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三重県医療保健部長寿介護課

令和５年８月



三重県における若年性認知症に関するアンケ―ト調査の概要

〇調査の目的

　トセンターを開設しています。

　　老年性認知症者の数と比べますと、若年性認知症者の数は少なく、市町の高齢福祉担当課の

　窓口等においては、支援対応の経験が少ない市町もあります。そういったことを背景に若年性

　認知症の集いの場等の整備が十分でないという現状があります。

　　そういった現状がありますが、本人や家族に対する支援の必要性を感じ、若年性認知症の

　支援事業を開始する市町が次第に増えてきています。若年性認知症者の集いの場、通所介護

　事業所といったサービスや社会資源が少しづつではありますが拡がってきています。

　　本調査は、市町における若年性認知症者の状況を把握し、今後の三重県の若年性認知症

　施策総合推進事業の取組の方向性を検討するための基礎資料とするとともに、市町における

　若年性認知症者への支援の拡充につなげることを目的に実施します。
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〇調査時点：令和５年５月１日時点

〇調査対象：三重県内２９市町

〇調査方法：各市町認知症事業担当者に調査票を配布、回答

　　若年性認知症の多くは働き盛りの年代で発症するため、子育てや就労など家庭や社会生活

　上の問題を抱えます。また年齢が若く身体機能の低下が少ないため介護負担も大きいなど、

　本人や家族の身体的・精神的・経済的負担が大きいと言われています。

　　三重県では平成２２年より若年性認知症支援コーディネーターを配置し、若年性認知症サポー

　　相談窓口を設置し、認知症疾患医療センターをはじめとする専門医療機関や、市町の高齢・

　障がい福祉担当課はじめ多機関（産業医協会、職業安定所、高齢・障害福祉サービス事業所

　等）と連携し、適時適切な支援が行えるよう体制整備に取り組んできています。



１．調査結果の概要

　　三重県内に居住する若年性認知症者の数は１５２人で、そのうち男性が６９人（４５．４％）、

　女性が８３人（５４．６％）と女性が多い結果となった。

　　前回の調査時（２０１９年度に実施）における若年性認知症者の人数は、３１４名であった。

　今回の調査は、介護認定情報から第２号被保険者のうち、特定疾病「初老期による認知症」と
　診断を受けた人の人数としている。
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（１）市町別若年性認知症者の男女別人数の状況について

（単位　人）

保険者名 男性 女性 合計

津市 8 11 19

四日市市 13 14 27

伊勢市 5 9 14

松阪市 4 3 7

桑名市 4 5 9

鈴鹿市 8 9 17

名張市 3 4 7

尾鷲市 0 1 1

亀山市 2 3 5

鳥羽市 2 2 4

熊野市 1 0 1

いなべ市 3 4 7

志摩市 2 5 7

伊賀市 4 0 4

木曽岬町 1 0 1

東員町 1 3 4

菰野町 0 1 1

朝日町 0 0 0

川越町 1 1 2

多気町 0 2 2

明和町 1 1 2

大台町 2 3 5

玉城町 1 0 1

度会町 0 0 0

大紀町 0 0 0

南伊勢町 1 1 2

紀北町 1 1 2

御浜町 0 0 0

紀宝町 1 0 1

三重県合計 69 83 152

若年性認知症者の男女別人数



（参考）三重県の医療計画における二次医療圏ごとの若年性認知症者の人数
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（単位　人）

若年性認知症者数

北勢医療圏

桑員区域 21

三泗区域 30

鈴亀区域 22

中勢伊賀医療圏

津区域 19

伊賀区域 11

南勢志摩医療圏

松阪区域 16

伊勢志摩区域 28
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伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町

尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町東紀州医療圏（区域）

若年性認知症者の人数　（二次医療圏・構想区域別）

桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町

二次医療圏・構想区域 構成市町

四日市市、菰野町、朝日町、川越町

鈴鹿市、亀山市

津市

名張市、伊賀市

松阪市、多気町、明和町、大台町、大紀町



　　在宅・施設別の利用者の人数は、在宅が１２２名（８０．３％）、施設が３０名（１９．７％）で

　あった。前回の調査時は、在宅（５９％）、施設（４１％）であった。
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（２）  市町別若年性認知症者の在宅、施設利用者の人数

