
愛称は、「人生会議」
Ａ
Ｃ
Ｐ
っ
て
何
？

あなたが
大切にしていることは

何ですか？

「
Ａ
Ｃ
Ｐ
（
ア
ド
バ

ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
）」
と
は
、
人

生
の
最
終
段
階
に
お
け

る
医
療
・
ケ
ア
に
つ
い
て
、
本
人
が
家
族

な
ど
や
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
と
繰
り
返
し
、

話
し
合
う
取
り
組
み
の
こ
と
で
す
。
厚
生

労
働
省
は
、
昨
年
11
月
30
日
に
公
募
し
た

中
か
ら
愛
称
を
「
人
生
会
議
」
に
決
定
し
、

ま
た
、
11
月
30
日
（
い
い
看
取
り
・
看
取

ら
れ
）
を
「
人
生
会
議
の
日
」
と
し
、
人

生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
・
ケ
ア
に

つ
い
て
考
え
る
日
と
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
回
は
、「
Ａ
Ｃ
Ｐ
」
に
つ
い

て
の
取
り
組
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

心
身
の
状
態
に
応
じ
て
意
思
は
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め

　

何
度
で
も　

繰
り
返
し
考
え
、
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

あなたが
信頼できる人は
誰ですか？

信頼できる人や
医療・ケアチームと
話し合いましたか？

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？

話し合いの進め方の例
誰でも、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％の人が医療やケアなどを自分で決めたりすることが困難になる可能性があります。

自らが希望す
る医療や最期

を迎える

場所について
自分自身で前

もって考

え、周囲の信
頼できる人た

ちと話し

合い、共有す
ることが重要

です。

約 4 割の人が「最期は自宅で看取られたい」
　約８割の人が病院で最期を

迎える中、本市の 65 歳以上

の市民の約４割は、自宅で最

期を迎えたいと希望していま

す。しかし、実際は家族への

負担や病状への対応の不安か

ら病院での療養を選択せざる

を得ない現状があります。

　心身の状態に応じて意思は

変化することがあるため繰り

返し考え、話し合うことが重

要です。

介 護 が 必 要 と
なった時の生活
を希望する場所

死期が迫ってい
る時の療養生活
を希望する場所

■最期の時間を過ごす場所が
　　住み慣れた我が家の割合

■自宅で死亡する割合
　　　（平成 29 年）

0
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9

12

15

近江八幡市

　12％
滋賀県
14.1％

自宅
53.9％

自宅
36.3％

（出典：第 7期市総合介護計画ニーズ調査）

（厚生労働省「ＡＣＰ普及・啓発リーフレット」より抜粋）

（出典：平成 29 年滋賀県人口動態統計）

特
集
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特集　愛称は「人生会議」　ＡＣＰって何？

い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
に

  
も
し
も
の
時
の
た
め
に
、
医
療
・
ケ
ア
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
せ
ん
か

　　

自
分
自
身
で
前
も
っ
て
考
え
、
何

度
も
繰
り
返
し
話
し
合
う
「
Ａ
Ｃ
Ｐ
」
。

な
ぜ
、
今
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
か
、

在
宅
療
養
支
援
病
院
で
あ
る
ヴ
ォ
ー

リ
ズ
記
念
病
院
理
事
長
の
三み

つ

な

み

ッ
浪
健

一
さ
ん
に
在
宅
医
師
の
立
場
か
ら
お

話
し
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

当
院
に
も
医
療
療
養
病
棟
が
あ
り
、
多

く
の
患
者
さ
ん
が
中
心
静
脈
栄
養
（
心
臓

に
近
い
太
い
静
脈
か
ら
高
濃
度
の
栄
養
輸

液
を
行
う
）
や
経
鼻
経
管
療
法
（
鼻
か
ら

管
を
通
し
て
胃
へ
直
接
栄
養
を
届
け
る
）

を
受
け
な
が
ら
、
長
期
の
療
養
生
活
を

送
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
多
く
の
人
が
、

自
ら
の
意
思
で
そ
れ
ら
の
治
療
法
を
選
ば

れ
た
の
で
は
な
く
、
家
族
の
意
向
に
よ
る

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
そ
の
患

者
さ
ん
に
と
っ
て
最
善
の
治
療
で
あ
る
の

か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
よ

く
あ
り
ま
す
。
治
療
を
行
う
者
と
し
て
は
、

患
者
さ
ん
の
そ
の
時
点
に
お
け
る
意
向
を

最
大
限
に
尊
重
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
時
点
で
自
ら
の

明
確
な
意
思
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
人
は

極
め
て
ま
れ
で
す
。
従
っ
て
、
元
気
な
頃

か
ら
、
人
生
の
目
標
や
価
値
観
、
将
来
の

医
療
に
関
す
る
望
み
に
つ
い
て
、
自
分
が

信
頼
で
き
る
人
や
医
療
者
と
話
し
合
っ
て

お
く
こ
と
に
よ
り
、
自
分
が
意
思
決
定
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
に
備
え
る
こ
と
は
大
事

だ
と
考
え
ま
す
。

　

