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市
の
高
齢
化
率（
65
歳
以
上

高
齢
者
の
割
合
）は
、年
々
増
加

し
て
い
て
、団
塊
の
世
代（
昭
和

22
年
〜
24
年
生
ま
れ
の
世
代
）

が
す
べ
て
75
歳
を
超
え
る
平
成

37
年（
2
0
2
5
年
）頃
に
は
、

30
%
を
超
え
る
と
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

高
齢
者
全
体
の
う
ち
75
歳
以

上
の
方
が
占
め
る
割
合
は
、平
成

17
年
に
は
50
%
で
し
た
が
、平
成

37
年
に
は
58
%
に
推
移
す
る
と

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。（
図
1
参

照
）

　
一
般
的
に
、75
歳
以
上
の
方
は
、

65
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
方
と
比

較
す
る
と
、医
療
や
介
護
が
必
要

な
状
態
に
な
り
や
す
い
と
い
わ
れ

て
い
て
、医
療
や
介
護
が
必
要
な

方
が
、今
後
ま
す
ま
す
増
え
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

急
速
な
高
齢
化
に
伴
っ
て
、介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
高
齢
者

の
数
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、認
定
者
数
の
増
加
と
と

も
に
、介
護
給
付
費（
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
）は
、平

成
27
年
に
は
10
年
前
の
約
1.5
倍

の
１
５
９
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
図
2
参
照
）

　

高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
、さ
ら

に
増
え
続
け
る
医
療
や
介
護
の

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
に
伴
う
大
き
な
課
題

の一つ
が「
高
齢
者
の
み
の
世
帯
」

の
増
加
で
す
。

　

市
で
も
そ
う
し
た
世
帯
の
割

合
は
年
々
増
加
し
て
い
て
、平
成

27
年
に
は
全
世
帯
の
21
．１
%

（
約
５
世
帯
に
１
世
帯
）と
な
っ
て

い
ま
す
。（
図
３
参
照
）

　
一
人
暮
ら
し
な
ど
で
介
護
を
し

て
く
れ
る
家
族
の
い
な
い
高
齢
者

を
支
え
る
、地
域
で
の
支
援
体
制

づ
く
り
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。

　

認
知
症
は
誰
も
が
か
か
る
お

そ
れ
の
あ
る
病
気
で
す
。平
成

37
年
に
は
、全
国
で
約
７
０
０
万

人（
高
齢
者
の
約
５
人
に
１
人
）

が
認
知
症
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

市
で
も
、近
年
、認
知
症
の
方

は
増
え
続
け
て
い
て
、平
成
27
年

に
高
齢
者
の
13
．２
%
の
方
が
認

知
症
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
図
４
参

照
）

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
認
知
症

高
齢
者
の
見
守
り
な
ど
、地
域
で

の
生
活
を
支
え
る
体
制
づ
く
り

が
急
務
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
か
ら
迎
え
る
超
高
齢
社
会
に
備
え
て
、地
域
の
実
情
や
高
齢
者
の
希
望
に
合
わ
せ
た
新
し
い
医
療
や
介
護
の
し
く
み
が

必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。人
生
の
最
期
ま
で
住
み
慣
れ
た
地
域
や
家
庭
で
、必
要
な
医
療
や
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
、

安
心
し
て
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、地
域
ぐ
る
み
の
体
制
づ
く
り（
地
域
包
括
ケ
ア
）が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

高
齢
化
の
状
況

介
護
費
用
の
状
況

高
齢
者
世
帯
の
状
況

認
知
症
高
齢
者
も
増
加

い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で

　
　
　
　
　

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に

〜
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち・出
雲
の『
地
域
包
括
ケ
ア
』〜
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は
約
１
割
で
、ほ
と
ん
ど
の
方
が

病
院
や
施
設
等
で
亡
く
な
ら
れ

て
い
ま
す
。（
図
６
参
照
）

　
「
自
宅
で
過
ご
し
た
い
」と
い

う
希
望
が
多
い
中
で
、実
際
は
病

院
等
で
亡
く
な
る
方
が
多
く

な
っ
て
い
る
理
由
は
、「
自
宅
で
の

療
養（
医
療・介
護
）と
い
う
選
択

肢
の
周
知
が
不
十
分
」、「
病
院

の
方
が
安
心
と
い
う
意
識
が
あ

る
」、「
介
護
に
対
す
る
不
安
が

あ
る
」な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

誰
も
が
い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ

た
地
域
や
家
庭
で
、安
心
し
て
暮

ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。し

か
し
、高
齢
化
が
進
み
、こ
の
ま

 
昨
年
度
、市
民
を
対
象
に
行
な

っ
た「
在
宅
医
療
・
介
護
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」で
は
、約
４

