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「
終
活
」の
１
つ「
人
生
会
議
」

　
皆
さ
ん
は「
終
活
」と
い
う
言
葉
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。

　
終
活
と
は「
人
生
の
終
わ
り
に
つ
い
て
考

え
る
活
動
」を
略
し
た
造
語
で
す
。
一
般
的

に
は
、自
分
が
亡
く
な
っ
た
時
の
葬
儀
や
お

墓
、遺
言
の
準
備
や
財
産
相
続
、身
の
回
り

の
生
前
整
理
な
ど
を
行
う
こ
と
と
捉
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、最
近
で
は
、終
活
は
自
分
の
死

後
に
つ
い
て
備
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
ど
う
生
き
る
か
」を
考

え
、今
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
活
動
と

い
う
前
向
き
な
考
え
方
に
変
わ
っ
て
き
て
い

ま
す
。
生
き
て
い
く
上
で
大
切
に
し
た
い
価

値
観
な
ど
自
分
の
考
え
を
整
理
し
、周
り
の

人
に
伝
え
る
方
法
の
１
つ
と
し
て「
人
生
会

議（
Ａ
Ｃ
Ｐ：
ア
ド
バ
ン
ス・
ケ
ア・
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
）」が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
し
も
の
と
き
に
備
え
て

　
人
生
会
議
は
、残
さ
れ
た
人
生
を
ど
の
よ

う
に
過
ご
し
た
い
か
、ど
ん
な
医
療
や
介
護

を
受
け
た
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、周
囲

の
人
と
話
し
合
う
方
法
で
す
。

　
「
自
分
が
ど
う
生
き
た
い
の
か
」「
何
を
大

切
に
し
た
い
の
か
」、
こ
う
い
っ
た
事
を
１

人
で
考
え
る
の
は
難
し
い
も
の
で
す
。
ま

た
、家
族
と
終
活
に
つ
い
て
話
し
合
お
う
と

し
て
も「
縁
起
で
も
な
い
」と
敬
遠
さ
れ
が
ち

で
す
。

　
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る「
も
し
も
の
と
き
」

に
備
え
て
、あ
な
た
の
望
む
生
き
方
、そ
れ

を
支
え
る
医
療
や
介
護
に
つ
い
て
、人
生
会

議
を
通
じ
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
今
回
は
体
験
談
、
専
門
家
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
、
会
議
の
手
順
を
紹
介
し
ま
す
。

問 

高
齢
者
福
祉
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
０
５
５

特集

（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）

    知っていますか？
「人生会議」

～“私らしく”生きるために、周囲の人と話し合いを～

▲これからの生き方について語り合う中之町在住の井藤さん家族
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大
切
に
し
た
い
父
の
思
い

　
「
当
時
、
県
外
に
い
た
私
は
妻
の
電
話
で

父
が
が
ん
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
す

ぐ
に
三
原
に
戻
り
、主
治
医
か
ら
病
状
や
今

後
の
見
通
し
な
ど
を
聞
き
、父
と
話
を
し
ま

し
た
。『
も
う
十
分
生
き
た
。残
り
は
好
き
に

生
き
た
い
』。
父
は
自
分
の
思
い
を
は
っ
き

り
と
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
一
緒
に
住

む
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、遠
く
に
住
む
家
族
み

ん
な
に
そ
の
思
い
を
伝
え
ま
し
た
。
父
ら
し

い
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、私
も
、他
の
家
族

も
、
父
の
思
い
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
、

大
き
な
病
院
で
が
ん
を
治
そ
う
と
い
う
話
に

は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

釣
り
も
竹
細
工
も

　
「
船
乗
り
だった
父
は
釣
り
が
好
き
で
、
病

気
が
分
かって
か
ら
も
近
所
の
友
人
と
釣
り
に

出
掛
け
て
は
、
釣った
魚
を
家
族
に
振
る
舞っ

て
く
れ
ま
し
た
。
地
域
の
人
と
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

に
行
く
の
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
徐
々
に
足
が
弱
っ
て
出
掛
け
る
こ
と
が
難

