
中
澤
◆
で
は
、
こ
れ
か
ら
認
知
症
カ
フ
ェ
を
テ
ー

マ
に
、
武
地
一
さ
ん
と
矢
吹
知
之
さ
ん
に
よ
る
対

談
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

武
地
◆
私
は
長
年
、
認
知
症
診
療
に
あ
た
っ
て
き

ま
し
た
が
、
認
知
症
の
患
者
さ
ん
な
ら
び
に
ご
家

族
は
、
使
え
る
社
会
資
源
が
少
な
い
な
ど
、
た
く

さ
ん
の
悩
み
や
葛
藤
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、「
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
」
と
い
う
よ

う
に
、
人
々
の
間
に
は
悪
い
疾
病
観
や
イ
メ
ー
ジ

も
あ
り
、
そ
れ
が
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
を
生
き

づ
ら
く
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
変
え
て
い
か
な

く
て
は
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
認
知
症
の
方
が
恥

じ
る
こ
と
な
く
自
分
の
こ
と
を
話
せ
る
よ
う
な
社

会
に
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し
た

背
景
の
も
と
、
2
0
1
2
年
に
、
長
年
認
知
症
ケ

ア
に
携
わ
っ
て
き
た
専
門
職
と
本
人
を
支
え
て
き

た
家
族
ら
が
集
ま
り
、
認
知
症
ケ
ア
の
今
後
に
向

け
て
、
私
た
ち
が
歩
む
べ
き
道
筋
を
話
し
合
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
際
に
活
動
と
し
て
結

び
つ
け
る
た
め
の
一
つ
が
、
同
年
に
始
め
た
認
知

症
カ
フ
ェ
で
す
。

矢
吹
◆
私
が
認
知
症
カ
フ
ェ
を
始
め
た
き
っ
か
け

は
、
一
つ
は
焦
り
、
も
う
一
つ
は
後
悔
で
す
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
認
知
症
の
本
人
と
家
族
が

分
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
統
合
が
大
切
と
い
う
焦

り
で
し
た
。
支
援
者
・
専
門
職
と
い
う
の
は
、
認

知
症
の
本
人
と
家
族
の
ど
ち
ら
か
に
く
み
す
る
こ

と
な
く
中
立
で
す
が
、
両
者
を
つ
な
ぎ
、
在
宅
生

活
や
介
護
が
よ
り
よ
く
な
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
く
べ
き
だ
と
強
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
研
究
者
と
し
て
の
焦
り
も
あ
り
ま

し
た
。
か
つ
て
の
研
究
者
は
実
験
し
た
り
ス
ケ
ー

ル
を
用
い
た
り
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
認

知
症
を
と
り
ま
く
社
会
や
環
境
が
変
わ
っ
て
い
く

中
、
そ
の
有
様
も
変
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。

　
後
者
の
後
悔
と
い
う
点
は
、
介
護
者
教
育
に
つ

い
て
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
知
識
の
伝
達
ば

か
り
に
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
が
、
私
は
そ
れ
を

変
え
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
集
合
し
て
行
う
古
典
的
な
教
育
で

は
な
く
、
誰
も
が
も
っ
と
気
軽
に
継
続
的
に
学
べ

る
場
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
敷
居

の
低
い
場
が
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
と
こ

ろ
、
オ
ラ
ン
ダ
に
あ
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
カ
フ
ェ

が
、ま
さ
に
そ
れ
で
し
た
。
そ
れ
は「
教
え
る
」「
教

え
ら
れ
る
」と
い
う
も
の
で
は
な
く
、「
共
に
学
ぶ
」

場
で
し
た
。

　
こ
う
し
て
5
年
前
、
仙
台
市
の
国
見
に
「
土

曜
の
音
楽
カ
フ
ェ
」
と
い
う
の
を
つ
く
っ
た
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
学
ん
だ
こ
と

