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令和４年度能登中部・北部医療圏
第3回地域医療構想調整会議

令和5年２月１日

石川県健康福祉部

石川県観光PRマスコットキャラクター
「ひゃくまんさん」
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会議の概要

０． これまでの振り返り

１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議

（１）連携を円滑化するための仕組みづくり

（２） 重点的に協議を行う医療機関

２． 病床機能報告について

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針

４． 【情報提供】県民意識調査（抜粋）

５． 【情報提供】紹介受診重点医療機関の選定に向けたスケジュール

６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト
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０． これまでの振り返り
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０． これまでの振り返り（今年度の会議の進め方）

「地域医療構想の進め方について」（抄）
（令和４年３月24日付け医政発0324第6号 各都道府県知事充て 厚生労働省医政局長通知）

１．基本的な考え方

今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められる際には、各

地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要が

あるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対

応方針の策定や検証・見直しを行う。

その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が

改めて認識されたことを十分に考慮する。

また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消することとされており、各医

療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加

え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持

続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に

取組を進めるものである。

２．具体的な取組

公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策定する予定の「持続可能

な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具

体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域の選定

によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。
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南加賀医療圏

石川中央医療圏

能登中部医療圏

能登北部医療圏

南加賀医療圏

石川中央医療圏

能登中部医療圏

能登北部医療圏

これまでの議論 今年度の主な議論

機能分化・連携
について議論

・ これまでの議論では、地域医療構想上の必要病床数に向けた設置主体毎の「病床機能の転換・削減」が中心

・ 今後の議論では設置主体毎の検討に止まらず、医療提供体制の維持に向けた機能分化・連携体制を議論

＜イメージ＞

・急性期等から回復期病床

への転換

・慢性期病床の削減

（介護医療院への転換）

＜イメージ＞

・急性期機能を「高度・重症の

受入」「軽症・中等症の受入」等

の役割に分化

・急性期を担うＡ病院と

回復期を担うＢ病院の

転院の円滑化に向けて協議

０． これまでの振り返り（今年度の会議の進め方）
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０． これまでの振り返り（今年度の会議の進め方）

○ 2024年４月からの「第８次医療計画」の開始にむけ、2022～23年度は下図のような検討体制で進める
○ 2022年度の取組みとして、

- KDBやDPCのデータを分析体制を整備し
- 疾病・地域・課題ごとのWGを新設し、機動的に論点整理や方針原案を作成し、合意形成の常設の場に提示

石川県医療審議会 （年１回開催）

その他関連会議医療計画に関連

医療勤務環境
改善支援協議会

石川県医療計画推進委員会 専門部会

疾病・地域・課題別のWG （新設）

産婦人科WG（赤ちゃん協議会）

夜間救急WG（ｺｱﾒﾝﾊﾞｰ会議）

地域医療構想調整会議
（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）

※令和４年度は課題ごとにWG検討。論点整理や方針原案を作成する

KDB/DPC

分析体制

さまざまな
ステークホルダー間
での合意形成の場

論点整理
原案作りの場

アジャイル型アプローチ

地域医療対策
協議会

がん、脳卒中、心血管、糖尿病、精神、感染症、難病、歯科、
小児・周産期、災害・救急、へき地、在宅の各部会

地域医療構想部会
（県単位の地域医療構想

調整会議）

石川県医療計画推進委員会 （年１回開催）

保健医療計画推進協議会
（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）

注：地域医療構想調整会議では、一般病床・療養病床について協議を行う
感染症病床や精神病床等については、専門部会において協議する



6

０． これまでの振り返り（今年度の会議の進め方）

○ 2024年４月より「第８次医療計画」を開始できるよう、2022～23年度に以下のような検討体制で進める

○ 夜間救急や周産期に関する医療提供体制について、既に議論を始めており、今後、検討結果を反映

医療計画

医療審議会

地域医療構想
調整部会

（地域医療構想
調整会議）会

議
体

医療審議会

2022年
１～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月

2023年
１～３月 2023年度

第８次 医療計画策定に向けた見直し 第８次
医療計画

政
策

検討体制
（新設）

県単位の
地域医療構想
調整会議①

県単位の
地域医療構想
調整会議④

2024年度

夜間救急
WG①

夜間救急
WG②

医師の働き方改革への対応を踏まえた医療提供体制の検討

県単位の
地域医療構想
調整会議②

検討状況報告
地域医療構想

対応方針の策定・検証・見直し

検討状況報告

・・・・

産婦人科
WG①
（赤ちゃん協議会）

・・・・

検討結果
を反映

病床機能報告

外来機能報告

医療圏単位の
地域医療構想
調整会議①

医療圏単位の
地域医療構想
調整会議②

医療圏単位の
地域医療構想
調整会議③
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０． これまでの振り返り（医療機能の整理）

今後、「軽症急性期」「ポストアキュート」のニーズの増加が予想される。そこで、各病院が果たす役割を
明確化するため、地域医療構想部会、各医療圏の地域医療構想調整会議の議論を踏まえて医療機能を整理。
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⑥長期療養

重
症
度
・専
門
性

緊急度 大小

小

大

０． これまでの振り返り（医療機能の整理）

①専門医療
・悪性腫瘍
・難 病 等

②重症急性期
・心筋梗塞
・脳卒中
・交通外傷 等

③軽症・中等症急性期
（いわゆるサブアキュート）

・肺炎
・単純骨折
・白内障手術
・糖尿病教育入院 等

④ポストアキュート
・急性期後の在宅復帰支援

⑤回復期リハビリテーション
・脳血管疾患や大腿骨頚部骨折患者等の日常生活動作
（ADL)向上を目的としたリハビリテーションを集中的に提供

具体的な疾病イメージ

高次の医療機
関からの転院・

搬送が中心
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①専門医療
・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院

②重症急性期
・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院

③軽症・中等症急性期 （いわゆるサブアキュート）

【１．救急・手術】
・公立羽咋病院 ・町立宝達志水病院 ・町立富来病院
・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院 ・円山病院
【２．在宅の後方支援】
・公立羽咋病院 ・町立宝達志水病院 ・町立富来病院
・恵寿総合病院 ・円山病院

④ポストアキュート
・公立羽咋病院 ・町立宝達志水病院 ・町立富来病院
・七尾病院 ・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院
・円山病院

⑤回復期リハビリテーション
・町立宝達志水病院 ・恵寿総合病院

（順不同）

⑥長期療養
・町立宝達志水病院 ・加藤病院 ・七尾病院
・恵寿総合病院 ・円山病院 ・北村病院

介護医療院※

・北村病院 ・浜野介護医療院 ・笑福 ・悠悠 ・町立介護医療院 夕なぎ

※地域医療構想アドバイザーより「長期療養の医療提供体制を協議する上で、介護医療院の役割も重要」との助言をいただいたことから病院の役割と併記しました

０． これまでの振り返り（医療機能の状況：能登中部）
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①専門医療
（能登中部・石川中央医療圏へ搬送）