在　宅 施　設 在　宅 施　設 在宅 施設

三重県全体 60 9 62 21 122 30

津市 7 1 10 1 17 2

四日市市 12 1 13 1 25 2

伊勢市 5 0 3 6 8 6

松阪市 2 2 1 2 3 4

桑名市 4 0 5 0 9 0

鈴鹿市 7 1 7 2 14 3

名張市 3 0 4 0 7 0

尾鷲市 0 0 1 0 1 0

亀山市 2 0 3 0 5 0

鳥羽市 1 1 0 2 1 3

熊野市 1 0 0 0 1 0

いなべ市 2 1 2 2 4 3

志摩市 2 0 3 2 5 2

伊賀市 4 0 0 0 4 0

木曽岬町 0 1 0 0 0 1

東員町 1 0 2 1 3 1

菰野町 0 0 1 0 1 0

朝日町 0 0 0 0 0 0

川越町 1 0 1 0 2 0

多気町 0 0 2 0 2 0

明和町 1 0 1 0 2 0

大台町 2 0 3 0 5 0

玉城町 1 0 0 0 1 0

度会町 0 0 0 0 0 0

大紀町 0 0 0 0 0 0

南伊勢町 1 0 0 1 1 1

紀北町 1 0 0 1 1 1

御浜町 0 0 0 0 0 0

紀宝町 0 1 0 0 0 1

（単位　人）

保険者名
男　　　性 女　　　性

市町別若年性認知症者の在宅、施設利用者の人数

在宅・施設別 合計

年齢 男性 女性 合計（人）割合（％）

在宅 60 62 122 80.3

施設 9 21 30 19.7

合計 69 83 152 100.0



　　年代別にみると、「６０歳～６４歳」が最も多く、９７名（６３．８％）であった。

　　４０歳～５９歳の年齢階層人数は、５５名（３６．２％）であり、働き盛りの年代の発症者の

　　存在がわかる。

5

（３）  市町別若年性認知症者の男女別の年齢階層人数

（単位　人）

４０歳～４
４歳

４５歳～４
９歳

５０歳～５
４歳

５５歳～５
９歳

６０歳～６
４歳

４０歳～４
４歳

４５歳～４
９歳

５０歳～５
４歳

５５歳～５
９歳

６０歳～６
４歳

三重県全体 0 3 5 10 51 1 2 9 25 46

津市 0 0 0 1 7 0 1 1 2 7

四日市市 0 1 0 4 8 0 0 1 5 8

伊勢市 0 1 0 1 3 0 0 2 2 5

松阪市 0 0 0 1 3 0 1 0 2 0

桑名市 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4

鈴鹿市 0 0 3 0 5 0 0 1 2 6

名張市 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

亀山市 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1

鳥羽市 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

熊野市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1

志摩市 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2

伊賀市 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0

木曽岬町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

東員町 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

菰野町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越町 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

多気町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

明和町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

大台町 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1

玉城町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

度会町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大紀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南伊勢町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

紀北町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

御浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀宝町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

保険者名

女　　性
男　　性

市町別若年性認知症者の在宅、施設利用者の人数

年齢 男性 女性 合計（人） 割合（％）

４０歳～４４歳 0 1 1 0.7

４５歳～４９歳 3 2 5 3.3

５０歳～５４歳 5 9 14 9.2

５５歳～５９歳 10 25 35 23.0

６０歳～６４歳 51 46 97 63.8

合計 69 83 152 100.0



　　介護度別にみると、「要介護１」が最も多く、３５名（２３．０％）であった。
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（４）  市町別若年性認知症者の男女別の介護度