を
土
台
に
し
つ
つ
、
日
本
そ
し
て
当
地
区
の
実
情

や
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

中
澤
◆
認
知
症
カ
フ
ェ
の
タ
イ
プ
に
は
さ
ま
ざ
ま

〜フォーラム〜
認知症カフェからの出発2020
ともにつくる認知症カフェ開設応援助成

日にち
2020年2月2日（日）

会場　
朝日新聞東京本社・読者ホール

主催
フォーラム「認知症カフェからの出発2020」実行委員会

朝日新聞厚生文化事業団

　認知症のあるご本人やご家族のつどいの場、地域で豊かに暮ら
すためのコミュニティづくりなど、様々な意義・目的が考えられ
る「認知症カフェ」。朝日新聞厚生文化事業団では、カフェの広が
りを願い、「ともにつくる認知症カフェ開設応援助成」を実施し、
運営者どうしがともに未来を考えていくためのフォーラムを開催し
てきました。
　第 1期助成団体の助成期間終了の節目でもあった2020年、
フォーラムは3回目を迎えました。その中から、「認知症カフェ」
の第一人者である武地一さん、矢吹知之さんの対談と、ご参加い
ただいたみなさん全員でつくった、今後の活動で実現したい19の
宣言をまとめました。みなさんとともに歩んだ3年間の記録です。

『認知症カフェ』のありようを、『認知症になっても安心して暮らせる地域』に広げていくために

報告



あ
り
ま
す
が
、
サ
ロ
ン
と
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う

か
。
つ
ま
り
、
役
割
や
期
待
さ
れ
る
効
果
は
何
か

と
い
う
点
で
す
。

武
地
◆「
敷
居
が
低
い
」
と
い
う
こ
と
は
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
何
で
も
ア
リ
と

い
う
の
は
違
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
理
念
や
形
が
必

要
で
す
。
認
知
症
カ
フ
ェ
は
、
認
知
症
に
対
す
る

理
解
や
知
識
を
十
分
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
で
、
認
知
症
の
方
や
ご
家
族

の
葛
藤
・
課
題
な
ど
を
地
域
の
人
た
ち
と
一
緒
に

な
っ
て
考
え
て
い
く
場
だ
と
思
い
ま
す
。

矢
吹
◆
認
知
症
カ
フ
ェ
は
、
開
設
し
た
人
の
専
門

性
や
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
に
な
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。日
本
で
は
、従
来
、家
族
会
が
あ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
フ
ェ
が
あ
り
、
サ
ロ
ン
が
あ

り
ま
す
。そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
が
あ
る
一
方
、

新
た
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意

味
で
、
市
民
の
方
々
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
も
今
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
を
伴
っ
た
全
国
の
認

知
症
カ
フ
ェ
を
整
理
し
て
い
く
時
期
に
来
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

認
知
症
の
あ
る
方
や
ご
家
族
に

対
す
る「
共
感
」が
大
き
な
要
素

矢
吹
◆
認
知
症
の
診
断
が
つ
く
前
の
時
期
と
い
う

の
は
、
違
和
感
や
不
安
が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
を
訪

な
っ
た
の
で
す
が
、
認
知
症
の
ご
本
人
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
が
辛
か
っ
た
よ
う
で
、
足
が
遠
の
い
て

し
ま
い
ま
し
た
。

武
地
◆
講
座
を
行
う
に
し
て
も
、
私
は
常
に
認
知

症
の
方
が
そ
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
気
を

配
っ
て
、
不
快
や
負
担
を
感
じ
な
い
よ
う
努
め
て

い
ま
す
。
ご
家
族
や
地
域
の
人
た
ち
に
向
か
っ
て

話
ば
か
り
を
す
る
と
、
ご
本
人
は
「
こ
こ
は
自
分

の
居
場
所
じ
ゃ
な
い
」
と
感
じ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。
そ
の
意
味
で
は
、
や
は
り
バ
ラ
ン
ス
が
難
し