割
の
方
が『
人
生
の
最
期
ま
で
住

み
慣
れ
た「
自
宅
」で
過
ご
し
た

い
』と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。（
図
５
参
照
）

 

一
方
で
、平
成
25
年
の
人
口
動
態

調
査（
厚
生
労
働
省
）に
よ
る

と
、「
自
宅
」で
亡
く
な
ら
れ
た
の

ま
で
は
増
え
続
け
る
医
療
や
介

護
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、高
齢
化
に
伴
い
増
加
す

る
一
人
暮
ら
し
や
認
知
症
高
齢

者
を
、「
支
え
る
」「
見
守
る
」と

い
っ
た
役
割
を
、誰
が
ど
の
よ
う

に
果
た
す
の
か
も
大
き
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
も
、高

齢
者
が
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ

た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

行
政
と
地
域
の
医
療
、介
護
、福

祉
関
係
者
、そ
し
て
地
域
の
皆
さ

ん
と
力
を
合
わ
せ
て
、必
要
な
支

援
・サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目
な
く
提

供
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
こ
と
が
、「
地
域
包
括
ケ

ア（
シ
ス
テ
ム
）」で
す
。

　
「
地
域
包
括
ケ
ア（
シ
ス
テ

ム
）」は
、下
図
の
よ
う
に
、住
み

慣
れ
た「
住
ま
い
」を
中
心
に
、適

切
な「
介
護
予
防
」「
生
活
支

援
」を
利
用
し
な
が
ら
、必
要
に

応
じ「
医
療
」「
介
護
」を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、住
民
の

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
、ま
た
関

係
す
る
団
体
・
組
織
そ
れ
ぞ
れ

が
、自
ら
の
役
割
を
果
た
し
な
が

ら
、地
域
で
と
も
に
支
え
あ
う
仕

組
づ
く
り
で
も
あ
り
ま
す
。

地
域
包
括
ケ
ア（
シ
ス
テ
ム
）と
は
？

多
く
の
市
民
は

　
　
　
自
宅
で
の
療
養
を
希
望

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていくために

※緩和ケア病棟※緩和ケア病棟
がんによるつらい症状を和らげるための
専門的な治療（緩和ケア）を行う病棟の
ことで、病院の機能を持ちながら、
皆さんの家にできるだけ近い環境が
整備されています。

がんによるつらい症状を和らげるための
専門的な治療（緩和ケア）を行う病棟の
ことで、病院の機能を持ちながら、
皆さんの家にできるだけ近い環境が
整備されています。
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図6