②重症急性期
・市立輪島病院 ・公立宇出津総合病院 ・珠洲市総合病院

③軽症・中等症急性期（いわゆるサブアキュート）

【１．救急・手術】
・市立輪島病院 ・公立穴水総合病院 ・公立宇出津総合病院
・珠洲市総合病院
【２．在宅の後方支援】
・市立輪島病院 ・公立穴水総合病院 ・公立宇出津総合病院
・珠洲市総合病院

④ポストアキュート
・市立輪島病院 ・公立穴水総合病院
・公立宇出津総合病院 ・珠洲市総合病院

⑤回復期リハビリテーション
・市立輪島病院

（順不同）

⑥長期療養
・市立輪島病院 ・柳田温泉病院

介護医療院
・恵寿鳩ヶ丘 ・柳田温泉病院

※地域医療構想アドバイザーより「長期療養の医療提供体制を協議する上で、介護医療院の役割も重要」との助言をいただいたことから病院の役割と併記しました

０． これまでの振り返り（医療機能の状況：能登北部）
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（能登北部・中部医療圏）

• 公立能登総合病院では、現在、急性期としている病棟５４床について、回復期リハビリテーション病棟に機能

転換することを考えている。今後、高齢化が進むことで患者が増えることが予測されることから、十分なリハビ

リをして地域に帰ってもらうためにも、必要実態に即した病棟機能にしたい。

• 今後、高齢者施設で誤嚥性肺炎などで急変される方も増えてくると思うが、挿管を必要としない方については

、軽度急性期に分類するという考え方でよいと思う。

• 医療機能を整理するにあたり、結果的に軽症の患者であっても、初診においては、一旦、急性期病棟に入れ

、診断した上で、軽度急性期の病棟に移すという流れがあることを共通認識として持っておく必要がある。

R4.8.30「能登北部・中部医療圏
地域医療構想調整会議」

０． これまでの振り返り（主な意見）
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（能登北部・中部医療圏）

• 能登北部の公立４病院において、国の支援制度を活用してデータ分析を行うことについて合意された。

• 前回の調整会議において情報提供のあった「公立能登総合病院の急性期一般病床の一部を回復期リハ病

床に転換を検討している」について、恵寿総合病院から「急性期は公立能登総合病院が担い、回復期リハは

恵寿総合病院が担うという機能分化・連携を行ってきている。公立能登総合病院が回復期機能も担うのであ

れば、きちんとした協議が必要ではないか」との発言があった。

R4.11.15「能登北部・中部医療圏
地域医療構想調整会議」

０． これまでの振り返り（主な意見）
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議

（１） 連携を円滑化するための仕組みづくり

（２） 重点的に協議を行う医療機関
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり

【連携に向けた論点】

医療圏ごとに実施した地域医療構想調整会議（2022年８月開催）と、各医療機関の医療機能や機能分化・連携

体制に関する調査（2022年９月実施）の結果により、連携を円滑にするためには、以下の３つの論点があげら

れる。

• 論点① 転院受入の円滑化 （専門・重症急性期⇔ポストアキュート、回復期リハ、療養等）

• 論点② 救急受入の役割分担 （サブアキュート：軽症・中等症の救急受入）

• 論点③ 在宅医療等の急変時の支援体制の明確化 （サブアキュート：在宅医療の後方支援機能）
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり

①専門医療 ②重症急性期

機能回復、在宅復帰に向けた訓練

④ポストアキュート ⑤回復期リハ等

南加賀、石川中央、

能登中部、能登北部

課題 対応状況

1. 各医療機関のリアルタイムでの空床状況や、
医師・看護師の体制（人数や対応能力）が不明瞭

2. 特殊な状態の患者（人工呼吸器が必要、四肢麻痺、精
神疾患、医療的ケア児等）に対応できる医療機関が不
足

3. 住民に対する医療機関の機能分化・連携の必要性に
ついての周知不足
（例：患者とその家族が急性期病院から回復期リハ機能の病院
への転院を拒否）

1. ・石川県病院協会において「転院調整実務担当者による
協議の場」を実施

・石川中央医療圏の病院において課題の共有や転院
調整支援ツール導入に向けた検討を開始

2. ・「充実して欲しい機能」を調査
・「充実して欲しい機能」をどのように担っていくべきか検討
(本日、協議いただきたいこと①)

3. ・県において、病院毎の役割分担をまとめた啓発チラシ
および市町広報誌等に活用できる素材データを作成
予定

【論点①】 転院受入の円滑化 （専門・重症急性期⇔ポストアキュート、回復期リハ、療養等）
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【CAREBOOK】 株式会社3Sunny(スリーサニー)

・打診に必要な情報を入力後、複数の後方病院に一括打診、打診後は
チャットで連絡することで、折り返し電話等による業務負担を軽減

・大阪赤十字病院、福岡大学病院など700病院以上で導入

【れんけーさん】 株式会社メドレー
・細かな条件で絞り込み可能な医療機関検索機能や、チャットでの

打診や患者管理機能などにより負担を削減
・利用料は無償

１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり －1.地域連携室担当者による協議の場－

転院調整支援ツールの例

経 過

・石川県病院協会が、部会としてR4年12月に協議の場を立ち上げ、病院間連携の現状や課題について

意見交換を行ったとのこと

・今後、定期的に会議を開催し、石川中央医療圏の病院において共通の転院調整支援ツール導入など

連携の円滑化に向けた協議を行う予定
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -2.充実して欲しい医療・介護施設の機能-

充実して欲しい医療施設の機能

①脳疾患のリハビリに対応できる回復期リハ病床

②精神疾患と身体疾患に対応できる療養病床・精神病床

③人工呼吸器が必要な患者に対応できる長期療養病床

④終末期医療に対応できる緩和ケア病床

⑤非がん患者（呼吸器疾患、心不全）が利用可能が緩和ケア病床

⑥高度な医療機器に対応できる急性期及び長期療養病床

例：カフアシスト等の排痰補助装置、ネーザルハイフロー等の高流量鼻カニュラ酸素療法、アクアサーム等の
加熱式ネブライザ、インスピロン等のネブライザ付き酸素吸入器、インスリンポンプ療法

⑦透析療法に対応できる長期療養病床

⑧不可逆的な重度意識障害に対応できる長期療養病床

⑨若年層の難病等に対応できる長期療養病床

⑩脊髄損傷患者に対応できる長期療養病床

・石川中央医療圏地域医療構想調整会議（R4.11.28）において、以下の機能が不足していること、

円滑な転院のため、地域で不足する病床機能を増やすための協議が必要であることを確認

充実して欲しい介護施設の機能

①喀痰吸引（夜間、24時間対応含む）

②経鼻栄養・経鼻胃管、胃ろう

③インスリン注射

④食事形態対応

⑤看取り介護

⑥在宅中心静脈栄養

⑦低所得者、生活保護者の受入

救急医療の拠点となっている病院における転院調整の現況調べ
１ 対 象

金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、金沢医療センター、
県立中央病院の転院調整の実務担当者

２ 調査時期
令和４年１１月１６日～１１月２４日

主に難病、重度の身体障害
者の受入

一定の医療行為が必要な
患者の受入
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重
症
度
・専
門
性