い
で
す
ね
。

矢
吹
◆
認
知
症
の
本
人
が
能
動
的
に
参
加
で
き
る

こ
と
が
、
ミ
ニ
講
座
で
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
教
え
る
側
」
と
「
教

え
ら
れ
る
側
」
に
分
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
具
体
的
に
工
夫
す
べ
き
は
、
講
師
は

立
っ
て
し
ゃ
べ
ら
な
い
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使

わ
な
い
こ
と
な
ど
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
経
験
の
専

門
家
で
す
。
先
生
が
生
徒
に
教
え
る
と
い
う
古
典

的
な
学
び
の
ス
タ
イ
ル
は
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

中
澤
◆
運
営
者
の
中
に
は
、
認
知
症
の
方
と
家
族

を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
こ
と
を
行
う
べ
き
か

ど
う
か
と
い
う
悩
み
も
あ
り
ま
す
。

矢
吹
◆
あ
え
て
分
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

別
々
で
い
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
れ
ば
、
そ
の
環

境
を
提
供
す
る
配
慮
が
あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま

ね
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
介
護
保

険
の
対
象
で
な
い
の
で
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
が
で
き
ま
せ
ん
し
、

病
院
で
も
対
応
す
る
術
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に

も
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
す
。
認
知
症
カ

フ
ェ
は
こ
の
時
期
に
専
門
職
に
つ
な
が
れ
る
場
所

で
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。

武
地
◆
専
門
職
が
中
心
か
市
民
が
中
心
か
は
と
も

か
く
と
し
て
、
カ
フ
ェ
が
備
え
て
い
る
も
っ
と
も

大
き
な
要
素
は
、
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
に
対
す

る
「
共
感
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
澤
◆
本
人
も
い
て
、
家
族
も
い
て
、
地
域
の
人

も
い
る
と
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
入
り

混
じ
る
ゆ
る
や
か
さ
が
認
知
症
カ
フ
ェ
ら
し
さ
で

も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

矢
吹
◆
私
の
母
は
要
介
護
2
で
す
が
、
そ
の
と
き

か
ら
私
は
「
矢
吹
さ
ん
」
で
は
な
く
、「
家
族
介

護
者
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
役
割
を
演
じ
る
必
要
に

迫
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
私
は
と
て
も
違
和
感
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
認
知
症
」
や
「
介

護
者
」
と
い
っ
た
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
必
要
と
し
な
い

と
い
う
点
も
、
認
知
症
カ
フ
ェ
の
理
念
に
つ
な
が

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
認
知
症
や
介
護
に
ま
つ
わ

る
偏
見
や
暮
ら
し
に
く
さ
を
解
決
し
て
い
く
場
所

が
認
知
症
カ
フ
ェ
の
ひ
と
つ
の
役
割
で
も
あ
り
ま

す
。こ
う
し
た
認
知
症
の
あ
る
人
や
家
族
介
護
者
、

地
域
の
中
に
あ
る
課
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が

す
。
家
族
と
本
人
と
の
関
係
性
は
い
ろ
い
ろ
な
の

で
、
そ
の
距
離
感
を
察
し
な
が
ら
効
果
的
な
場
を

し
つ
ら
え
る
の
が
運
営
者
の
役
割
と
考
え
ま
す
。

武
地
◆
二
組
の
夫
婦
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
認
知
症

に
な
っ
た
配
偶
者
を
隣
に
し
な
が
ら
四
人
が
お

し
ゃ
べ
り
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
ご
本
人
た
ち
に
は
少
し
離
れ
て
い
た