Ｑ．あなたが、がんなどの病気で
　人生の最期を迎えるときが
　来た場合、最期はどこで
　過ごしたいですか。
　（回答者数１，５２６人）

Ｑ．出雲市で亡くなられた方の場所別の人数

（※）

手助けが必要になったら…
自力でできない部分は、

地域の方に手伝ってもらえる

○自宅 等

○地域の住民組織などによる生活支援サービス
　（見守り、買物、食事づくり、掃除、ゴミ出しなど）の提供

●生活支援コーディネーターの配置
●生活支援組織の立ち上げ支援
●ボランティア等担い手の育成 など

生活支援

住まい

具体的な取組

介護が必要になったら…
介護認定を申請することで、必要な介護
サービスを受けることができる

○ホームヘルプやデイサービスなどの在宅介護
○特別養護老人ホームなどの施設サービス

●介護サービスの充実強化
●介護人材の確保 など

介 護

具体的な取組

元気なときには…
地域のボランティア活動、
健康教室などに参加する

○体操等のサークル、老人クラブ活動、
　介護予防教室への参加など

●介護予防教室、認知症予防教室等の充実
●住民主体の集いの場
　（ふれあいサロン活動等）の拡充 など

介護予防

具体的な取組

病気になったら…
通院ができなくても、自宅等
で必要な医療サービスを
受けることができる

○かかりつけ医等の活用や在宅での医療
○検査や入院治療など病院・専門医療機関との連携

●在宅医療等の提供体制の整備
●住民への普及啓発の強化 など
　（詳細は8～9ページ参照）

医 療

具体的な取組

いつまでも、
元気に暮らすために…

地域での交流により、
介護予防や見守り、助けあいが

生まれます

在宅医療・介護の連携
多職種の連携により
医療・介護サービスを
一体的・継続的に提供

認知症施策の充実
○認知症に関する正しい理解の普及
○早期発見・早期診断等の取組
○地域での見守り・支援活動 など

地域包括ケア（システム）
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地
域
包
括
ケ
ア（
シ
ス
テ
ム
）

を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、「
在

宅
医
療
」を
充
実
し
て
い
く
、そ

し
て
、皆
さ
ん
に「
在
宅
医
療
」に

つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重

要
と
な
り
ま
す
。

　

高
齢
社
会
を
迎
え
、長
期
の

療
養
が
必
要
と
さ
れ
る
高
齢
者

の
方
々
の
多
く
が
病
院
で
の
入

院
生
活
を
送
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、多
く
の
方
が｢

で
き
る

こ
と
な
ら
住
み
慣
れ
た
自
宅
で
い

つ
ま
で
も
暮
ら
し
た
い
。｣

と
願
い

な
が
ら
も
、治
療
や
家
族
へ
の
負

担
等
に
対
す
る
不
安
を
持
っ
て
い

ま
す
。

　
「
在
宅
医
療
」は
、体
の
具
合

や
介
護
す
る
家
族
の
状
況
等
の

理
由
か
ら
病
院
へ
の
通
院
が
難
し

い
方
に
対
し
て
、自
宅
等
の
生
活

の
場
に
お
い
て
、医
師
や
看
護
師

が
訪
問
し
て
診
療
や
医
療
処
置

を
行
っ
た
り
、必
要
に
応
じ
て
歯

の
治
療
や
各
専
門
職
に
よ
る
薬

の
処
方
や
リ
ハ
ビ
リ
、栄
養
指
導

等
を
受
け
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

  

昨
年
度
行
な
っ
た「
在
宅
医
療・

介
護
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」で
は
、｢

在
宅
医
療
に
つ
い
て

知
っ
て
い
ま
し
た
か｣

と
い
う
問
い

に
対
し
、｢

少
し
知
っ
て
い
る（
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
）｣

が
最
も
多

く
、60
．９
％
、｢

よ
く
知
っ
て
い
る｣

が
25
．２
％
、合
わ
せ
て
86
．１
％
の

方
が「
在
宅
医
療
」に
つ
い
て
知
っ

て
い
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

（
図
７
参
照
）

　

ま
た
、｢

在
宅
医
療
・
介
護
を

受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
す
か｣

と
い
う
問
い
に
対
し
、｢

費
用
等
の

経
済
的
負
担｣｢

ト
イ
レ・
風
呂

等
の
住
宅
環
境
の
整
備｣｢

ど
の

よ
う
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い｣

と

いっ
た
印
象
を
強
く
も
つ
方
が
多

く
、在
宅
医
療
・
介
護
の
内
容
に

つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
に
十
分
認

識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。（
図
８
参
照
）

　

｢

あ
な
た
が
要
介
護
状
態
等

で
長
期
の
療
養
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
主
に
ど
こ
で
過
ご
し
た
い
で

す
か｣

と
い
う
問
い
に
対
し｢

介

護
施
設｣

が
40
．１
％
と
最
も
多

く
、次
い
で｢

自
宅｣

の
30
．４
％
、｢

病
院｣

の
24
．４
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。（
図
９
参
照
）

　

こ
の
う
ち
、｢

自
宅｣

以
外
を

選
択
し
た
理
由
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、｢

家
族
に
負
担
や
迷
惑
を
か

け
る｣｢

家
族
が
仕
事
を
や
め
な

い
と
い
け
な
く
な
る｣｢

急
に
病

状
が
変
わ
っ
た
と
き
の
対
応
が

不
安｣

と
回
答
し
て
い
て
、「
在
宅

医
療
・
介
護
」を
選
択
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は「
家
族
へ
の
負
担
」