緊急度 大小
小

大 ①専門医療 ②重症急性期

③軽症・中等症急性期
（いわゆるサブアキュート）

④ポストアキュート

⑤回復期リハビリテーション

⑥-1 長期療養（難病、障がい者等）

⑥-2 〃 （高齢者等）

（障害者施設等7対1）
国立病院機構医王病院、七尾病院

（障害者施設等10対1）
国立病院機構石川病院、
小松こども医療福祉センター
金沢こども医療福祉センター
芳珠記念病院、浅ノ川総合病院、
恵寿総合病院

・長期療養機能について、「⑥-1難病、障がい者等」を受け入れる機能と、「⑥-2高齢者」を受け入れる機能に整理

・「⑥-1難病、障がい者等」を受け入れる機能は、主に診療報酬「障害者施設等」を算定する病院が担っている

１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -2.充実して欲しい医療・介護施設の機能-

不 足

〃 （医療行為が不要な患者等）

福祉・介護（一定の医療行為が必要な患者等）
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -2.充実して欲しい医療・介護施設の機能-

病院名 診療報酬区分 病棟名 主な診療科
病床
数

平均
在院日数

病床稼
働率

（石川中央）
医王病院

障害者７：１ 第１病棟 神経内科 60 125.5日 84.2%

〃 第３病棟 神経内科 50 80.5日 54.9%

〃 第５病棟 神経内科 50 371.9日 96.8%

〃 第６病棟 神経内科 50 200.3日 94.4%

〃 第７病棟 小児科 50 142.0日 95.3%

〃 第８病棟 小児科 50 172.3日 95.8%

（能登中部）
七尾病院

障害者７：１ １階病棟 小児科 52 1420.9日 101.1%

〃 ２階病棟 神経内科 52 193.1日 94.1%

〃 ３階病棟 神経内科 52 360.8日 96.0%

〃 ４階病棟 神経内科 43 93.2日 84.9%

（南加賀）
石川病院

障害者１０：１ 2病棟 内科 55 172.3日 84.5%

〃 3病棟 神経内科 55 250.3日 89.8%

〃 アカシア病棟 小児科 50 150.8日 89.2%

R4病床機能報告 抜粋

備 考
（各病院の地域連携室聞き取り）

・受入まで３~６か月程度かかる場合が
ある
・他病院での受入が困難な難病・重度
障害の患者を中心に受け入れている
・第３病棟は新型コロナ対応病床を確
保しているため、報告上、稼働率は低く
なっているが、実態は、ほぼ満床

・受入まで２~３か月程度かかる場合が
ある

・概ね1ケ月以内に受入

・神経難病や重症心身障害児（者）の患者は、国立病院機構の医王病院、七尾病院、石川病院が担っている

・地域によって差はあるものの病床稼働率は高い状態となっている
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・⑥-1 長期療養（難病、障がい者等）の機能を担うには、専門性もった医療従事者や人工呼吸器などの
設備整備が必要

・転院の円滑化に向けて、 ⑥-1 長期療養（難病、障がい者等）の機能をどのように担っていくべきか

１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -2.充実して欲しい医療・介護施設の機能-

重
症
度
・専
門
性

緊急度 大小
小

大 ①専門医療 ②重症急性期

③軽症・中等症急性期
（いわゆるサブアキュート）

④ポストアキュート

⑤回復期リハビリテーション

⑥-1 長期療養（難病、障がい者等）

⑥-2 〃 （高齢者等）

福祉・介護（一定の医療行為が必要な患者等）

〃 （医療行為が不要な患者等）

【本日、協議いただきたいこと①】
難病、障がい者等に対応できる
療養機能をどのように担うべきか
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -3.病院毎の役割分担をまとめた啓発ツール-

啓発ツールの概要

目的：市町広報誌への掲載や各病院の地域連携室が患者に転院の必要性を説明する際に使用することを想定

内容：「医療機関毎の役割」や「 高度急性期・急性期の病院から回復期への転院が必要な理由」について紹介

年度内を目途に作成予定

出典：横浜市医療局医療政策部医療政策課HP

（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/shinai/iryokikan_yakuwari.files/pullpdf.pdf）

＜イメージ＞
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり

石川中央

課題 対応状況

高齢者の救急搬送増加が

見込まれる中、働き方改革や

医師の高齢化により、

時間外（特に深夜帯）の

救急医療提供体制が脆弱になる

深夜帯における救急のハブ化・輪番制の導入について、前回会議（11/28）で検討
を進めていくことで合意を得たことから、具体的な運用について、来年度開催する
専門部会（災害・救急医療対策部会）にて協議したい

【論点②】 救急受入の役割分担
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり

軽症・中等症患者の受入

高齢者施設・
自宅等 ③サブアキュート

南加賀、石川中央、

能登中部、能登北部

課題 対応状況

在宅療養中の患者の増加により

救急搬送が増加し、救急医療を

圧迫する可能性がある

（1.心肺停止、2.誤嚥性肺炎・慢性心不全等）

1. ・心肺停止の患者の救急搬送を減らすため、高齢者施設等での看取りが重要

になることから、医療機能基礎調査を実施し、看取りや人生会議（ACP）※に

取り組んでいる診療所等を把握

・今後、県民向けに人生会議の啓発や関係者への研修を実施予定

※ 人生会議とは：アドバンス・ケア・ プランニング（Advance Care Planning）の愛称
患者の人生の最終段階における医療・療養について話し合い共有する場

2． ・高齢者に多い誤嚥性肺炎や慢性心不全等の患者を搬送する場合、

できる限り「3-2在宅患者の後方支援」の役割を持つ病院に搬送するための

ルールを、来年度開催する専門部会（災害・救急医療対策部会）にて協議

3. ・急変時の対応や看取りなどの医療機能の確保に向けて、「在宅医療において

積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」とを、

市町単位に設置

【論点③】 在宅医療等の急変時の支援体制の明確化（サブアキュート：在宅医療の後方支援機能）
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -在宅医療等の急変時の支援体制の明確化-

【今後の進め方】
○ 第８次医療計画において、急変時の対応や看取りなどの医療機能の確保に向けて、

・ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」（下図オレンジ色）に加えて
・ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」（下図青色） とを、

在宅医療圏（石川県では市町単位に設定）内に１つ以上設定することが求められている （※）

（※）第19回第８次医療計画等に関する検討会 資料１「在宅医療の体制構築に係る指針の見直しに向けた意見のとりまとめ」に掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -在宅医療等の急変時の支援体制の明確化-

○ 在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所（人口10万人あたり）は、能登北部・能登中部は少ない傾向