だ
き
、
介
護
者
だ
け
で
介
護
の
悩
み
な
ど
を
語
り

合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
日
・
そ
の
と
き
の

状
況
に
応
じ
て
、
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
の
場
と
す
る
の

か
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
入
り
混
じ
っ
て
交

流
す
る
場
と
す
る
の
か
な
ど
、
テ
ー
ブ
ル
の
配
置

も
含
め
た
空
間
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
運
営
者
は

柔
軟
に
対
応
し
た
い
も
の
で
す
。

支
援「
す
る
」「
さ
れ
る
」と
い
う

関
係
性
の
打
破

中
澤
◆「
支
援
」と
い
う
言
葉
に
私
は
違
和
感
が
あ

る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

矢
吹
◆
そ
の
違
和
感
は
、
支
援
「
す
る
」「
さ
れ

る
」
と
い
う
関
係
性
か
ら
く
る
も
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
認
知
症
カ
フ
ェ
は
そ
う
で
は
な
く
、
水

平
・
対
等
が
保
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か
ら
、

専
門
職
は
制
服
な
ど
着
て
行
か
な
い
し
、
認
知
症

の
本
人
も
家
族
も
へ
り
く
だ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ

認
知
症
カ
フ
ェ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

武
地
◆
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
診
断
の
前

段
階
に
お
い
て
は
、
ご
本
人
・
ご
家
族
に
と
っ
て

不
安
や
葛
藤
が
つ
き
も
の
で
す
。
認
知
症
カ
フ
ェ

は
、
そ
う
し
た
人
々
に
共
感
し
、
相
談
に
の
る
、

敷
居
の
低
い
場
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
、
あ
る
い
は
世
界
ど
こ
で
も
共
通
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
現
在
、
認
知
症
の
方
、
ご
家
族
、
地
域
住
民
が
、

そ
れ
ぞ
れ
認
知
症
カ
フ
ェ
に
何
を
求
め
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
三

者
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
認
知
症

の
方
は
仲
間
同
士
の
交
流
を
求
め
て
い
ま
す
。
一

方
、
ご
家
族
は
専
門
職
と
の
相
談
だ
っ
た
り
、
同

じ
境
遇
の
介
護
者
と
の
つ
な
が
り
を
必
要
と
し
て

い
ま
す
。
地
域
の
人
は
、
認
知
症
に
関
す
る
ミ
ニ

レ
ク
チ
ャ
ー
の
開
催
な
ど
を
欲
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
三
者
の
ニ
ー
ズ
を
軸
に
す
れ
ば
、
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
認
知
症

カ
フ
ェ
の
理
想
的
な
形
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

基
本
と
な
る
目
的
は

「
情
緒
的
な
支
援
」と「
情
報
の
支
援
」

矢
吹
◆
目
的
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
形
は
決
ま
っ

て
く
る
。
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
好
ま
し
く

ん
。私
は
、「
参
加
者
」と
い
う
言
葉
も
苦
手
で
、「
来

場
者
」か「
訪
問
者
」と
言
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、「
土
曜
の
音
楽
カ
フ
ェ
」で
は
、運
営
ス
タ
ッ

フ
も
固
定
し
た
役
割
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
タ
ッ

フ
は
い
つ
で
も
来
場
者
・
訪
問
者
に
な
っ
た
り
し

ま
す
が
、
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

武
地
◆
私
も
、カ
フ
ェ
の
関
係
性
は
フ
ラ
ッ
ト
で
、

誰
も
が
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。
た
だ
し
、
前
提
と
し
て
支
援
者
は
知
識
と
サ

ポ
ー
ト
の
技
術
を
十
分
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
持
ち
合
わ
せ
ず

に
、
単
に
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

矢
吹
◆
専
門
職
の
支
援
と
い
う
点
で
い
う
と
、
私

は
あ
ま
り
分
析
的
で
は
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
い

ま
す
。「
病
気
」
よ
り
も
「
人
」
を
理
解
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
澤
◆「
人
が
集
ま
ら
な
い
」
と
い
う
悩
み
も
聞