「
家
族
の
介
護
力
」等
へ
の
不
安

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。（
図
10
参
照
）

　
「
在
宅
医
療・介
護
」で
は
、医

師
、歯
科
医
師
、看
護
師
、薬
剤

師
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の

人
の
協
力
や
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
活

用
に
よ
っ
て
、患
者
本
人
だ
け
で

は
な
く
家
族
も
支
え
ま
す
。

　

自
宅
で
の
療
養・介
護
に
対
す

る
不
安
を
取
り
除
き
、よ
り
充

実
し
た
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

「
在
宅
医
療
」に
つ
い
て

　
　
　
　
　

ご
存
じ
で
す
か
？

在
宅
医
療
・
介
護
に
関
す
る

　
　
　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

多
職
種
の
連
携
と

　
　
　
　
「
在
宅
医
療
」座
談
会

在宅でどのような医療を受けられるかわからない

在宅でどのような介護のサービス利用ができるのかわからない

急に病状が変わった時でも対応してもらえる

訪問診療をしてくれる医師を見つけるのは難しい

家族に負担や迷惑がかかる

療養できる部屋や風呂・トイレなど住宅環境の整備が必要である

費用等の経済的負担が大きくなる

20%

思う

40% 60% 80%

0 200 600

906906

559559

275275

297297

1000

100%0%

71.7% 21.0% 7.3%

70.8% 21.5% 7.7%

70.9% 21.0% 8.1%

72.1% 19.5% 8.4%

70.0% 21.3% 8.7%

82.8% 10.3% 6.9%

83.4% 9.5% 7.1%

無回答 1.7%知らない
12.2%

よく
知っている
25.2%

少し知っている
（聞いたことがある）

60.9%

無回答 2.4%無回答 2.4%その他 2.7%その他 2.7%

病院
24.4%

自宅
30.4%

介護施設
40.1%

思わない

家族に負担や迷惑をかけるから
家族が仕事を辞めないといけなくなるから

（家族が仕事と介護の両立ができないから）

介護してくれる家族がいないから

513513急に病状が変わったときの対応が不安だから

費用等の経済的に負担が大きいから

458458療養できる部屋や風呂・トイレなどの
住宅環境が整っていないから

無回答

Q.あなたは、在宅医療について
　知っていましたか。

Q.在宅医療・介護を
　受けることについて
　どのようなイメージを
　お持ちですか。
　（主な回答を抜粋）

Q.自宅以外を選択された理由は何ですか。（主な回答を抜粋：複数回答可）

Q.あなたが要介護状態等で
　長期の療養が必要になった時、
　主にどこで過ごしたいですか。

図7

図8

図9

図10

（人）
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い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地
域

で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
在

宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
」だ
け

で
は
な
く
、一
人
ひ
と
り
の
努
力
、

そ
し
て
地
域
で
の
お
互
い
の
協

力
、支
え
あ
い
、助
け
あ
い
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。例
え
ば
、規
則
正
し
い

生
活
や
自
ら
の
健
康
管
理
、介
護

予
防
の
た
め
の
運
動
等
自
分
自

身
が
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
行

い
、そ
し
て
、地
域
で
は
、声
か
け・

見
守
り
、安
否
確
認
、話
し
相

手
、サ
ロ
ン
へ
の
参
加
、外
出
、買

物
、掃
除
等
ち
ょっ
と
し
た
困
り

ご
と
を
互
い
に
協
力
し
合
い
、地

域
で
の
生
活
を
支
え
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、地
域
で
の
社
会
参
加
や

社
会
的
な
役
割
を
持
つ
こ
と
は
、

自
ら
の
生
き
が
い
や
介
護
予
防
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

市
で
は
、生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
出
雲
市
社
会
福
祉

協
議
会
に
配
置
す
る
な
ど
地
域

で
の
支
え
あ
い
活
動
を
推
進
し
て

い
ま
す
。皆
さ
ん
の
地
域
に
出
向

き
、ご
意
見
を
聞
き
地
域
の
課
題

を
把
握
し
、解
決
に
向
け
住
民
の

皆
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
な
が
ら

地
域
包
括
ケ
ア（
シ
ス
テ
ム
）の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

を
行
っ
て
い
く
た
め
、多
職
種
の

連
携
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と

が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、医
療
・
介
護
の
関
係

者
が
研
修
等
を
通
じ
て
、さ
ら
に

連
携
を
と
り
や
す
く
す
る
た
め

に「
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
」

を
推
進
し
、市
民
の
皆
さ
ん
に
安

心
感
を
持
っ
て「
在
宅
医
療
・
介

護
」を
一つ
の
選
択
肢
と
考
え
て
い

た
だ
け
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。ま
た
、「
在
宅
医
療
」座
談
会