意
思
決
定
が
で
き
な
く
な
る
病
気
や
け
が

は
、
い
つ
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
Ａ
Ｃ

Ｐ
を
始
め
る
の
は
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
う
が

よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
何

ら
か
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
時
が
始
め
る

チ
ャ
ン
ス
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

高
血
圧
・
糖
尿
病
・
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血

症
な
ど
の
慢
性
病
が
見
つ
か
っ
た
と
き
、
が

ん
な
ど
の
命
に
関
わ
る
病
気
が
見
つ
か
っ
た

と
き
、
あ
る
い
は
体
力
が
弱
っ
て
病
院
へ
の

通
院
が
困
難
と
な
り
在
宅
医
療
を
受
け
始
め

る
と
き
な
ど
が
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
始
め
る
チ
ャ
ン

ス
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、
自
分
で
意
思
決
定
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
に
代
わ
り
に
意
思
決
定
を
し
て

ほ
し
い
、
自
分
が
最
も
信
頼
で
き
る
人
を
選

ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
人
に
は
日
頃
か

ら
、
自
分
の
価
値
観
や
人
生
観
、
自
分
が
ど

こ
で
ど
の
よ
う
な
治
療
を
受
け
た
い
の
か
な

ど
に
つ
い
て
十
分
に
話
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
と
き
に
重
要
な
の
は
、「
ど
こ
で
ど

の
よ
う
な
治
療
を
受
け
た
い
の
か
」
に
つ
い

て
は
、
そ
の
時
の
病
状
に
よ
っ
て
変
化
し
う

る
こ
と
を
考
慮
し
て
お
く
こ
と
で
す
。「
最

期
は
自
宅
で
」
と
考
え
て
い
て
も
、
と
て
も

苦
し
く
な
っ
て
、
そ
の
苦
し
み
が
一
時
的
に

入
院
し
て
治
療
を
受
け
て
治
ま
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
う
し
た
い
と
思
う
人
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
い
ろ
い
ろ
な
状
況
を
想
定
し
、
ま
た
、

状
態
が
変
わ
る
ご
と
に
繰
り
返
し
て
、
自
分

が
ど
う
し
て
ほ
し
い
の
か
に
つ
い
て
代
理
意

思
決
定
者
と
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事

で
す
。

　

ま
た
、
延
命
治
療
と
し
て
問
題
に
な
る
心

肺
蘇
生
、
気
管
内
挿
管
、
人
工
呼
吸
器
、
中

心
静
脈
栄
養
、
経
鼻
経
管
療
法
な
ど
も
、
治

癒
が
不
可
能
な
病
気
に
つ
い
て
は
、
患
者
さ

ん
に
と
っ
て
有
効
な
も
の
で
は
な
く
、
負
担

に
な
り
う
る
も
の
で
す
が
、
回
復
の
見
込
み

が
あ
る
病
態
に
つ
い
て
は
有
効
な
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
回
復
の
見
込
み
の
有
無
を
十
分
に

検
討
し
た
上
で
の
選
択
が
、
患
者
や
家
族
の

満
足
度
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
に
注
意
す
る

べ
き
で
す
。

市
民
一
人
一
人
が
で
き
る
こ
と
は

　

意
思
決
定
が
で
き
な
く
な
る
病
気
や
け
が

は
、
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
普

段
の
元
気
な
と
き
か
ら
、
自
分
が
信
頼
で
き

る
人
に
、
自
分
の
価
値
観
や
人
生
観
、
自
分

が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
治
療
を
受
け
た
い
の

か
に
つ
い
て
話
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

自
分
の
親
や
兄
弟
・
姉
妹
な
ど
の
価
値
観
や

人
生
観
、
望
む
医
療
に
つ
い
て
、
日
頃
か
ら

耳
を
傾
け
る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
た

ち
に
意
思
決
定
が
で
き
な
く
な
る
病
気
や
ケ

ガ
が
起
っ
た
と
き
に
、
良
き
代
理
意
思
決
定

者
と
な
れ
る
よ
う
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

三ッ浪健一さん

　（ヴォーリズ記念病院 理事長）

　地域のすべての人が、住み慣れ
た地域や自宅でいつまでも、自分
らしく生きがいをもって暮らすこ
とができるよう、地域包括ケアの
推進に力を注いでいます。

特集　愛称は「人生会議」　ＡＣＰって何？

Ａ
Ｃ
Ｐ
を
行
う
に
あ
た
り

　
　
　

大
切
な
こ
と
は
何
で
す
か

な
ぜ
今
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
が

　
　

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か

い
つ
か
ら
始
め
た
ら
い
い
の
で
す
か
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「
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
が
あ
っ
て
も
医
療
機
器
を
必
要
と

さ
れ
て
い
て
も
、
最
期
ま
で
ご
本
人
や
家
族
の
思
い

に
寄
り
添
い
柔
軟
に
対
応
で
き
る
の
が
強
み
で
す
」

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

　
　

「
友
愛
の
家
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
」
で
の
取
り
組
み

　

在
宅
医
療
介
護
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
に
お
け
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
「
友
愛
の
家
ヴ
ォ
ー
リ