か
れ
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

矢
吹
◆
多
く
の
場
合
、
口
コ
ミ
、
つ
ま
り
誰
か
に

誘
わ
れ
て
参
加
し
ま
す
。
私
が
開
い
て
い
る
カ

フ
ェ
に
な
ぜ
人
が
集
ま
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
考

え
て
み
ま
す
と
、
本
人
、
家
族
、
地
域
住
民
、
専

門
職
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
運
営
に
加
わ
っ
て
い
る
こ

と
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
来
場
者
も

誰
か
に
誘
わ
れ
て
来
る
の
で
す
。

武
地
◆
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
医
療
職
・
介
護
職

な
い
の
は
、
カ
フ
ェ
を
訪
れ
る
人
た
ち
の
声
を
取

り
入
れ
す
ぎ
て
、
こ
れ
ま
で
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
な

形
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
「
合

唱
を
や
り
た
い
」「
折
り
紙
を
し
た
い
」
と
い
っ

た
意
見
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
と
、
本
来
の
目
的

と
は
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。ベ
レ
・
ミ
ー

セ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
基
本
と
な
る
目
的
は

「
情
緒
的
な
支
援
」
と
「
情
報
の
支
援
」
の
二
つ

で
す
。
つ
ま
り
、
人
と
の
つ
な
が
り
、
な
ら
び
に

情
報
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
地
域
の
人

が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
が
変
わ
っ
て
い
く

き
っ
か
け
に
な
る
の
で
す
。

中
澤
◆
私
は
世
田
谷
区
で
認
知
症
カ
フ
ェ
を
6
年

ほ
ど
続
け
て
い
ま
す
が
、
三
者
が
出
会
う
場
を
つ

く
る
こ
と
に
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
。
参
加
者
に

家
族
介
護
者
が
増
え
て
き
た
た
め
、
学
び
の
要
素

の
強
い
ミ
ニ
講
座
な
ど
を
開
催
を
す
る
よ
う
に

と
地
域
の
人
た
ち
と
の
意
思
疎
通
が
う
ま
く
い
っ

て
い
な
い
と
、
参
加
者
が
集
ま
り
に
く
い
と
い
う

の
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

矢
吹
◆
仙
台
市
に
は
カ
フ
ェ
が
88
か
所
あ
り
ま
す

が
、
医
師
が
常
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
つ

も
な
い
の
が
実
情
で
す
。
認
知
症
の
方
に
参
加
の

き
っ
か
け
を
尋
ね
る
と
、「
○
○
先
生
か
ら
紹
介

さ
れ
て
来
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
場
合
は
よ
く
あ
る

の
で
、
医
師
の
関
わ
り
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

武
地
◆
認
知
症
カ
フ
ェ
を
理
解
し
て
い
る
ド
ク

タ
ー
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は

5
%
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。
そ
こ

は
課
題
で
す
ね
。

中
澤
◆
毎
回
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
悩
み
を
も
っ
て
い
る
カ
フ
ェ
も
あ
り
ま
す
。

矢
吹
◆
運
営
者
が
「
場
を
盛
り
上
げ
な
け
れ
ば
」

フォーラム「認知症カフェからの出発2020」実行委員会　　江部乙まちづくりコミュニティ行動隊女子部［北海道］●鳩山ぽっぽ会［埼玉県］●うたせ認知症を考える会［千葉県］●住まい・まち研究会［千葉県］●青山1000人会［兵庫県］●ダイヤモンドクラブ［岡山県］

武地一 Takechi Hajime

　医学博士。藤田医科大学医学部認知
症・高齢診療科教授。99年から2016年
3月まで、京大病院で物忘れ外来を担当。
同年4月から現職。
　認知症ケアにおける認知症カフェの重
要性を提唱している。NPO法人オレン
ジコモンズ理事長。京都認知症カフェ連
絡会代表世話人。12年から、京都市内
で認知症カフェを運営。
　著書に「認知症カフェハンドブック」
（クリエイツかもがわ）、「ようこそ、認
知症カフェへ――未来をつくる地域包括
ケアのかたち」（ミネルヴァ書房）。

