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自
宅
な
ど
で
受
け
ら
れ
る
医
療

﹁
在
宅
医
療
﹂

自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に

誰
も
が
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
高
齢
化

　

日
本
の
総
人
口
が
減
少
す
る
中
、
65

歳
以
上
の
人
口
の
割
合
は
上
昇
を
続
け

て
い
ま
す
。
２
０
２
５
年
に
は
、
３
人

に
１
人
が
65
歳
以
上
、
５
人
に
１
人
が

75
歳
以
上
の
高
齢
者
に
な
り
、
加
齢
に

伴
っ
て
複
数
の
疾
病
を
抱
え
た
り
、
医

療
と
介
護
の
両
方
を
必
要
と
す
る
人
が

増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
国
の
計
画
に
よ
る
と
人
口

減
少
な
ど
を
見
据
え
て
、
入
院
に
必
要

な
病
床
数
の
減
少
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

家
族
や
自
分
自
身
が
、
治
る
見
込
み
が

な
い
病
気
に
な
っ
た
り
、
介
護
が
必
要

と
な
っ
た
時
、
今
後
を
ど
の
よ
う
に
過

ご
す
か
、
誰
も
が
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

最
期
の
時
を
ど
こ
で
過
ご
す
か

　
「
万
が
一
、
治
る
見
込
み
が
な
い
病

気
に
な
っ
た
ら
、
最
期
を
ど
こ
で
迎
え

た
い
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、

全
国
的
な
調
査
で
は
約
５
割
の
人
は

「
自
宅
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
市
が
行
っ
た
市
民
へ
の
聞

き
取
り
調
査
で
は
、「
自
宅
」
と
回
答

し
た
人
は
約
３
割
で
、「
医
療
機
関
」

と
回
答
し
た
人
の
方
が
多
い
結
果
と
な

り
ま
し
た
。（
図
１
）

自
宅
な
ど
で﹁
在
宅
医
療
﹂を

利
用
す
る

　

在
宅
医
療
と
は
、
自
宅
な
ど
の
生
活

の
場
に
医
師
や
看
護
師
が
訪
問
し
て
、

診
療
、
処
置
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

必
要
に
応
じ
て
薬
の
確
認
や
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
調
整
な
ど
、
地
域
の
医

療
・
介
護
の
専
門
職
と
連
携
し
ま
す
。

（
図
２
）

受
け
ら
れ
る
医
療
・
看
護
の
内
容

　

在
宅
医
療
は
、
自
宅
や
施
設
な
ど
で

過
ご
し
て
い
て
、
通
院
が
難
し
い
人
が

対
象
で
す（
図
３
）。
年
齢
や
病
気
に
よ

る
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
に
が
ん
の

終
末
期
や
脳
卒
中
、
難
病
を
患
っ
て
い

る
人
が
多
く
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

医
療
保
険
の
適
用
に
よ
り
、
病
院
で

行
わ
れ
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
治
療
や

処
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
本
人
や
家
族

で
管
理
で
き
る
治
療
法
も
あ
り
ま
す
。

要
介
護
認
定
が
あ
る
人
は
、
併
せ
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

利
用
に
向
け
て
よ
く
相
談
し
ま
し
ょ
う

　

在
宅
医
療
を
利
用
し
て
自
宅
な
ど
で

過
ご
す
こ
と
が
、
全
て
の
人
に
と
っ
て

良
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
専
門
的
な
検

査
や
治
療
が
必
要
な
時
、
本
人
や
家
族

の
不
安
や
負
担
が
大
き
い
時
な
ど
は
、

入
院
や
施
設
入
所
を
選
択
す
る
方
が
良

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

在
宅
医
療
を
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、

本
人
や
家
族
の
状
況
を
踏
ま
え
、
病
院

の
相
談
員
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
に
よ

く
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

切
れ
目
な
く
支
援
す
る

仕
組
み
づ
く
り

医
療
と
介
護  

連
携
の
課
題

　