し
く
な
っ
て
か
ら
も
、父
を
訪
ね
て
来
た
近

所
の
人
と
ワ
イ
ワ
イ
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
、

に
ぎ
や
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

な
じ
み
の
人
と
の
お
し
ゃ
べ
り
や
趣
味
の
竹

細
工
な
ど
、父
が
も
と
も
と
楽
し
み
に
し
て

い
た
こ
と
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
よ

か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「
よ
く
頑
張
っ
た
」 
感
謝
伝
え
る

　
「
衰
弱
し
、
息
苦
し
さ
か
ら
酸
素
吸
入
が

必
要
に
な
っ
て
も
、父
は
好
き
だ
っ
た
お
酒

を
毎
晩
飲
み
、た
ば
こ
を
吸
う
こ
と
を
望
み

ま
し
た
。
い
い
の
だ
ろ
う
か
、と
悩
み
な
が

ら
私
た
ち
家
族
は
、そ
の
希
望
を
受
け
入
れ

ま
し
た
。
呼
吸
が
弱
く
な
る
た
び
、私
た
ち

家
族
は
父
の
そ
ば
で『
頑
張
れ
』と
声
を
掛
け

続
け
ま
し
た
。
家
族
全
員
の
顔
を
見
て
、父

は
静
か
に
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。
最
後
は

『
よ
く
頑
張
っ
た
』と
感
謝
の
思
い
を
伝
え
ま

し
た
」

主
治
医
、看
護
師
、友
人
の
助
言

　
「
主
治
医
の
先
生
は
、
父
の
体
調
に
合
わ

せ
て
往
診
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、

訪
問
看
護
師
さ
ん
も
定
期
的
に
来
て
く
だ
さ

り
、父
の
健
康
状
態
を
チェッ
ク
し
、父
の
話

を
じっ
く
り
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
動
く

の
が
難
し
く
な
る
と
電
動
ベッ
ド
を
、呼
吸
が

苦
し
く
な
る
と
酸
素
吸
入
器
を
、
そ
れ
ぞ
れ

レ
ン
タ
ル
で
き
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
状
態
が
変
わって
い
く
中
で
、ど
う
し
て

い
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
き
、
主
治
医
や
看

護
師
さ
ん
、
友
人
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
人
に
助

言
し
て
い
た
だ
き
、
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
は
感
謝
の
気
持
ち
で
いっ
ぱ
い
で

す
。
振
り
返
って
、
私
は
親
不
孝
を
し
た
と

は
思
い
ま
せ
ん
。
父
は
最
後
ま
で
父
ら
し
く
、

好
き
に
生
き
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
」

　どこでどのように過ごしたいのか。自分の希望を家
族に伝え、最後まで“私らしく”生き抜いた幸崎能地の
向井武人さん（平成27年に86歳でご逝去）。息子の芳郎
さんに話を聞きました。平成26年にがんの診断を受け

た武人さんが選んだのは、「治療は受けず、最後まで好
きなように過ごす」こと。その希望を、芳郎さんたち家
族はどのように受け止め、支えたのでしょうか

　病気になる前と変わらない、好きなものを楽しむ生活を続けられた武人さん。芳郎さんによると、家族や主治
医と日ごろからコミュニケーションをよくとっていたそうです。どんな生き方を選ぶにしても、普段から話し合
いを十分しておくこと、それこそが「人生会議」です。

Interview 最後まで“私らしく”生き抜く  ～叶えられた本人の希望～

▲アルバムを見ながら父の武人さんを懐かしむ芳郎さん

▲ 武人さんが竹細工で
作った船の模型
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なぜ「人生会議」が大切なのか。在宅療養支援を行う専門家に話を聞きました。

Interview

　人生の最終段階をどのように過ごしたいかは人それぞれです。一人ひ
とりの希望に合う医療や介護サービスが提供できるよう、医師や在宅ケ
アコーディネーター、介護支援専門員（ケアマネージャー）などさまざま
な専門職の人たちが連携し支援します。気軽に相談してください。
●病院から家に帰りたい場合の例
　市内の全ての病院には在宅ケアコーディネーターがいま
す。在宅ケアコーディネーターは患者が入院先から自宅に帰
りたいと希望したとき、往診ができる医師の調整をしたり、
介護支援専門員と連携して退院後の医療・介護サービスの提
供体制を整えたりします。
●自宅で療養する場合の例
　医師の指示のもと、必要に応じて看護師や薬剤師、リハビ
リを行う専門職が自宅を訪問し、健康管理を支援します。ま
た、ホームヘルパーは入浴や排せつなどの介護を行います。
●支えてくれる人たちの例
・ ケアマネジャー　本人や家族と相談しながら、ケアプランを立てたり、
介護サービスが利用できるように調整したりします。
・ 訪問看護師　自宅などを訪問して、看護を行います。必要な場合は夜
間や休日も対応します。
・ ホームヘルパー　食事、入浴、排せつなどの体の介護や、掃除や洗濯
などの家事の援助を行います。
・ リハビリを行う専門職　医師の指示で、理学療法士や作業療法士が自
宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

