
在
宅
医
療
と
は

在
宅
医
療
は
、
自
宅
な
ど
で
病
気
の
診

察
、
治
療
、
処
置
な
ど
を
受
け
る
方
法
で

す
。
退
院
後
も
治
療
が
必
要
で
、
医
療
機

関
へ
の
通
院
が
難
し
い
患
者
さ
ん
な
ど

が
、
住
み
慣
れ
た
場
所
で
、
日
常
的
に
医

療
や
介
護
を
受
け
な
が
ら
療
養
生
活
を
送

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

在
宅
医
療
に
は
、
医
師
が
日
常
的
な
治

療
や
健
康
管
理
な
ど
を
行
う
訪
問
診
療

や
、
歯
科
医
等
が
口
腔
機
能
の
維
持
・
管

理
を
行
う
訪
問
歯
科
診
療
、
薬
剤
師
が
服

薬
指
導
を
行
う
訪
問
薬
剤
管
理
な
ど
が
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
職
が
在
宅
医
療
を

支
え
て
い
ま
す
。

全
国
的
に
高
齢
化
が
進
む
中
、
病
院
の

ベ
ッ
ド
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
や
、
最
期

ま
で
自
宅
で
の
暮
ら
し
を
希
望
す
る
方
が

増
え
る
な
ど
、
在
宅
医
療
の
必
要
性
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。

在
宅
医
療
を
受
け
る
に
は

鴻
巣
市
で
も
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る

在
宅
で
の
管
理
や
指
導
の
利
用
延
べ
回
数

は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
訪
問
診
療
を
受
け
よ
う
と

思
っ
て
も
、
医
療
機
関
が
対
応
し
て
い
な

か
っ
た
り
、
医
療
機
関
に
よ
っ
て
訪
問
で

き
る
範
囲
（
距
離
）
が
決
ま
っ
て
い
る
た

め
、す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

ま
ず
は
、
健
康
に
関
す
る
こ
と
を
何
で

も
相
談
で
き
る
「
か
か
り
つ
け
医
」
を
持

ち
、
い
ざ
と
い
う
と
き
相
談
で
き
る
環
境

を
整
え
ま
し
ょ
う
。

自
宅
な
ど
で
医
療
を
受
け
る
と
い
う
選
択
肢

30,000回

25,000回

20,000回

15,000回

10,000回

5,000回

0回

在宅での管理や指導の利用回数
（鴻巣市内の介護サービスの延べ回数）

R5 （年度）R4R3R2R1

10,9119,7978,8997,6946,804

4,9864,4644,3484,1494,179

12,498
10,020

8,096
6,2025,399

28,395
24,281

21,343
18,04516,382

■医師　　■歯科医　　■薬剤師

出典：介護給付（居宅療養管理指導）実績

在宅医療・
介護連携情報

特集

在
宅
医
療

　
い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に

問
合
せ
　
介
護
保
険
課
（
内
線
２
６
８
６
）

　
　
　
　

健
康
づ
く
り
課
（
☎
５
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３–

１
５
６
１
）

22024.９



在宅医療を受けたいと思ったときは？

かかりつけ医に
在宅医療について相談

かかりつけ医が在宅医療をやっている

かかりつけ医がいる

鴻巣地区　　　　　　　　　　　　　　　　 
在宅医療連携センター、地域包括支援センター

などに相談する

病院の
医師、看護師、

医療相談室（ソーシャルワーカーなど）
に相談する

病院で入院治療中自宅や施設などから
通院治療中

はい

はい いいえ 状況に応じて

いいえ

か
か
り
つ
け
医
と
は

日
頃
か
ら
健
康
に
関
す
る
こ
と
を
何
で

も
相
談
で
き
、
身
近
に
い
て
頼
り
に
な
る

医
師
の
こ
と
で
す
。

継
続
的
に
同
じ
医
師
の
診
療
を
受
け
る

こ
と
で
、
体
質
や
ア
レ
ル
ギ
ー
、
日
頃
の

生
活
習
慣
、
こ
れ
ま
で
に
か
か
っ
た
病
気

や
、
出
や
す
い
症
状
な
ど
を
把
握
し
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
、
病
気
の
早
期
発
見
や

予
防
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

万
が
一
、
専
門
的
な
検
査
や
治
療
が
必

要
に
な
っ
た
場
合
は
、
症
状
に
応
じ
た
専

門
医
療
機
関
を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
紹
介
状
を
持
っ
て
行
く
こ
と

で
、
ス
ム
ー
ズ
に
受
診
で
き
、
自
分
で
医

療
機
関
を
探
す
よ
り
も
、
よ
り
的
確
に
よ

り
早
く
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

か
か
り
つ
け
医
の
探
し
方

健
康
診
断
や
予
防
接
種
な
ど
の
機
会
に

身
近
な
医
療
機
関
に
行
く
こ
と
が
、
か
か

り
つ
け
医
を
見
つ
け
る
き
っ
か
け
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
医
療
機
関
の
適
切
な
選
択