（単位　人）

介護度

保険者名 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

三重県合計 7 3 4 2 0 2 35 22 13 19 8 11 30 12 18 26 13 13 33 11 22

津市 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 9 5 4 5 3 2

四日市市 1 0 1 0 0 0 10 8 2 6 1 5 4 1 3 2 1 1 4 2 2

伊勢市 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 6 1 5

松阪市 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0

桑名市 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 1 0 1

鈴鹿市 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 2 5 2 3 2 1 1 5 3 2

名張市 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

亀山市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1

鳥羽市 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 2

志摩市 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1

伊賀市 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

木曽岬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

東員町 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1

菰野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越町 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多気町 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

明和町 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大台町 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0

玉城町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

度会町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大紀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南伊勢町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

紀北町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

御浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀宝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

要介護４ 要介護５

若年性認知症の方の要介護度別・男女別人数の状況

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

介護度 人数（人） 割合（％）

要支援１ 7 4.6

要支援２ 2 1.3

要介護１ 35 23.0

要介護２ 19 12.5

要介護３ 30 19.7

要介護４ 26 17.1

要介護５ 33 21.7

合　計 152 100.0



　　介護認定を受けた際の主治医意見書に病名の記載があった場合に、認知症疾患名の回答を

　得た。若年性認知症者が多い市町においては、介護認定情報もしくは主治医意見書から把握

　することが困難であるといった意見があった。その場合は、「その他（不明）」に人数を記載して

　いる。
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（５）  市町別若年性認知症の方の男女別の認知症疾患名

〇男性
　　認知症疾患名
保険者名 アルツハイ

マー型認知
症

血管性認知
症

前頭側頭型
認知症

レビー小体
型認知症

頭部外傷後
遺症

脳腫瘍後遺
症

パーキンソ
ン病（認知
症を伴う）

アルコール
性認知症

薬物後遺症
クロイツフェ
ルト・ヤコブ
病

ハンチント
ン病

その他（病
名）

その他（不
明）

三重県全体 17 10 1 0 0 0 1 2 0 0 0 9 29

津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

四日市市 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

伊勢市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

松阪市 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桑名市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

鈴鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

名張市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

鳥羽市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

いなべ市 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志摩市 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

伊賀市 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木曽岬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

東員町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

菰野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

多気町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

明和町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大台町 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉城町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

度会町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大紀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南伊勢町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀北町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀宝町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位　人）
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（５）  市町別若年性認知症者の男女別の認知症疾患名

〇女性
　　認知症疾患名
保険者名 アルツハイ

マー型認知
症

血管性認知
症

前頭側頭型
認知症

レビー小体
型認知症

頭部外傷後
遺症

脳腫瘍後遺
症

パーキンソ
ン病（認知
症を伴う）

アルコール
性認知症

薬物後遺症
クロイツフェ
ルト・ヤコブ
病

ハンチント
ン病

その他（病
名）

その他
（不明）

三重県全体 32 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 12 31

津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

四日市市 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0

伊勢市 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

松阪市 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桑名市 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鈴鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

名張市 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

亀山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

鳥羽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志摩市 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

伊賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木曽岬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東員町 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

菰野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

多気町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

明和町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大台町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

玉城町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

度会町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大紀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南伊勢町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀北町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀宝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位　人）
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（６）  市町別若年性認知症者の男女別の「認知症高齢者の日常生活自立度」

保険者名 自立 Ⅰ
 Ⅱa
 Ⅱb
 Ⅲa
 Ⅲb
 　Ⅳ
 M
 自立 Ⅰ
 Ⅱa
 Ⅱb
 Ⅲa
 Ⅲb
 　Ⅳ
 M


三重県全体 0 0 6 16 11 9 13 14 1 5 3 9 22 9 22 12

津市 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 2 2 0 5 1

四日市市 0 0 0 3 3 1 3 3 0 0 0 3 5 1 4 1

伊勢市 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 4 2

松阪市 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

桑名市 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0

鈴鹿市 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 2 3 1 2

名張市 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

亀山市 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

鳥羽市 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

熊野市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

志摩市 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2

伊賀市 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

木曽岬町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東員町 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

菰野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越町 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