矢吹知之 Yabuki Tomoyuki

　教育情報学博士。認知症介護研究・研
修仙台センター研修部長。東北福祉大学
総合福祉学部社会福学科准教授。専門は、
社会学、社会福祉学（特に家族介護者支
援）。
　2015年から仙台市にてオランダ式認
知症カフェ「土曜の音楽カフェ♪」を開
催。また、当事者による当事者のための
相談窓口「おれんじドア」の実行委員を
務めている。
　著書に「地域を変える 認知症カフェ
企画・運営マニュアル」「認知症カフェ
読本」（いずれも中央法規出版）など。



と
か
「
楽
し
ん
で
も
ら
わ
な
い
と
…
…
」
と
考
え

す
ぎ
る
と
、負
担
が
で
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

も
っ
と
話
を
し
た
い
と
い
っ
た
要
望
は
大
き
い
も

の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
あ
り
き
で

は
な
く
、
話
を
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
の
ほ
う
が

大
切
で
す
。
具
体
的
に
は
、
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
で
な

く
、
花
を
置
い
て
み
る
と
か
、
B
G
M
を
流
す
な

ど
で
す
。
こ
う
し
た
し
つ
ら
え
と
と
も
に
、
人
と

人
と
を
仲
介
し
た
り
、
会
話
を
つ
な
げ
た
り
す
る

の
が
運
営
者
の
役
割
か
と
思
い
ま
す
。

武
地
◆
関
わ
る
人
た
ち
が
、よ
い
体
調
・
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ン
で
、
自
己
効
力
感
や
楽
し
み
を
持
ち
続
け

て
い
け
る
か
ど
う
か
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

中
澤
◆
認
知
症
カ
フ
ェ
に
期
待
す
る
こ
と
は
ま
す

ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
ね
。
本
日
は
、
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

中澤まゆみ Nakazawa Mayumi

　ノンフィクションライター。全国で講
演活動を続けるとともに、在住の世田谷
区では介護家族・住民目線でシンポジウ
ムや講座を開催。住民を含めた多職種連
携のケアコミュニティ「せたカフェ」を
主宰するほか、「認知症カフェ」「せたが
や居場所サミット」などを開催している。
　「人生100年時代の医療・介護サバイ
バル」（築地書館）、「おひとりさまの終
活」（三省堂）など、医療・介護・福祉・
高齢者問題をテーマにした著書多数。

1 「偏見のない社会づくり」を目的に、「だれでもいつでも来られる
場所であること」を大切にし、「認知症になっても安心できる場づ
くり」を行います。

2 「住み慣れた地域で安心して暮らすこと」を目的に、「一人一人の声」
を大切にし、「多世代・異種混合の場づくり」を行います。

3 「地域とのつながりを持ち安心して生活できること」を目的に、「一
人一人の想いと地域の力」を大切にし、「あらゆること」を行います。

4 「認知症のことをよく知ってもらい、認知症になっても安心して地
域で暮らし続けられること」を目的に、「その人を大切にすること
（尊厳）、気持ちに寄り添うこと」を大切にし、「安心して話せる・
話しを聞く居場所づくり」を行います。