在宅療養支援診療所数 在宅療養支援病院数

施設数 人口10万人あたり 施設数 人口10万人あたり

能登北部 輪島市 2 8.7 1 4.4

珠洲市 1 8.2 1 8.2

能登町 1 13.2 0 0.0

穴水町 1 6.8 1 6.8

能登中部 七尾市 5 10.4 1 2.1

羽咋市 7 35.8 1 5.1

志賀町 0 0.0 1 5.6

宝達志水町 2 17.3 1 8.6

中能登町 2 12.5 0 0.0

石川中央 金沢市 63 13.7 8 1.7

かほく市 4 11.4 0 0.0

白山市 18 16.4 2 1.8

野々市市 9 15.5 2 3.5

津幡町 0 0.0 1 2.7

内灘町 3 11.4 0 0.0

南加賀 小松市 9 8.6 3 2.9

加賀市 13 21.2 0 0.0

能美市 8 16.5 2 4.1

川北町 1 16.3 0 0.0

県全体 149 13.3 25 2.2

在宅療養支援診療所数・在宅療養支援病院数（R５年１月時点）
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -在宅医療等の急変時の支援体制の明確化-

在宅医療・介護連携推進事業の手引き（厚生労働省）

介護保険法に基づき市町が行う事業

在宅医療・介護連携における各立場の役割

・診療所、在宅療養支援病院、訪問看護事業所等

自宅、介護施設入所者に診療・看護等を実施

・市町

郡市医師会等と連携しながら地域の医療・介護関係者の連携体制の構築を支援

・県

訪問診療・訪問看護を行う人材の育成や各種データの提供、市町担当者向けの研修等の実施

市町は在宅医療・介護の連携体制
構築に主体的な役割を担っている
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（１）連携を円滑化するための仕組みづくり -在宅医療等の急変時の支援体制の明確化-

（参考）在宅医療の体制構築に係る指針 抜粋（厚生労働省）

(6) 在宅医療に必要な連携を担う拠点

目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれか

を在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画に位置付けることが望ましい。

在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組や、障害

福祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。

なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも想定される。

① 目標

・ 多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること

② 在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項

・ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を

実施すること

・ 地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携

しながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との

調整を行うこと

・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による 24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること

・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発を実施すること

【在宅医療に必要な連携を担う拠点の指定】

○ 各市町は、介護保険法にもとづき「在宅医療・介護連携推進事業」を実施している

○ 各市町は「在宅医療の体制構築に係る指針」が示されているので、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を

選定いただくよう、ご準備をはじめて頂きたい
（次回の地域医療構想調整会議（令和５年上旬を想定）において、ご報告いただきたい）

※1  厚生労働省 第８回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ 参考資料2「在宅医療の体制構築に係る指針」に掲載

※2 実施主体として、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町等が想定されます

※２※1
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議

（１） 連携を円滑化するための仕組みづくり

（２） 重点的に協議を行う医療機関
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関

１ 対象（重点的に協議を行う医療機関）

公立・公的病院等、役割を見直す病院、２００床以上の病院、建て替えを予定する病院

２ 調査内容

・人口構造の変化等、地域医療構想を踏まえた自院の果たす役割・機能

・地域包括ケアシステムの構築に向けて自院の果たす役割・機能

・新型コロナウイルス感染症対応における自院の役割

３ 調査時期

令和５年１月４日～１月２３日

○ 前回の地域医療構想調整会議において、下記の条件に当てはまる病院の対応方針を調査し、本会議で

重点的に協議を行うことが合意されました
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登中部）

○ 「近接する病院の役割・機能の重複による課題」に関して、恵寿総合病院よりご意見があった

病院名
近接する病院の役割・機能の重複による課題の有無

課題の有無
役割・機能が重複す

る病院名
課題の内容

羽咋病院 無

宝達志水病院 無

富来病院 無

七尾病院 無

能登総合病院 無 ー ー

恵寿総合病院
有 公立能登総合病院

厚生労働省が12月28日に発出した第８次医療計画等に関する意見のとりまとめにお
いても、救急医療機関の役割として、「第二次救急医療機関は、高齢者救急をはじ
め地域で発生する救急患者の初期診療と入院治療を主に担い、第三次救急医療機関
は重篤患者に対する高度な専門的医療を総合的に実施することを基本としつつ、複
数診療科の介入を要する症例や診断が難しい症例等、他の医療機関では治療の継続
が困難な救急患者の診療を担う」とされている。能登総合病院は、第三次救急医療
機関として、補助金や診療報酬上の優遇を受けながら、初期救急を多数受け入れ、
病床の逼迫を訴える。これは、機能分担をないがしろにするものである。地域の救
急医療における機能分担が、地域の医療機能の分担の肝と認識する。
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登中部）

病院名

地域医療構想の実現に向けた当該病院の課題（上記以外）の有無

課題の有
無

当該病院
が構想区
域内で求
められる
医療機能
等の明確

化

医師の不
足

医師以外
の医療従
事者の不

足

病床
（数）の
再編

診療科偏
在

地域連
携・地域
包括ケア

新型コロ
ナの影響
による患
者動向や
救急搬送
数の変化

課題の内容

羽咋病院 有 ○ ○ ○

薬剤師の確保が依然課題である。また、
医師の働き方改革について、当直明けの
体制等未だ見通せない部分があり、注視
していく必要がある。

宝達志水病院 有 ○ ○ ○

富来病院 有 ○ ○ ○

七尾病院 有 ○ ○ ○

セーフティネット系の重症心身障害と神
経筋疾患は特殊であり一般病床とは別枠
とし、神経筋疾患のための病棟はむしろ
増やす必要がある。

能登総合病院 有 ○ ○ ○ ○ ○

恵寿総合病院
有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 「地域医療構想の実現に向けた課題」に関して、多くの病院より、「医療機能等の明確化」「医師の不足」「医療従事者の
不足」「病床の再編」があげられた
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登中部）

病院名

新型コロナウイルス感染症対応における他の医療機関との役割分担や連携における課題の有無

課題の有
無

周辺に受
入病院が
ない

急性期治
療を終え
た感染症
患者の受
入体制

患者（特
に重症患
者）の集

中

地域の医
療機関と
の役割分
担・連携

人手不足、
スタッフ
への負担

施設の老
朽化、狭
隘化によ
る受入体
制やゾー
ニングの
難しさ

通常診療
への影響
（受入制
限等）

自由記載

羽咋病院 有 ○ ○
病床確保に係る基準見直しにより補助金のないま
ま病床確保する必要があり、病院経営に係る影響
が非常に大きいと考えている。

宝達志水病院 有 ○ ○
小規模病院であるため、コロナ患者が入院した場
合、スタッフ不足となり、手術を制限して対応せ
ざるを得ない状況となっている。

富来病院 有 ○ ○ ○

七尾病院 有 ○ ○ ○

急性期病院から在宅復帰に向けた患者の受け入れ
を実施中。重症心身障害や神経筋疾患患者がコロ
ナ感染し重症化した場合の受入れ先が困難な状況
にある。（現在は院内で対応）

能登総合病院 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般病棟をCOVID-19受入転換のため一般病棟で
の受入が難渋している。
他院がかかりつけ（入院可能な機能あり）でも、
入院要請がされる。

恵寿総合病院
○

自院職員や入院患者が、多数コロナ感染となった
場合の、スタッフ不足に伴う救急医療などへの対
応

○ 「新型コロナウイルス感染症対応における他院との役割分担・連携」に関して、多くの病院から、人手不足、通常診療への
影響という課題があげられた
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登中部）

