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認知症は、自分や家族、身近な人など、誰もがなりうる身近な病気です。2025年には高齢者の5人に1人が認知症に
なると見込まれています。一般的に高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症する若年性認知症もあります。若年
性認知症は、仕事や家事のミスが重なって気づくことが多く、一般的に進行が早いため早期発見が何より大切です。

認
知
症
に
な
る
と

早
期
発
見
・
早
期
対
応

　
認
知
症
は
、脳
に
変
化
が
お
こ
っ
て
認
知

機
能（
も
の
ご
と
を
判
断
す
る
能
力
）が
低

下
し
、日
常
生
活
に
支
障
が
出
て
く
る
状
態

で
す
。も
の
忘
れ
、理
解
・
判
断
力
の
低
下
の

ほ
か
に
、人
に
よ
っ
て
は
不
安
、不
眠
、い
ら
い

ら
な
ど
の
心
理
症
状
が
出
て
く
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
認
知
症
の
人
は
、「
何
も
わ
か
ら

な
い
人
」「
何
も
で
き
な
い
人
」で
は
あ
り
ま

せ
ん
。認
知
症
に
な
っ
て
も
自
分
の
得
意
な

こ
と
を
生
か
し
た
り
、趣
味
を
続
け
た
り
し

て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。自
分
の
や

り
た
い
こ
と
や
で
き
る
こ
と
を
生
か
す
た
め

の
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

共生社会の実現を目指す「認知症基本法」が成立

昨年6月に、国や自治体の認知症への取り組みを定めた「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
（認知症基本法）が成立しました。
この法律は、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重
しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（共生社会）の実現を推進するものです。国民全体には、認知症
に対する正しい知識を身に付け、認知症の人に対して正しい理解を深めることが求められています。

認
知
症
、わ
が
こ
と

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は

認
知
症
を
学
び
考
え
る

　
認
知
症
に
な
る
こ
と
は
特
別
な
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。少
し
先
の
自
分
自
身
の
こ

と
と
し
て
、「
わ
が
こ
と
」と
し
て
考
え
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

　
誰
も
が
、認
知
症
の
人
を
一
人
の
人
間
と

し
て
尊
重
し
、認
知
症
の
人
も
そ
う
で
な
い

人
も
、お
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら
、と
も
に

生
き
る
ま
ち
を
一
緒
に
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
は
何
か
特
別
な
こ

と
を
す
る
人
で
は
な
く
、認
知
症
に
対
し
て

正
し
く
理
解
し
た
、認
知
症
の
人
や
そ
の
家

族
の「
応
援
者
」で
す
。

　
認
知
症
を「
わ
が
こ
と
」と
し
て
捉
え
、地

域
や
職
場
で
気
に
な
る
人
が
い
れ
ば
さ
り
げ

な
く
見
守
る
、困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
声
を

か
け
た
り
相
談
に
乗
る
こ
と
も
活
動
の
ひ

と
つ
で
す
。

　
地
域
の
応
援
者
を
増
や
す
こ
と
が
、認
知

症
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら

し
く
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
ま
ち
を
つ
く
る
第
一
歩
で
す
。

▼
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
証

　
市
で
は
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

の
受
講
者
に
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
証
で

あ
る
認
定
証
を
発
行
し
て
い
ま
す
。認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
の
い
る
企
業
、学
校
な
ど
に
は
、

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
が
い
る
目
印
と
な
る
ス

テ
ッ
カ
ー
を
交
付
し
て
い
ま
す
。入
口
な
ど

分
か
り
や
す
い
所
に
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
職
場
や
地
域
で
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
希
望
す
る
場
合
は
、講
師
を
派
遣

し
ま
す
。詳
し
く
は
、市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ーへ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
み
や
ま
市
で
は
、幅
広
い
世
代
に
認
知
症

に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、認
知
症
の
人
や

そ
の
家
族
を
支
え
見
守
る「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」の
養
成
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
講
座
で
は
、認
知
症
と
い
う
病
気
や
認
知

症
の
人
への
対
応
、市
の
取
り
組
み
な
ど
に
つ

い
て
学
び
ま
す
。

　
今
年
度
は
、小
学
校
・
中
学
校
の
ほ
か
、み

や
ま
市
役
所
、金
融
機
関
、シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
実
施
し
、新
た
に
８
１
７
人（
令
和

5
年
12
月
末
現
在
）の
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

▲山川中学校での認知症ジュニアサポーター養成講座（オ
レンジ教室）。認知症について学び、認知症の人や高齢者
が住みやすいまちについて考えました。

▲みやま市役所職員（消防署、図書館職員含む）が受講しま
した。

サポーター認定証▶

認知症などの相談窓口

みやま市地域包括支援センター（℡64-1516）
地域包括支援センターには、認知症地域支援推進員がいます。認知症などについて何かお困りの事があり
ましたら、一人で抱え込まずに、お気軽に相談ください。

問地域包括支援センター （℡64-1516）

認知症とともに
認知症になっても住み慣れたまちで

　
認
知
症
は
、早
期
発
見
・
早
期
対
応
が

大
切
で
す
。早
期
に
発
見
し
て
適
切
に
対
処

し
、進
行
を
抑
え
れ
ば
、そ
の
人
ら
し
い
充

実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
早
期
発
見
の
た
め
に
最
も
大
切
な
こ
と

は
、家
族
や
周
囲
の
人
が
認
知
症
に
つ
い
て

知
り
、し
っ
か
り
と
理
解
す
る
こ
と
で
す
。

　「
あ
れ
っ
？
」「
お
か
し
い
な
？
」と
思
っ
た

ら
、か
か
り
つ
け
医
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

て
、自
分
ら
し
く
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

認知症が疑われるサインの例
■■直前にしたことや話したことを忘れるよう
になった

■■料理や運転などでミスが多くなった
■■趣味などへの興味・関心がなくなった
■■日付や曜日がわからなくなった
■■身だしなみに気を使わなくなった
■■頑固になった、ささいなことで怒るように
なった

◀ステッカー