5 「誰にとっても住みやすい街づくり」を目的に、「想いに耳をかた
むけること」を大切にし、「いつでも笑える場の提供」を行います。

6 「地域と本人、家族がつながる居場所づくり」を目的に、「誰もが
参加したいと思える雰囲気づくり」を大切にし、「開催の継続」を
行います。

7 「認知症に親しみ、本人が安心する場所」を目的に、「思いやりの
あるコミュニケーション」を大切にし、「地域等への相互発信」を
行います。

8 「だれもが安心して暮らせる」を目的に、「人と人のつながり、思い」
を大切にし、「絶対なくならないカフェ」を行います。

9 「認知症の理解をすること」を目的に、「1人 1人のつながり」を
大切にし、「お互いさまの地域づくり」を行います。

10「誰でも自分らしく暮らせる地域づくり」を目的に、「認知症カフェ
の理念と協働の精神」を大切にし、「笑顔とやさしさを持った楽し
い居場所づくり」を行います。

11「ワンチーム（誰もが集える）」を目的に、「人とのつながり」を大
切にし、「継続するカフェづくり」を行います。

12「高齢者の生きがい」を目的に、「人とのつながり」を大切にし、「楽
しめる空間の提供」を行います。

13「認知症になられても、なられなくても、安心できる場」を目的に、
「笑顔と優しさ」を大切にし、「地域のつながり」を行います。

14「地域で誰もが安心して暮らせること」を目的に、「本人、介護者
の気持ちを大切にし、本音で語れる場づくり、人と人とのつながり」
を大切にし、「行政への多職種提言、必要なサービスへつなげる、
やりがいを支える、無理せず楽しい時間づくり、偏見が少なくな
るような働きかけ」を行います。

15「認知症の人の居場所づくり」を目的に、「人と人とのつながり」
を大切にし「地域の人々の交流の場づくり」を行います。

16「誰も来られる集いの場」を目的に、「笑顔」を大切にし、「何でも
話せる雰囲気づくり」を行います。

17「認知症になっても安心して笑顔で暮らせる地域づくり」を目的に、
「本人と家族の思い」を大切にし、「誰もが楽しく生活できるサポー
ト」を行います。

18「誰もが安心して住み続けられる」を目的に、「想いや心」を大切
にし、「信頼されるカフェの継続」を行います。

19「認知症に対する理解と共生」を目的に、「本人、家族、地域との交流」
を大切にし、「皆が対等に楽しめる居場所づくり」を行います。

共に作る認知症カフェのこれから
 服部万里子［服部メディカル研究所所長］　

　1992年にアメリカのレーガン元大統領が「親愛な
る国民の皆さん、私はアルツハイマーです」と公表し、
アメリカにおける認知症の理解が変わりました。日本
では 2015年、新オレンジプランで認知症カフェの政策
が出されました。
　朝日新聞厚生文化事業団は 2016年に認知症カフェの
新設への助成金を公募し、創業支援とスタート後の発
表会等率先してカフェ事業に取り組みました。「共に作
る」カフェは、認知症の人の「居場所つくり」「介護者
へのピアサポート」「地域の情報交換、学びの場」とし
ての役割を果たしてきました。
　今、介護が必要になる原因のトップは認知症で、独
居高齢者が増えています。これからは認知症の人と地
域がつながり、認知症の人が地域を変える時代になり
ました。認知症研究の第一人者の長谷川和夫先生が「認
知症を公表」し、実践される姿が、カフェの新たな道
を拓くでしょう。

ともにつくる認知症カフェ
開設応援事業を振り返って

 武地一［前掲］　

　「ともにつくる認知症カフェ開設応援助成事業」第1
期に選ばれた全国24箇所のカフェの活動の助成期間が
終了した。募集・選考において地域活動であること、自
治体等地域の人々からも評価されている運営者による
企画であることなどが重視されたこともあって、北海
道から九州に至るまでの都市部・過疎地域を含む様々な
立地条件ではあるものの、目的意識がしっかりした活
動が行われた。また選ばれたカフェが少なくとも1年
に1回は事業団が企画した研修会を兼ねたこのような
フォーラムに参加し、助成団体以外の仲間とも切磋琢
磨できる環境にあったことも大事だったと感じている。
　認知症カフェは、「認知症になっても普通に地域で暮
らせる拠点となる場所」であり、表現は簡単でも、実
現するのは至難の業というところがある。地域愛やコ
ミュニケーション力に加え、たとえ専門的では無くて
も医学的・科学的センスも求められる。3年間、ほとん
どのグループが脱落することなく走り続け、今後も自
立して継続する力を持った逞しいカフェが育ったよう
に思う。地域にしっかりと根を張ったカフェが更に発
展することを楽しみにしている。

19の宣言フォーラム当日、会場の全19グループがそれぞれ作成した宣言です