○ 「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、多くの病院が果たすべき役割として「在宅復帰支援」「在宅医療」
「地域の医療機関等との連携」をあげた。

基本情報 ２．地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

病院名

地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能（現状） 地域包括ケアシステムの構築に向けた当該病院の課題

地域の中
核的病院
として急
性期医療
を提供

後方支援
病院とし
て、回復
期リハ、
慢性期医
療を提供

地域包括
ケア病棟
等の活用
による在
宅復帰支

援

在宅医療
（訪問診
療、往診
等）、訪
問看護、
訪問リハ
ビリ等

レスパイ
ト目的の
入院受入

地域連携
室や居宅
介護支援
事業所に
よる地域
の医療機
関等との
連携

健康教室
や出前講
座等の啓
蒙事業

健康維持
増進に関
する保健、
介護（フ
レイル）
予防事業

地域包括
ケアシス
テムに関
わる者を
対象とし
た研修会
の開催

自由記載
医師の
不足

医師以
外の医
療従事
者の不
足

関係事
業者と
の連携
強化

病床の
転換
（地域
包括ケ
ア病棟
等）

ICTを活
用した
連携体
制の構
築

入退院
支援や
相談機
能の充
実

自由記載

羽咋病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宝達志水
病院

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町で唯一の
病院であり、
当院で担う
べき役割は
大きいと考
えている

○ ○ ○
対応できる医師等
は限られている。

富来病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

七尾病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

時間外や休日対応
が困難なため救急
対応病院にお願い
せざるを得ないが、
連携をより円滑に
行うシステム構築
が必要。（現在は
FAXによる情報伝
達を行っている）

能登総合
病院

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
後方支援病院（病
床）が不足してい
る。

恵寿総合
病院

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護・福祉
施設との
シームレス
な連携。生
活支援事業

○ ○ ○ ○

地域全体でのリア
ルタイムな病床状
況情報の共有がで
きていない
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登中部）

病院名

機能分化・連携強化の取組

複数病院
の統合・
再編

病院・診
療所間の
連携体制
の構築

役割・機
能の見直
しによる
病床数の
見直し

役割・機
能の見直
しによる
診療科目
の見直し

医療機能
の共同購
入等によ
る効率的
調達

医薬品、
診療材料
の共同購

入

医師の相
互派遣

医療情報
共有等の
連携体制
の構築

基幹病院
における
高度な医
療機能の
整備

基幹病院
における
医師派遣
機能の整

備

地域医療
連携推進
法人の設

立

地域連携
クリティ
カルパス
の導入

自由記載

羽咋病院 ○ ○
現在の近隣の病院及び診療所との連
携を、引き続き継続していく。

宝達志水
病院

○ ○ ○ ○

富来病院 ○ ○

七尾病院 ○ ○ ○

能登総合
病院

○

恵寿総合
病院

○ ○

一部の診療科においては能登北部の
医療機関へ出向している。能登脳卒
中連携協議会事務局機能を有し、連
携強化のため種々の活動を企画・運
営している。能登中部（特に七尾広
域圏）においては、当院と公立能登
総合病院の機能分化の明確化とプロ
セスを経て、統合を含めた将来のビ
ジョンが必要と考える。

○ 「機能分化・連携強化の取組」として、「病診連携」「医師の相互派遣」「医療情報共有」をあげた病院があった。
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登中部）

基本情報 4．病床機能を見直す病院
5．新設・建替等を予
定する病院

病院名 見直しの概要（自由記載）

見直し内容

主たる施
設の築年

数

既存の施設
の状況及び
新設・建替
の概要
（自由記
載）

高度急性
期

（現行）

急性期
（現行）

回復期
（現行）

慢性期
（現行）

休棟等
（現行）

高度急性
期

（見直し
後）

急性期
（見直し
後）

回復期
（見直し
後）

慢性期
（見直し
後）

休棟等
（見直し
後）

羽咋病院

宝達志水
病院

富来病院
慢性期についても今後検討が
必要である

30 30 25 35

七尾病院

結核病棟の運営が厳しく結核
病棟を廃止し、結核モデル病
床５床の運営としたい。結核
モデル病床５床の指定を受け
れば結核医療の維持は可能。
なお、現状の障害者施設等病
棟199床は病床稼働率95％以
上であるためモデル病床を含
んでの運営は困難であるため、
199床とは別にモデル病床5床
の指定が必要。結核病床は15
床を休床、20床は廃止とした
い。

199 40 204 15

能登総合
病院

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

恵寿総合
病院

○ 富来病院、七尾病院より病床数の見直しの報告があった。
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登北部）

病院名

近接する病院の役割・機能の重複による課題の有無

課題の有無 役割・機能が重複する病院名 課題の内容

輪島病院 有
公立穴水総合病院、公立宇出津総合病院、
珠洲市総合病院

能登北部医療圏には4つの公立病院が存在
し、どの病院も地理的な制約から二次救急
とかかりつけ医としての機能も有している。
当院は、各病院から20㎞から50㎞弱離れ、
車で30分から60分程度の移動時間を要する
ため、住民の利便性も考慮しなければなら
ず、機能分担や診療科目の見直しなどにつ
いては慎重にならざるを得ない。

穴水総合病院 無

宇出津総合病院 無

珠洲市総合病院 無

○ 「近接する病院の役割・機能の重複による課題」に関して、輪島病院よりご意見があった
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登北部）

病院名

地域医療構想の実現に向けた当該病院の課題（上記以外）の有無

課題の有
無

当該病院
が構想区
域内で求
められる
医療機能
等の明確

化

医師の不
足

医師以外
の医療従
事者の不

足

病床
（数）の
再編

診療科偏
在

地域連
携・地域
包括ケア

新型コロナ
の影響によ
る患者動向
や救急搬送
数の変化

課題の内容

輪島病院 有 ○ ○ ○ ○

医師及び関係職員の不足により、救急医療
の継続が困難な状況が想定される。また、
産婦人科医師が二次医療圏で1名の状況で
あり、今後、産婦人科医師の複数名配置が
できない場合は、安全な正常分娩を二次医
療圏で対応することが困難となるほか、小
児科や耳鼻咽喉科、泌尿器科も1人医長体
制であり安全安心な医療の提供にあっては
派遣元の大学病院との更なる連携協力が必
要である。。高齢化の進む区域内における
病院として、透析や内視鏡の医師確保が今
後更に困難となることが懸念される。

穴水総合病院 有 ○ ○ ○

宇出津総合病院 有 ○ ○

珠洲市総合病院 有 ○

○ 「地域医療構想の実現に向けた課題」に関して、複数の病院より「医師の不足」「医療従事者の不足」があげられた
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登北部）