を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
医
療

情
報
ネ
ッ
ト
」
や
鴻
巣
市
医
師
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
探
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
が
在
宅
医
療
に
対
応
し

て
い
る
場
合
も
あ
り
、
対
応
し
て
い
な
け

れ
ば
適
切
な
医
師
を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

特集 在宅医療　いつまでも住み慣れた地域で暮らすために

❶ かかりつけ医に伝えたいこと
はメモにして準備しましょう

❷ より良い関係づくりには相互
に責任と努力が必要です

❸ かかりつけ医にこれからの
見通しを率直に聞くことが大
切です

❹ 受診後の変化について、良
くなっても悪くなってもかか
りつけ医に伝える努力をしま
しょう

❺ 治療効果を上げるためにお
互いに理解が必要です

かかりつけ医と良い関係を築く

5つのポイント

医療情報ネット

鴻巣市医師会
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―
か
か
り
つ
け
医
の
仕
事
は
ど
ん
な
も
の

で
す
か

か
か
り
つ
け
医
の
仕
事
は
、
患
者
さ
ん

に
対
し
て
一
つ
の
診
断
を
出
せ
ば
い
い
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
の
家

族
構
成
や
生
活
環
境
、
経
済
状
況
と
い
っ

た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
把
握
し
た
う
え

で
、
そ
の
患
者
さ
ん
と
今
後
ど
う
し
て
い

く
べ
き
か
を
一
緒
に
考
え
て
い
く
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
総
合
診
療
医

や
フ
ァ
ミ
リ
ー
ド
ク
タ
ー
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

―
か
か
り
つ
け
医
は
ど
の
よ
う
に
選
べ
ば

い
い
で
す
か

初
診
で
か
か
り
つ
け
医
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
何
回
か
通
院

を
繰
り
返
し
て
い
く
中
で
、「
こ
の
先
生

は
信
用
で
き
る
な
」「
こ
の
先
生
な
ら
自

分
の
身
体
を
任
せ
ら
れ
る
な
」
と
思
え
る

お
医
者
さ
ん
が
い
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医

に
選
ん
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

―
か
か
り
つ
け
医
と
し
て
大
事
に
し
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

患
者
さ
ん
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
な

る
べ
く
知
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
高
齢
の
患
者
さ
ん
の
血
圧
が
高
く
て

も
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い

れ
ば
、「
ま
た
家
族
と
ケ
ン
カ
し
た
の
？
」

と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
高
血
圧
が
病

気
に
よ
る
も
の
か
、
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
一

時
的
な
も
の
な
の
か
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

―
在
宅
医
療
で
は
ど
の
よ
う
な
患
者
さ
ん

を
診
て
い
ま
す
か

褥
瘡
（
じ
ょ
く
そ
う
・
床
ず
れ
）
や
脳

梗
塞
、
看
取
り
と
いっ
た
患
者
さ
ん
が
多
い

で
す
。
治
療
を
す
る
際
は
、
患
者
さ
ん
と

家
族
の
考
え
を
よ
く
聞
き
、
ど
う
し
て
ほ

し
い
か
と
い
う
点
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

―
在
宅
医
療
の
今
後
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
す
か

今
後
、
高
齢
者
の
増
加
に
伴
っ
て
、
在

宅
医
療
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
と
思
い

ま
す
。
か
か
り
つ
け
医
と
し
て
担
当
し
て

い
る
高
齢
の
患
者
さ
ん
が
、
通
院
で
き
な

く
な
り
、
在
宅
医
療
に
移
行
す
る
ケ
ー
ス

が
多
い
で
す
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
鴻
巣
市
の
自

鴻
巣
地
区
在
宅
医
療
連
携
セ
ン
タ
ー

�

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　

伊
藤
さ
ん

患
者
と
医
師
を
つ
な
ぐ

鴻
巣
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
26

年
間
、
訪
問
看
護
師
と
し
て
働
い
て
い

ま
す
。
平
成
28
年
に
鴻
巣
地
区
在
宅
医

療
連
携
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
か
ら

は
、
患
者
さ
ん
と
医
師
を
つ
な
ぐ
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
も
働
い
て
い
ま

す
。コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
大
事
に

し
て
い
る
の
は
、
丁
寧
に
よ
く
話
を
聞

い
て
、
患
者
さ
ん
が
何
を
必
要
と
し
て

い
る
の
か
く
み
取
る
こ
と
で
す
。

た
だ
医
師
を
紹
介
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
患
者
さ
ん
が
ど
ん
な
こ
と
に

