 回 運動（コグニサイズ等）による認知症予

防講演会, 2016/7/7, 国内. 
49. 認知症予防, 島田裕之, ベネッセスタイルケア主催市民公開講座, 2016/7/9, 国内. 
50. 認知症予防運動プログラム コグニサイズの取り組み, 島田裕之, Alzheimer Experts Seminar 

2016, 2016/7/10, 国内. 
51. 楽しく始める認知症予防 ～コグニサイズのすすめ～, 島田裕之, 健康百寿の郷まつり基調講

演, 2016/7/24, 国内. 
52. 認知症予防運動プログラム コグニサイズの取り組み, 島田裕之, Alzheimer Experts 

Seminar 2016, 2016/7/30, 国内. 
53. 「認知症予防概論」, 島田裕之, コグニサイズ実践者研修, 2016/8/1, 国内. 
54. 認知症予防の最前線, 島田裕之, リハビリ・介護産業展 RE-CARE JAPAN 2016, 2016/8/4, 

国内. 
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55. 認知症予防運動プログラム コグニサイズの取り組み, 島田裕之, Alzheimer Experts Seminar 
2016, 2016/8/7, 国内. 

56. 認知症予防概論・コグニサイズの理論と実践・認知症予防の方法についての理解と実践力の

習得, 島田裕之, 平成 28 年度愛知県認知症予防運動プログラム研修, 2016/8/17, 国内. 
57. 認知症予防に対する新たなアプローチ ～最先端の研究から～, 島田裕之, ケアマネージャ

ー、地域住民、入居施設の管理者、相談員、介護職員、機能訓練指導員等向け講演会, 
2016/8/19, 国内. 

58. 平成 28 年度愛知県認知症予防運動プログラム研修, 島田裕之, 愛知県研修, 2016/8/23, 国内. 
59. 認知症予防概論・コグニサイズの理論と実践・認知症予防の方法についての理解と実践力の

習得, 島田裕之, 名屋市福祉会館認知症予防事業リーダー養成研修, 2016/8/24, 国内. 
60. 認知症の予防について 脳賦活運動, 島田裕之, 平成 28 年度 なごや介護予防・認知症予防プ

ログラム事業者研修会, 2016/8/25, 国内. 
61. 「かがわ認知症予防シンポジウム」, 島田裕之, 認知症講演会, 2016/9/2, 国内. 
62. 認知症の発症を減らす 運動と脳のトレーニング, 島田裕之, 認知症講演会, 2016/9/11, 国内. 
63. 認知症予防の最新研究と取り組み, 島田裕之, 第 16 回 抗加齢医学の実際 2016, 2016/9/19, 

国内. 
64. 軽度認知障害の認知機能の評価 ―タッチパネルを用いて―, 島田裕之, 軽度認知症障害セミナ

ー, 2016/9/27, 国内. 
65. 認知症予防運動「コグニサイズ」, 島田裕之, 岡崎市民公開講座 認知症講演会, 2016/10/1, 

国内. 
66. 認知症予防運動について, 島田裕之, 蒲郡市民公開講座 認知症予防講演会, 2016/10/2, 国内. 
67. 「ロコモ DE 認知症予防」 ～ロコモと認知症の予防・コグニサイズ紹介～, 島田裕之, 神奈

川区介護予防普及啓発講演会, 2016/10/4, 国内. 
68. 今日からできる！コグニサイズで認知症予防, 島田裕之, 介護予防特別講演会, 2016/10/6, 国

内. 
69. 認知症予防に対する新たなアプローチ ～最先端の研究から～, 島田裕之, 株式会社ツクイ

（ツクイ高砂）主催公開講座, 2016/10/7, 国内. 
70. 「コグニサイズで認知症予防」, 島田裕之, 第 21 回静岡県認知症研究会, 2016/10/8, 国内. 
71. 軽度認知障害の早期発見への取り組み ―タッチパネルを用いて―, 島田裕之, 認知症予防・ケ

アの展望」講師, 2016/10/11, 国内. 
72. 認知症予防に対する新たなアプローチ ～最先端の研究から～, 島田裕之, 株式会社ツクイ

（ツクイ塩尻広丘）主催公開講座, 2016/10/12, 国内. 
73. 自分で取り組む認知症予防の方法, 島田裕之, 長寿たすけ愛講演会 2016 in 京都, 2016/10/14, 

国内. 
74. 楽しく始める認知症予防, 島田裕之, 平成 28 年度兵庫県シルバー人材センター事業推進大会, 

2016/10/20, 国内. 
75. 日常生活の中で簡単にできる認知症予防, 島田裕之, 健康づくり講演会, 2016/10/25, 国内. 
76. 地域における効果的な認知症予防対策, 島田裕之,平成 28 年度北村山 3 市 1 町地域包括支援セ

ンター合同研修会, 2016/10/26, 国内. 
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77. 認知症予防の具体的方法, 島田裕之, KOSHI 健康まつり～健康都市こうし推進事業～, 
2016/10/30, 国内. 

78. 軽度認知障害に対する地域包括ケアの現状とアセスメントについて, 島田裕之, 第一三共ヘル

スケア株式会社主催講演会, 2016/11/1, 国内. 
79. えがおで介護予防！ ～名古屋市における認知症予防プログラムについて, 島田裕之, みずほ

介護フェスタ‘16, 2016/11/9, 国内. 
80. 認知症予防の運動コグニサイズのすすめ, 島田裕之, 介護予防普及啓発講演会, 2016/11/15, 

国内. 
81. 認知症予防についての講義およびコグニサイズの指導・実施, 島田裕之, 認知症予防講座, 

2016/11/16, 国内. 
82. 認知症予防運動プログラム コグニサイズの取り組み, 島田裕之, 第 3 回認知症臨床フォーラ

ム ～かかりつけ医との連携をめざして～, 2016/11/17, 国内. 
83. 運動による認知症予防, 島田裕之, 東海北陸理学療法士作業療法士連絡協議会主催研修会, 

2016/12/3, 国内. 
84. 自分でできる認知症予防 ～最新予防法コグニサイズとは～, 島田裕之, 中区認知症市民講演

会, 名古屋市中保健所、中区地域ケア推進会議認知症専門部会, 2016/12/7, 国内. 
85. 認知症予防について, コグニサイズ（脳賦活運動）, 島田裕之, 平成 28 年度なごや介護予

防・認知症予防プログラム説明会, 2016/12/16, 国内. 
86. 認知症、認知機能低下予防と身体活動の関係, 島田裕之, 平成 28 年度更新必修講座, 

2017/1/14, 国内. 
87. 認知症機能低下予防プログラムの評価方法, 島田裕之, スキルアップ研修・認知機能低下予防

運動コース, 2017/1/15, 国内. 
88. 認知症予防のための運動指導, 島田裕之, 第 33 回介護予防運動スペシャリスト養成（資格認

定）講習会, 2017/1/20, 国内. 
89. 第 7 回なごや介護予防・認知症予防プログラム策定検討会, 島田裕之, 第 7 回なごや介護予

防・認知症予防プログラム策定検討会,  2017/1/20, 国内. 
90. 認知症機能低下予防プログラムの評価方法, 島田裕之, スキルアップ研修・認知機能低下予防

運動コース, 2017/1/22, 国内. 
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