基本情報 1．地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能

病院名

新型コロナウイルス感染症対応における他の医療機関との役割分担や連携における課題の有無

課題の有
無

周辺に受
入病院が
ない

急性期治
療を終え
た感染症
患者の受
入体制

患者（特
に重症患
者）の集

中

地域の医
療機関と
の役割分
担・連携
（病院ご
とに受入
の基準に
差がある
等）

人手不足、
スタッフ
への負担

施設の老
朽化、狭
隘化によ
る受入体
制やゾー
ニングの
難しさ

通常診療
への影響
（受入制
限等）

自由記載

市立輪島病院 有 ○ ○ ○ ○

当院は、2つある急性期病棟の１つをコロナ専用
病棟に転換し、患者の受入を行っている。この
場合、急性期病棟が１つになるため、急性期病
棟が満床となり、救急患者の受入ができなくな
ることがしばしばある。このため、他病院に救
急患者の受入をお願いすることとなる。

公立穴水総合病院 有 ○ ○ ○

公立宇出津総合病院 有 ○ ○

珠洲市総合病院 有 ○ ○
陽性の重症患者の受入体制の整備（周辺医療機
関との連携）

○ 「新型コロナウイルス感染症対応における他院との役割分担・連携」に関して、多くの病院から、人手不足という課題が
あげられた
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登北部）

基本情報 ２．地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

病院名

地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能（現状） 地域包括ケアシステムの構築に向けた当該病院の課題

地域の中
核的病院
として急
性期医療
を提供

後方支援
病院とし
て、回復
期リハ、
慢性期医
療を提供

地域包括
ケア病棟
等の活用
による在
宅復帰支

援

在宅医療
（訪問診
療、往診
等）、訪
問看護、
訪問リハ
ビリ等

レスパイ
ト目的の
入院受入

地域連携
室や居宅
介護支援
事業所に
よる地域
の医療機
関等との
連携

健康教室
や出前講
座等の啓
蒙事業

健康維持
増進に関
する保健、
介護（フ
レイル）
予防事業

地域包括
ケアシス
テムに関
わる者を
対象とし
た研修会
の開催

自由記載
医師の不

足

医師以外
の医療従
事者の不

足

関係事業
者との連
携強化

病床の転
換（地域
包括ケア
病棟等）

ICTを活
用した連
携体制の
構築

入退院支
援や相談
機能の充

実

自由記載

輪島病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

穴水総合
病院

○ ○ ○ ○ ○ ○

宇出津
総合病院

○ ○ ○

珠洲市
総合病院

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、多くの病院が果たすべき役割として「在宅復帰支援」「在宅医療」をあげた。
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登北部）

基本情報 ３． 機能分化・連携強化

病院名

機能分化・連携強化の取組

複数病院
の統合・
再編

病院・診
療所間の
連携体制
の構築

役割・機
能の見直
しによる
病床数の
見直し

役割・機
能の見直
しによる
診療科目
の見直し

医療機能
の共同購
入等によ
る効率的
調達

医薬品、
診療材料
の共同購

入

医師の相
互派遣

医療情報
共有等の
連携体制
の構築

基幹病院
における
高度な医
療機能の
整備

基幹病院
における
医師派遣
機能の整

備

地域医療
連携推進
法人の設

立

地域連携
クリティ
カルパス
の導入

自由記載

輪島病院 ○ ○ ○

能登北部医療圏２市２町の
４病院が連携して取り組ん
でいくために、地域医療構
想調整会議などの会議体を
利用して、引き続き検討し
ていきます。

穴水総合
病院

○ ○

宇出津
総合病院

珠洲市
総合病院

○

○ 「機能分化・連携強化の取組」として、さまざまなご意見があった。
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１． 医療機関の機能分化・連携に向けた協議
（２） 重点的に協議を行う医療機関（能登北部）

基本情報 4．病床機能を見直す病院
5．新設・建替等を予定する病院

病院名 見直しの概要（自由記載）

見直し内容

主たる
施設の
築年数

既存の施設の状況及び新設・
建替の概要
（自由記載）

高度急
性期

（現行）

急性期
（現行）

回復期
（現行）

慢性期
（現行）

休棟等
（現行）

高度急
性期
（見直
し後）

急性期
（見直
し後）

回復期
（見直
し後）

慢性期
（見直
し後）

休棟等
（見直
し後）

輪島病院

R5をもって療養病棟を廃止
し、地域包括ケア病棟に転
換した上で、24床ダウンサ
イジングする。

100 51 48 100 75 26 R8大規模修繕計画あり

穴水総合病院 41
当院の今後の在り方について、
建替も視野にR5年度より調査
研究を実施予定

宇出津
総合病院

31

珠洲市
総合病院

○ 輪島病院より病床数の見直しの報告があった。
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２． 病床機能報告について



43

２．病床機能報告について①

• 病床機能報告においては、以下のとおりの観点をふまえて、各病院のご判断で、病棟単位で医
療機能を選択して報告することとなっている。

区分 定義

高度急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を
提供する機能

急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能 • 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療や、リハビリテーションを提供す
る機能

• 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの
向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期
リハビリテーション機能）

慢性期機能 • 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

• 長期にわたり療養が必要な重度の障がい者、筋ジストロフィー患者又は難病患者
等を入院させる機能

＜留意事項＞
• 様々な病期の患者が入院しているため、最も多くの割合を占める患者に相当する機能を選択して報告する。

• 特定の入院基本料を算定していることをもって、ただちに高度急性期機能／急性期機能であることを示すものではない。

• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療を提供している場合には、現状でリハビリテーションを提供していなくて
も、回復期機能を選択できる。

• 医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から判断する。 等

出典：病床機能報告 報告マニュアル（厚生労働省）

R4.8.31「南加賀医療圏
地域医療構想調整会議」
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２．病床機能報告について②

【石川県の医療機関からの報告（令和３年度）の特長】

• １つの病院で１つの医療機能しか選択していない病院が見
受けられる （表１）

• 高度急性期病床の平均在棟日数を医療圏ごとに見ると、
石川中央は南加賀・能登中部の約２倍となっており、

高度急性期病床のなかに急性期病床相当の病床が含ま
れているものと思料 （表２）

• 通常、院内では病棟ごとに異なる医療機能を持つものと考
えられるが、必ずしも実態に即した報告とはなっていないの
ではないと考えられる

（前ページでお示ししたとおり、算定している入院基本料を
もとに医療機能を選択するのではなく、実際に提供されて
いる医療機能に基づいて選択する、とされている）

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

病院Ａ 800 0 0 0

病院Ｂ 0 100 0 0

病院Ｃ 50 300 100 0

＜表１ 病床機能報告の例（イメージ）＞

＜表２ 平均在棟日数 （2021）＞

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

南加賀 4.7 11.6 23.1 206.8

石川中央 11.2 11.2 26.8 236.2

能登中部 5.1 15.3 20.6 247.7

能登北部 - 14.3 19.4 112.2

R4.8.31「南加賀医療圏
地域医療構想調整会議」
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２．病床機能報告について③