最後まで“自分らしく”をサポート！

阪
田
医
院（
幸
崎
能
地
）　

　
　
医
師
の 

阪
田
英
世
さ
ん

大
切
な
の
は
周
り
の
人
と
の
コ
ミュニ
ケ
ー
ション

「
人
生
会
議
」と
は

　
「
年
齢
を
問
わ
ず
、誰
で
も
命
に
関
わ
る
よ

う
な
病
気
や
け
が
を
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
命
に
危
険
が
迫
っ
た
状
況
に
な
る
と
、

約
７
割
の
人
が
物
事
を
判
断
す
る
力
を
失
う

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。人
生
の
大
事
な
時
に
、

ど
の
よ
う
な
医
療
や
介
護
を
受
け
た
い
の
か

を
決
め
た
り
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
と
き
に
備
え
、
自
分
自
身
が

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
や
自
分
の
受
け
た
い

医
療・介
護
に
つ
い
て
、家
族
な
ど
信
頼
す
る

人
た
ち
や
医
療
従
事
者
な
ど
と
話
し
合
い
、

書
き
留
め
て
お
く
こ
と
を『
人
生
会
議
』と
い

い
ま
す
。
医
療
従
事
者
を
話
し
合
い
に
含
む

の
は
、
誤
っ
た
医
学
的
な
知
識
や
思
い
込
み

に
よ
っ
て
間
違
っ
た
選
択
肢
を
選
ば
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
で
す
」

大
切
に
し
た
い

あ
な
た
の
思
い
の
代
弁
者

　
「
例
え
ば
、あ
な
た
が
認
知
症
に
な
っ
て
し

ま
い
、
い
ろ
い
ろ
な
事
を
判
断
す
る
能
力
が

無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
ま
す
。
命
に
関

わ
る
よ
う
な
決
断
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
あ

な
た
の
思
い
を
代
わ
り
に
伝
え
て
く
れ
る
の

は
、
あ
な
た
が
元
気
だ
っ
た
時
に
何
を
大
切

に
し
、
ど
の
よ
う
な
治
療
を
受
け
た
い
の
か

を
話
し
合
っ
た
、
信
頼
で
き
る
家
族
や
知
人

で
あ
る『
代
理
の
意
思
決
定
者
』で
す
。

　
実
際
に
療
養
中
の
方
の
病
状
が
急
変
し
て

本
人
と
話
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
る

と
、
私
た
ち
医
師
は
病
状
を
説
明
し
、
徹
底

的
に
病
気
と
闘
う
の
か
、
苦
痛
を
取
り
除
く

だ
け
に
す
る
の
か
な
ど
の
治
療
方
針
を
、
家

族
や
近
親
者
に
決
め
て
も
ら
い
ま
す
。
し
か

し
、
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
を
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
大
半
で
す
。
そ
の
場
の
雰

囲
気
や
医
療
従
事
者
の
誘
導
で
返
事
を
し
て

し
ま
い
、自
分
の
出
し
た
答
え
に
つ
い
て『
こ

れ
で
本
当
に
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
』と
悩
み

続
け
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
」

冠
婚
葬
祭
な
ど
家
族
が

集
ま
る
機
会
を
き
っ
か
け
に

　
「『
病
気
や
死
に
つ
い
て
話
す
な
ん
て
縁
起

で
も
な
い
』『
自
分
や
肉
親
の
死
な
ん
て
想
像

で
き
な
い
』と
思
う
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

私
だ
っ
て
自
分
の
死
を
考
え
た
く
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
葬
式
や
法
事
の