困
っ
て
い
る
の
か
聞
き
取
る
こ
と
で
、

患
者
さ
ん
の
抱
え
て
い
る
問
題
の
本
質

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
患

者
さ
ん
の
病
状
や
性
格
に
合
っ
た
医

師
を
紹
介
で
き
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
し
か
し
、「
今
、
具
合
が
悪
い
の

で
す
ぐ
に
来
て
く
れ
る
先
生
は
い
な
い

か
」
と
い
う
相
談
は
、
対
応
が
難
し
い

で
す
。

自
分
の
最
期
を
考
え
て
お
く
こ
と

日
本
人
は
縁
起
で
も
な
い
と
い
っ

て
、
人
生
の
最
期
に
つ
い
て
考
え
る
の

を
敬
遠
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
元
気

自分を看取ってほしいと思える
お医者さんを見つけること
かかりつけ医や在宅医療について、実際に鴻巣市で
訪問診療を行っている大塚医院院長の大塚先生に
お話を伺いました。

　　　　　　　　大塚医院　院長　大塚　健二 先生
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宅
で
最
期
を
迎
え
た
い
と
い
う
、
看
取
り

を
希
望
す
る
患
者
さ
ん
が
増
え
て
き
て
い

る
印
象
が
あ
り
ま
す
。

在
宅
医
療
で
お
困
り
の
際
は
、
在
宅
医

療
連
携
セ
ン
タ
ー
に
相
談
す
る
の
も
い
い

と
思
い
ま
す
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
方

が
、
患
者
さ
ん
と
医
師
の
間
で
調
整
を
し

て
く
れ
る
の
で
、
医
師
と
し
て
も
助
か
っ

て
い
ま
す
。

―
市
民
の
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と
は

あ
り
ま
す
か

皆
さ
ん
に
は
、
元
気
な
う
ち
に
自
身
の

将
来
に
つ
い
て
家
族
と
話
し
合
い
、
人
生

の
ど
こ
か
で
一
度
、
自
分
を
看
取
っ
て
ほ

し
い
と
思
え
る
信
用
で
き
る
お
医
者
さ
ん

を
見
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

募　　集　２グループ（先着順）
対　　象　�鴻巣市内の会場・駐車場を確保でき、15人以

上受講できるグループ（市内在住の方）
講　　師　大塚健二先生（大塚医院）又は
　　　　　竹内幾也先生（たけうちクリニック）
内　　容　在宅医療、人生会議とは
　　　　　�看護師・保健師による個別健康相談（血圧測

定など）
費　　用　無料
所要時間　₁時間程度　
そ の 他　参加者にエンディングノートをプレゼント
申 込 み　�平日９時～17時に電話又はFAXで鴻巣地区

在宅医療連携センター（☎594-6912・
FAX594-6914）�

だれでも、いつでも、命に関わる大きな病
気やケガをする可能性があります。
命の危険が迫った状態になると、約70％

の方が、医療やケアなどを自分で決めたり、
望みを人に伝えたりすることができなくなる
と言われています。
自らが希望する医療やケアを受けるため

に、大切にしていることや望んでいること、
どこでどのような医療やケアを望むかを、自
分自身で前もって考え、繰り返し話し合い、
周囲の信頼する人たちと共有する「人生会
議（ACP：アドバンス・ケア・プランニン
グ）」をしておくことが重要です。

な
う
ち
に
こ
そ
、
自
分
が
ど
ん
な
最
期

を
迎
え
た
い
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

家
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
る
前
に
、
身

体
が
動
か
な
く
な
る
前
に
、
家
族
や

か
か
り
つ
け
医
と
自
身
の
希
望
す
る
医

療
や
ケ
ア
に
つ
い
て
繰
り
返
し
話
し
合

い
、
共
有
し
て
お
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

▲診療のための器具を取りそろえた訪問セット

エンディングノート

 出前講座参加グループ募集

　「終活」という言葉をご存じですか？
　終活とは、自分の死を意識して、より良
い最期を迎えるための準備のことです。
　エンディングノートは、自分の人生を振り
返るとともに、終末期や死亡時の希望など、
残された家族がさまざまな判断や手続きを
する際に困らないよう、必要な情報を書き
残すためのものです。
　最期まで自分らしく生きるため、残される

家族のためにも、エンディン
グノートを活用してみましょう。

※�現在、エンディングノート
は個別に配布していません。
必要な方は市HP
からダウンロード
してください

繰り返し考え
話し合い
ましょう

話し合いの結果を
大切な人たちに

伝えて共有しましたか？

あなたが
大切にしている
ことはなんですか？

信頼できる人や
医療・ケアチームと
話し合いましたか？

あなたが
信頼できる人は
誰ですか？

もしもの時のために 人生会議

市HP

特集 在宅医療　いつまでも住み慣れた地域で暮らすために
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