令和４年度病床機能報告あたっては、以下の視点から、実態に即した報告となっているか今一度

ご検討いただきたい。

【報告時に検討いただきたい点】

令和３年度病床機能報告において、以下の条件に当てはまる「急性期」病棟については、「回復期（ポスト
アキュート）」に分類することを検討

・平均在棟日数が長い（中央値：13.4日 下位25％：15.7日）

・患者重症度割合※が低い（下位25％：21.8％）

・院内からの転棟割合が高い（中央値：4.8％ 下位25％：13.0％）

※患者重症度割合： 医療・看護必要度の評価項目が「A得点が２点以上かつB得点が３点以上」または「A得点が３点以上

またはC得点が１点以上」の患者の割合

イメージ

急性期の病棟のうち「平均在棟日数
」「院内からの転棟割合」が中央値を
下回り、 かつ「患者重症度割合」が
下位２５％の病棟については、回復
期（ﾎﾟｽﾄｱｷｭｰﾄ）に分類できないか、
改めて検討

・各指標について、中央
値を黄色、下位２５％を
赤色に塗りつぶし

R4.11.14「南加賀医療圏
地域医療構想調整会議」
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２．病床機能報告について④

○ 令和４年度の病床機能機能報告について、各医療機関より回答を頂き、現在県で確認をしているとところ
（２月１５日まで修正可能期間）

○ 下記の病院・病棟について、どのような理由で病床機能を報告されたのか、ご説明いただきたい
・ 複数病棟があるが１つの機能のみを選択している病院

・ 急性期として報告された回復期相当と思われる病棟（※）

（※）平均在棟日数が長い、患者重症度割合が低い、院内からの転棟割合が高い

１つの医療機能のみ選択 回復期相当と思われるが急性期として報告

【南加賀】

• 能美市立病院： 急性期 ２病棟
（新型コロナ対応のため一時的に急性期として報告）

【石川中央】

• 金沢大学附属病院： 高度急性期 21病棟

• 金沢医科大学病院： 高度急性期 24病棟

• 石川県立中央病院： 高度急性期 19病棟

【能登中部】

• 該当なし

【能登北部】

• 宇出津総合病院：急性期 ２病棟

• 穴水総合病院： 急性期 ２病棟

病院名 病棟名
平均在棟

日 数
重症度
割 合

院内からの
転棟割合

恵寿総合病院 本館６階西 23.2 日 17.7% 25.2%

公立つるぎ病院 地域包括ケア病棟 34.0 日 - 21.5%

KKR北陸病院 4階病棟 15.8 日 5.3% 12.7%

金沢医療センター 南５病棟 14.0 日 12.5% 50.1%

＜調査時点＞ 病床機能：R4.7.1時点
平均在棟日数、重症度割合、院内からの転棟割合：R3.4.1~R4.3.31
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３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針
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①専門医療
・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院

②重症急性期
・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院

③軽症・中等症急性期 （いわゆるサブアキュート）

【１．救急・手術】
・公立羽咋病院 ・町立宝達志水病院 ・町立富来病院
・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院 ・円山病院
【２．在宅の後方支援】
・公立羽咋病院 ・町立宝達志水病院 ・町立富来病院
・恵寿総合病院 ・円山病院

④ポストアキュート
・公立羽咋病院 ・町立宝達志水病院 ・町立富来病院
・七尾病院 ・公立能登総合病院 ・恵寿総合病院
・円山病院

⑤回復期リハビリテーション
・町立宝達志水病院 ・恵寿総合病院

（順不同）

⑥長期療養
・町立宝達志水病院 ・加藤病院 ・七尾病院
・恵寿総合病院 ・円山病院 ・北村病院

介護医療院※

・北村病院 ・浜野介護医療院 ・笑福 ・悠悠 ・町立介護医療院 夕なぎ

※地域医療構想アドバイザーより「長期療養の医療提供体制を協議する上で、介護医療院の役割も重要」との助言をいただいたことから病院の役割と併記しました

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針（協議状況①：医療機能）能登中部
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約34㎞

約30㎞

約6㎞

《能登中部医療圏》
面 積：847.90k㎡
人 口：128,221人 （2015年）
高齢化率：36.00％ （2015年）
人口密度：151.20人／k㎡ （2015年）
病 院 数：１１

約32㎞

加藤病院
介護医療院に転換

調査において、2025年における役割を
見直すと回答した病院名を記載

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針（協議状況②：機能の見直し予定）能登中部
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2014 2021
増減

2021-2014
2020 2021

増減
2021-2020

2020 2021
増減

2021-2020
2020 2021

増減
2021-2020

高 度 急 性 期 0 64 64 47.8 44.0 ▲ 3.8 5.6 5.1 ▲ 0.5 74.7 68.7 ▲ 6.0

急 性 期 1,070 794 ▲ 276 602.4 547.8 ▲ 54.6 14.4 15.3 0.9 75.9 69.0 ▲ 6.9

回 復 期 94 328 234 265.4 269.5 4.1 19.0 20.6 1.6 80.9 82.2 1.3

小 計 1,164 1,186 22 915.7 861.3 ▲ 54.4 14.3 15.0 0.7 77.2 72.6 ▲ 4.6

慢 性 期 603 275 ▲ 328 293.8 262.0 ▲ 31.8 254.2 247.7 ▲ 6.5 106.8 95.3 ▲ 11.5

合 計 1,767 1,461 ▲ 306 1,209.4 1,123.3 ▲ 86.1 18.5 19.2 0.7 82.8 76.9 ▲ 5.9

休 棟 等 0 18 18 - - - - - - - - -

病床数の推移（床）
2021年の病床の状況および2020年との比較

１日あたり在棟患者数（人/日） 平均在棟日数（日） 病棟稼働率（％）

～
～

603 555 526 494 503 465 
275 275 275 

425 

94 171 152 225 225 285 

328 328 368 

325 

1,070 1,002 
980 897 897 837 

794 794 754 
417 

50
52 64 64 64

64 64 64

108

1,767 1,778 
1,710 1,680 1,689 1,651 

1,461 1,461 1,461 

1,275 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025(予定) (参考)必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

・2025年の予定病床数は、必要病床数を200床程度上回っている
・高度急性期、慢性期は必要病床数に比べて不足する見込み
・急性期病床の中に、回復期に近い患者が入院している病床が約120～330床ほどある※
※一般入院基本料と地域包括ケア病棟を算定し、「高度急性期／急性期」の届出をしている病棟について、他県の定量的な基準（３つの方式）を用いて病床数を試算

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針（協議状況③：病床機能報告）能登中部
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①専門医療
（能登中部・石川中央医療圏へ搬送）

②重症急性期
・市立輪島病院 ・公立宇出津総合病院 ・珠洲市総合病院

③軽症・中等症急性期（いわゆるサブアキュート）

【１．救急・手術】
・市立輪島病院 ・公立穴水総合病院 ・公立宇出津総合病院
・珠洲市総合病院
【２．在宅の後方支援】
・市立輪島病院 ・公立穴水総合病院 ・公立宇出津総合病院
・珠洲市総合病院

④ポストアキュート
・市立輪島病院 ・公立穴水総合病院
・公立宇出津総合病院 ・珠洲市総合病院

⑤回復期リハビリテーション
・市立輪島病院

（順不同）

⑥長期療養
・市立輪島病院 ・柳田温泉病院

介護医療院
・恵寿鳩ヶ丘 ・柳田温泉病院

※地域医療構想アドバイザーより「長期療養の医療提供体制を協議する上で、介護医療院の役割も重要」との助言をいただいたことから病院の役割と併記しました

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針（協議状況①：医療機能）能登北部
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約20㎞