時
に
話
を
切
り
出
し
て
み
る
の
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
今
は
コ
ロ
ナ
で
難
し
い
で
す
が
、

年
末
年
始
や
お
盆
な
ど
で
人
が
集
ま
る
時
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
自
分
は
こ
ん
な
事

を
考
え
て
生
き
て
き
た
。
だ
か
ら
で
き
れ
ば

最
後
ま
で
こ
ん
な
風
に
生
き
た
い
』と
信
頼
で

き
る
相
手
に
話
し
始
め
る
と
こ
ろ
か
ら
人
生

会
議
は
始
ま
り
ま
す
。

　
将
来
、
自
分
が
希
望
す
る
医
療
を
受
け
な

が
ら
自
分
ら
し
く
生
き
続
け
る
た
め
に
、
ま

た
自
分
の
代
わ
り
に
治
療
方
針
を
決
め
な
け

れ
ば
い
け
な
く
な
る
人
の
た
め
に
も
人
生
会

議
は
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

専門家に「人生会議」について聞きました「人生会議」ってどんなことをすればいいの？ 
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　次の３つのステップに沿って、まずは自分の考えを整理してみ
ましょう。そして家族やあなたの代わりに意思決定をしてくれる
人・医療従事者に伝えましょう。

あなたが大切にしたいことは何ですか？　チェックしてみてください。（いくつ選んでも結構です）
□ 楽しみや喜びにつながることがある　　　　□ 家族や友人と十分に時間を過ごせる
□ 身の回りのことが自分でできる　　　　　　□ 人生をまっとうしたと感じる
□ 人として大切にされる　　　　　　　　　　□ 先々に起こることを詳しく知っておく
□ 社会や家族で役割が果たせる　　　　　　　□ 望んだ場所で過ごせる
□ 痛みや苦しみが少なく過ごせる　　　　　　□ 他人に弱った姿を見せない　
□ 人の迷惑にならない　　　　　　　　　　　□ 納得いくまで十分な治療を受ける
□ 病気や死を意識せずに過ごす　　　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　まずは、あなたの代わりにあなたの思いを伝えてくれる人（家族や医療従事者など）を決めて、あなたが
大切にしている価値観や人生観を知ってもらいましょう。生活に対する希望や受けたい医療ケアなど、あ
なたのこれからについて具体的に話し合うきっかけにしてください。

　話し合ったことは記録として残しましょう。希望や思いは、時間とともに変化したり、健康状態によっ
て変わったりする可能性があります。その都度、繰り返し考え、話し合い、記録しておきましょう。

抜粋：※１　「ACPの手引き」（広島県地域保健対策協議会制作）

こ
れ
が
Ａ
Ｃ
Ｐ

の
手
引
き
で
す

３

2

1

　『ACPの手引き　豊かな人生とともに～私の心づもり～』（※１）を市内
の各所に置いています。冊子には人生会議（ACP）の手順や詳しいチェッ
クリストなどが書かれています。自分の思いを振り返るワー
クシートも付いています。ぜひ、利用してください。
設置場所　 市役所本庁１階　総合案内コーナー、本郷・久井・

大和支所、各地域包括支援センター、市HPなど

今のあなたの考え方を示しておくことは、将来家族などがあなたの気持ちを考えて判断するのに役立ちます。

「人生会議」ってどんなことをすればいいの？ 

人生会議の進め方

あなたが大切にしたいことを考えましょう

大切な人やかかりつけ医と話し合い、共有しましょう

話し合った結果は書きとめておきましょう

人生会議についての問い合わせ先
※地域包括支援センター（高齢者相談センター）は地域ごとに担当が分
かれています。どのセンターに問い合わせたらいいか分からない場合
は高齢者福祉課に問い合わせてください。
●東部地域包括支援センターどりぃむ（中之町六丁目☎0848・61・4410）
●南部地域包括支援センター三恵苑（城町三丁目☎0848・63・6775）
●中央地域包括支援センター三原市医師会（宮浦一丁目☎0848・63・7100）
●西部地域包括支援センター大空（下北方一丁目☎0848・86・2450）
●北部地域包括支援センターはーもにー（久井町和草☎0847・32・5007）
●高齢者福祉課（市役所本庁１階 ☎0848・67・6055）
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