ズ
」
管
理
者
の
向む

こ
う

 

美み

ほ保
さ
ん
に
お
話

を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
」
の
特
徴
と
魅
力
を

教
え
て
く
だ
さ
い

　

当
事
業
所
は
、
県
内
５
番
目
（
東
近

江
圏
内
で
は
初
め
て
）
の
施
設
と
し
て

平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
５
月
１
日
に

開
設
し
２
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
。

　
『
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
（
通
称
：
看
多
機
）』
は
、「
訪
問

看
護
事
業
」
と
「
小
規
模
多
機
能
事
業
」

を
組
み
合
わ
せ
た
事
業
で
、「
訪
問
（
看

護
・
介
護
）」「
通
い
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）」

「
泊
ま
り
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）」「
ケ

ア
プ
ラ
ン
作
成
」
と
統
括
的
に
支
援
さ

せ
て
い
た
だ
く
介
護
保
険
の
地
域
密
着

型
事
業
で
す
。
医
療
依
存
度
の
高
い
人

に
も
対
応
し
、
人
生
の
最
期
ま
で
、
住

み
慣
れ
た
ご
自
宅
な
ど
で
暮
ら
せ
る
よ

う
に
支
援
し
ま
す
。
ご
利
用
は
、
29
人

の
登
録
制
で
、
要
介
護
の
認
定
を
受
け

ら
れ
た
人
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
に
お
け
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

　

当
事
業
所
で
は
、『
最
期
ま
で
安
心

し
て
、
そ
の
人
ら
し
く
生
活
で
き
る
よ

う
、温
も
り
の
あ
る
ケ
ア
で
寄
り
添
う
』

こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
が
ん
や
認
知
症

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ご
病
気
を
お
持
ち
で

も
独
居
の
人
で
も
今
後
の
生
活
に
つ
い

て
一
緒
に
考
え
、で
き
る
だ
け
ご
本
人
・

ご
家
族
の
希
望
に
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う

24
時
間
・
３
６
５
日
営
業
で
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

あ
る
利
用
者
さ
ん
に
は
、「
も
う
あ
と

ど
の
く
ら
い
生
き
ら
れ
る
か
わ
か
ら
へ
ん

け
ど
最
期
ま
で
頼
む
わ
な
」
と
言
っ
て
い

た
だ
い
た
り
、
あ
る
利
用
者
さ
ん
の
ご
家

族
は
、「
す
ご
く
頼
り
に
な
り
ま
す
。
何

か
あ
っ
て
も
す
ぐ
相
談
で
き
る
し
、
預

か
っ
て
も
ら
え
る
。
安
心
し
て
任
せ
ら
れ

ま
す
」
と
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
り
し
て
い

ま
す
。
昨
年
は
、
５
人
の
利
用
者
を
看
取

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
期
の
場
所
は
、
ご
自
宅
や
当
事
業

所
・
病
院
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
あ

り
ま
す
が
、
よ
く
話
し
合
い
、
で
き
る
だ

け
ご
本
人
・
ご
家
族
が
満
足
し
て
い
た
だ

け
る
「
最
終
章
（
療
養
生
活
）」
と
な
る

よ
う
職
員
一
同
努
め
て
い
ま
す
。

「友愛の家ヴォーリズ」（北之庄町）の施

設正面（上）

　　施設内のデイルームの日常風景（右）

友愛の家ヴォーリズ
管理者　向　美保さん

デイサービス利用者の問いかけに耳を傾

ける向さん

特集の問い合わせ　長寿福祉課 TEL(31)3737・FAX(31)3738
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もしもの時のことを

　　　考えてみませんか

　
　人生の最期は年齢に関わらず、いつ訪れるかわかりません。
その場合、多くの場面で自らの意思決定をすることが困難で
あるといわれています。
　市では、自分自身と家族の最終段階における医療やケアの
あり方を自

じ ぶ ん ご と

分事として、ご家族や周囲の信頼できる人たちと
話し合っていただきたいと考え「今、考える私のエンディン
グ」を作成しております。ご家族などとの今後の生活につい
て話し合うきっかけとしてご活用ください。

エンディングノートは、市のホームページから
ダウンロード・印刷できます。最初の画面右上
のサイト内検索から入れます。 サイト内検索エンディングノート１ページ

２ページ

３ページ

　皆さんは、かかりつけ医をもっておられますか。かかりつけ医は「健康に関する
ことを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼
りになる医師」と位置付けられています。超高齢社会へと進む中、かかりつけ医は
病気や生活習慣などを知った上で継続的に診察を行い、さまざまな健康問題も気軽
に相談できます。また、家族が見逃しがちな認知症の症状に気付いたり、地域に密
着した存在なので、必要に応じて、地域包括支援センターやケアマネジャーと連携
していただけます。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよ
う、日頃から心配なことがあれば相談できるかかりつけ医を見つけておきましょう。

「かかりつけ医」を持つことの重要性

特集　愛称は「人生会議」　ＡＣＰって何？

認知症地域支援推進員の情報発信コーナー
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