多気町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

明和町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

大台町 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

玉城町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

度会町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大紀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南伊勢町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

紀北町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

御浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀宝町 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男性　・　自立度
 女性　・　自立度


（単位　人）

自立度 男性 女性 合計（人） 割合（％）

自立 0 1 1 0.7

Ⅰ 0 5 5 3.3

Ⅱa 6 3 9 5.9

Ⅱb 16 9 25 16.4

Ⅲa 11 22 33 21.7

Ⅲb 9 9 18 11.8

Ⅳ 13 22 35 23.0

M 14 12 26 17.1

三重県合計 69 83 152 100.0
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（７）  若年性認知症の方が地域で安心して生活するためには、どのような支援やサービスが必
要と思いますか。（複数回答有）

市町における相談
窓口の開設

市町の社会資源の
充実・活用

高齢福祉、障害福
祉の連携

多機関多職種との
連携について

その他　（　　）

支援やサー
ビスが必要と

思うこと
19 23 24 23

５市町より意見有り
（下記に記述）

・意見の詳細

若年性認知症者が少なく、市町の窓口での支援経験も少ない。若年性認知症に特化した相談窓口の開
設は難しい。しかし、総合相談のなかで困りごとの把握、適切な相談支援を行っていくことが安心して生活
することに繋がるのではないか。伴走的な支援があると良い。

市町における
相談窓口の開
設

障害福祉サービスの利用に関する連携が必要

・障害者福祉部局とともに若年性認知症を共に学ぶ機会をもつ
・若年性認知症の支援のクリティカルパス（支援フロー）のようなものの整備と共有

高齢福祉、
障害福祉の連
携

医療・介護・就労・経済面（障害年金等）の支援が円滑に行われることが必要

・共に学ぶ機会をもつ
・若年性認知症について、多職種と他機関が情報や課題を共有する機会を持つ

多機関多職種
との連携につ
いて

社会参加活動の受け皿や生活支援の担い手が必要

年齢が若い人でも日中利用できる施設が必要

通いの場やサロン、認知症カフェの活用。当事者やその家族も運営に関与したり役割を持つ

市町の社会資
源の充実・活
用

必要な制度の説明やサービスの利用を橋渡しする専門窓口が必要

就労支援

相談機関や相談できる内容の見える化
若年性認知症の当事者や、市町の高齢者・障害者部局や包括と疾患の進行や症状、対応方法などに対
して学ぶ機会を持つ



　　今回の調査は、介護認定情報から第２号被保険者のうち、特定疾病「初老期による認知症」と

　診断を受けた人の人数としています。

　　老年性認知症者の数と比較すると少数ではあるが、県内の市町に若年性認知症者の存在が

　体制の整備を支援します。

　（２）今後の施策展開に向けて

　・県においては、認知症施策推進大綱の基本的考え方である、認知症の人やその家族の意見

　を踏まえて、「共生」と「予防」の取組を引き続き推進していきます。

　・三重県若年性認知症施策総合推進事業の次の３本の柱である取組を継続します。

　①相談窓口の設置　②支援ネットワークづくり　③普及啓発

　・若年性認知症サポートセンターの機能が十分に発揮されるよう、相談窓口としての周知を

　行っていきます。

　・若年性認知症自立支援ネットワーク会議や、本人、家族を交えての意見交換会の開催、

　高齢・障害福祉担当者研修会を実施します。関係機関との連携体制の構築等、若年性

　認知症施策の展開に向け関係機関（者）の理解・協力を以て取組を進めることで、若年性

　認知症者への切れ目のない支援体制の構築を目指していきます。
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　（１）県内における若年性認知症者の実態

　本調査において、明らかとなった県内に居住する若年性認知症の者の数は１５２名でした。

　前回の調査（２０１９年度に実施）の結果では、県内に居住する若年性認知症者の数は３１４人

　でした。

　わかります。この実態を踏まえて、各市町における若年性認知症者への支援の必要性、課題

　やニーズを把握し、適時適切な支援を可能とする体制の構築が図られるよう県は市町における

〇まとめ