帯
広
市
で
は
、
主
に
在
宅
で
療
養

す
る
患
者
を
支
援
す
る
「
在
宅
療
養
支

援
診
療
所
」
の
数
が
、
全
国
平
均
よ
り

も
少
な
い
現
状
が
あ
り
ま
す
（
図
４
）。

ま
た
、
病
院
か
ら
距
離
が
離
れ
て
い
て
、

訪
問
診
療
や
往
診
に
対
応
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
（
医
師
に
よ
る
訪
問
診
療
・

往
診
可
能
な
距
離
は
原
則
片
道
16
キ
ロ

以
内
）、
在
宅
医
療
を
望
む
全
て
の
人

へ
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
届
け
ら
れ
て
い
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
「
医
療
と
介
護
の
連
携
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
」「
住
民
の
皆
さ
ん
の
望

み
を
か
な
え
る
た
め
に
必
要
な
対
応
策

は
何
か
」
に
つ
い
て
、
医
師
や
看
護
師

な
ど
の
医
療
職
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
介
護
職
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
や
市
職
員
が
定
期

的
に
集
ま
っ
て
議
論
を
重
ね
て
い
ま
す
。

正
し
く
理
解
し
、
思
い
を
伝
え
る

　

在
宅
医
療
は
、
皆
さ
ん
の
正
し
い
理

解
が
と
て
も
大
切
で
す
。
市
で
は
、
在

宅
医
療
の
現
状
や
今
後
の
見
通
し
を
お

知
ら
せ
し
、
そ
の
上
で
「
自
分
ら
し
い

最
期
」
に
つ
い
て
皆
さ
ん
が
考
え
る
機

会
を
持
て
る
よ
う
に
取
り
組
み
を
進
め

て
い
ま
す
。「
時
々
入
院
し
て
も
い
い

け
れ
ど
、
最
期
ま
で
自
宅
で
過
ご
し
た

い
」
そ
の
よ
う
に
思
い
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
人
が
一
人
で
も
増
え
る
よ
う
、

一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

健
康
推
進
課
（
東
８
南
13
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
、
☎
25
・
９
７
２
１
）

　
治
る
見
込
み
が
な
い
病
気
に
な
っ
た
時
や
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
、
今
後
を
ど
う
過
ご
し
た
い
で
す
か
。
多
く
の
人
が
病
院

で
最
期
の
時
を
迎
え
る
中
、
自
宅
な
ど
で
「
在
宅
医
療
」
を
利
用
し
て
過
ご
す
こ
と
を
選
択
す
る
人
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　町内会などの地域の集まりに職員が出向
いて、市の高齢化の現状や在宅医療の制度に
ついて紹介し、一人ひとりが望む「最期の過
ごし方」を考えるきっかけづくりをお手伝い
します。
　開催希望日の 30 日前までに、健康推進課
に相談してください。費用は無料ですが、会
場は申込者が用意してください。

多職種で
療養生活を
支えます
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行　政

　病院などの医療施設　　自宅　■子どもや親戚の家

平成24年度　内閣府
「高齢者の健康に関する
意識調査」
※55歳以上男女約2000人

帯広市出前健康講座での
聞き取り結果
（平成28年10月～平成29年3月）
※おおむね65歳以上男女834人
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■高齢者向けのケア付き住宅や福祉施設　■分からない

6.9%6.9%

自宅で
療養している患者で
通院が難しい人

医師が必置となっていない
施設の入所者などで
通院が難しい人

医療機関

在宅医療はどんな人が対象なの？

平成28年10月現在
地域医療情報システムより
（日本医師会）

全国
平均 11.43

帯広 2.36

在宅医療・介護ネットワーク会議の様子

「最期の過ごし方」について
一緒に考えませんか

図１　「最期をどこで迎えたいですか」に対する回答

図２　在宅医療に関わる職種

図４　在宅療養支援診療所
（人口10万人当たりの施設数）

図３