を
開
催
し
、皆
さ
ん
が「
在
宅
医

療・介
護
」に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ

く
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、市
街
地
だ
け
で
な

く
、山
間
部
等
の「
在
宅
医
療
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
」の
提
供
が
不
十

分
な
地
域
に
お
い
て
も
安
心
し

て「
在
宅
医
療
・
介
護
」を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
体
制
づ
く
り

も
進
め
て
い
ま
す
。

　

互
い
に
支
え
あ
う 

助
け
あ
う

「在宅医療」座談会
在宅医療・介護に実際に携わる
専門職等が、自治会や町内会等
の地区や地域の集まりにうか
がって、｢医療・介護の現状」や専
門職の方からみた「在宅医療」に
ついてお話をしています。ぜひ、
お気軽におたずねください。

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていくために

「在宅医療」では
どんなことを

してもらえますか。

　投薬、注射、検尿、血液検査、
心電図検査など通常外来ででき
ることは自宅でほとんどできま
す。床ずれの処置、酸素療法、経
管栄養、機械による人工呼吸、緩
和ケアなどでも、訪問看護などと
組み合わせて、大部分は対応が
可能です。（しかし、特殊な検査
はできません。）

　訪問診療医（かかりつ
け医）が、入院の必要があ
ると判断したら病院を紹
介します。医療的な判断な
ので、在宅で診ているから
入院させてもらえないとい
うことはありません。

　病院での治療が終わって在宅療養となる場
合には病院の地域連携部署の相談員、看護師
等に相談してください。
　通院中の場合はかかりつけ医に相談してく
ださい。病状に合わせて訪問診療を計画しま
す。介護保険の申請、訪問看護、訪問介護、訪
問リハビリなどについても、相談を受けますが、
ケアマネジャーに相談するよう説明されます。
特殊な処置が必要な場合は、対応できる医師
を紹介します。かかりつけ医がいない場合は、
お近くの医師に相談してください。

　介護保険でホームヘルパーによる家事援助や入浴
介助などの身体介護、また訪問看護も受けることができ
ます。時々短期入所をして家族の負担を減らすこともで
きます。家族だけで介護をしよう、あるいはできることは
すべてやろうと思わず、任せられるところは任せてくださ
い。うまくサービスや制度を活用しましょう。まずは、か
かりつけ医やケアマネジャーに相談してください。

　確かに通院時よりも負担は増えてしまいます。しか
し、保険診療については高額療養費制度があります
ので、それ以上の負担はありません。また、病気や状態
によって利用できる制度（障がい者手帳と等級によっ
ては福祉医療、特定疾患など）により負担を軽くするこ
とができます。該当するかどうかや利用の仕方等は医
療機関や市役所福祉推進課におたずねください。

在宅療養を
したい時はどうしたら

よいですか。

自分は家で
療養したいけど、

家族に負担がかかるのは
申し訳ないなぁ･･･。

医療費はどうなりますか。
通院するよりたくさん
かかりませんか。

おたずね／医療介護連携課（☎21-６１２１）

「在宅医療・介護」がどんなものか、なんとなくわかるけれど、実際に自分や家族が
利用すると考えると、わからないことや不安なことがたくさんあるものです。
そんな皆さんの「在宅医療・介護」に対する素朴な疑問について、お答えします。

「在宅医療・介護」がどんなものか、なんとなくわかるけれど、実際に自分や家族が
利用すると考えると、わからないことや不安なことがたくさんあるものです。
そんな皆さんの「在宅医療・介護」に対する素朴な疑問について、お答えします。

自宅で診てもらって
いると、いざという時

入院させてもらえないような
ことはありませんか。

在宅医療・介護

Q&AQ&AQ&AQ&A