約24㎞

約31㎞ 《能登北部医療圏》
面 積：1,130.00k㎡
人 口：68,195人 （2015年）
高齢化率：44.80％（2015年）
人口密度：60.30人／k㎡（2015年）
病 院 数：５

約43㎞
市立輪島病院

長期療養に替えて、
ﾎﾟｽﾄｱｷｭｰﾄを強化

穴水総合病院
建替等を検討

公立宇出津総合病院
ｻﾌﾞｱｷｭｰﾄ等に集中

珠洲市総合病院

ｻﾌﾞｱｷｭｰﾄ、ﾎﾟｽﾄｱｷｭｰ
ﾄを強化

調査において、2025年における役割を
見直すと回答した病院名を記載

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針（協議状況②：機能の見直し予定）能登北部
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2014 2021
増減

2021-2014
2020 2021

増減
2021-2020

2020 2021
増減

2021-2020
2020 2021

増減
2021-2020

高 度 急 性 期 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

急 性 期 530 404 ▲ 126 320.8 272.2 ▲ 48.6 15.3 14.3 ▲ 1.0 79.4 67.4 ▲ 12.0

回 復 期 0 103 103 83.6 79.6 ▲ 4.0 20.4 19.4 ▲ 1.0 81.2 77.3 ▲ 3.9

小 計 530 507 ▲ 23 404.4 351.8 ▲ 52.6 16.1 15.3 ▲ 0.8 79.8 69.4 ▲ 10.4

慢 性 期 261 84 ▲ 177 58.5 55.0 ▲ 3.5 127.4 112.2 ▲ 15.2 69.6 65.5 ▲ 4.1

合 計 791 591 ▲ 200 462.9 406.8 ▲ 56.1 18.1 17.3 ▲ 0.8 78.3 68.8 ▲ 9.5

休 棟 等 0 0 0 - - - - - - - - -

病床数の推移（床）
2021年の病床の状況および2020年との比較

１日あたり在棟患者数（人/日） 平均在棟日数（日） 病棟稼働率（％）

～

261 261 260 260 228 228 

84 84 
36 
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0 0 
52 52 103 103 

103 103 
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530 530 
475 475 424 404 

404 404 
404 
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高度急性期 急性期 回復期 慢性期

急性期

回復期

慢性期

・2025年の予定病床数は、必要病床数を100床程度上回っている
・高度急性期、回復期、慢性期は必要病床数に比べて不足する見込み
・急性期病床の中に、回復期に近い患者が入院している病床が約20～350床ほどある※
※一般入院基本料と地域包括ケア病棟を算定し、「高度急性期／急性期」の届出をしている病棟について、他県の定量的な基準（３つの方式）を用いて病床数を試算

３． 地域医療構想に係る各医療機関の対応方針（協議状況③：病床機能報告）能登北部
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４． 【情報提供】県民意識調査（抜粋）
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４ 【情報提供】県民意識調査
■調査地域：石川県全域

■調査対象：18歳以上の男女5,000人

■抽出方法：住民基本台帳により無作為抽出

■調査時期：令和４年９月22日～10月12日

■有効回答数： 2,224件（44.5％）
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■調査地域：石川県全域

■調査対象：18歳以上の男女5,000人

■抽出方法：住民基本台帳により無作為抽出

■調査時期：令和４年９月22日～10月12日

■有効回答数： 2,224件（44.5％）

４ 【情報提供】県民意識調査
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■調査地域：石川県全域

■調査対象：18歳以上の男女5,000人

■抽出方法：住民基本台帳により無作為抽出

■調査時期：令和４年９月22日～10月12日

■有効回答数： 2,224件（44.5％）

４ 【情報提供】県民意識調査
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５． 【情報提供】紹介受診重点医療機関の選定に向けたスケジュール
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令和４年３月４日
第７ 回第８ 次医療計画等

に関する検討会

５． 【情報提供】紹介受診重点医療機関の選定に向けたスケジュール
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５． 【情報提供】紹介受診重点医療機関の選定に向けたスケジュール

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

当初のスケジュール

変更後 〃

R4 R5

報告期間

報告期間

協議・選定

協議・選定

今後のスケジュール

・R5年３～4月にかけて、各医療機関が厚生労働省に外来機能報告を報告

・報告されたデータに基づき６～７月に協議の場（各医療圏の地域医療構想調整会議）において協議

現在、調整中の事項もあるため、スケジュールは変更になる可能性もあります



61

５． 【情報提供】紹介受診重点医療機関の選定に向けたスケジュール

協議の場（地域医療構想調整会議）の進め方の全体像

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」

外来機能報告制度に
関する説明会 資料

（厚生労働省）
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５． 【情報提供】紹介受診重点医療機関の選定に向けたスケジュール

協議の場（地域医療構想調整会議）の進め方 外来機能報告制度に
関する説明会 資料

（厚生労働省）

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」
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６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト
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６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト
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６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト

○ 国は、医師の働き方改革を進めるため、タスク・シフト/シェアの推進に関する検討会を開催（R1.10～R2.12）

○ 現行制度の下で実施可能なタスク・シフト/シェアの具体例について通知を発出（R3.9.30）

○ 一部の業務については、法改正により対応（R3.10.1施行）

法改正により可能となったもの職種に関わりなく特に推進するもの

職種ごとに推進するものの具体例

職種：診療放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技士、救急救命士

静脈路の確保とそれに関連する業務 等、職種別で可能
となる業務を規定

・説明と同意＜職種ごとの専門性に応じて実施＞
・診察前の予診・問診＜職種ごとの専門性に応じて実施＞
・各種書類の下書き・仮作成＜職種ごとの専門性に応じて実施＞
・患者の誘導＜誘導元/誘導先での処置内容に応じて役割分担＞

職 種 内 容

助産師 助産師外 来・院内 助産（ 低リス ク妊婦の 健診・分 娩管理、 妊産婦の保 健指導 ）

薬剤師 手術 室・ 病棟等における 薬剤の 払い出 し、 手術 後残薬回収、 薬剤の 調製等、 薬剤の 管理に関する業務

診療放射線技師
画像を 得るため カテー テル及びガ イドワ イヤー等の 位置を 医師と 協働して 調整する操作、 医師の事前指
示に 基づく、撮 影部位の確 認・追 加撮 影オー ダー

臨床工学技士
手術 室、内 視鏡室、 心臓・血 管カテー テル室等での 清潔野にお ける 器械出 し、 医師の具体 的指示の下、
全 身麻酔 装置の操作や人工 心肺装置を操作 して 行う血 液、 補液及び薬剤の 投与量の 設定等

看護師

特定 行為（ 38行為21区分 ）、予め特定 された患者に 対し事前に取り 決めた プロトコー ルに沿って 医師 が
事前に 指示した 薬剤の 投与、 採血・検査の実施、救急外 来にお いて 医師が予め患者の 範囲を 示して事前
の 指示や事前に取り決めた プロトコー ルに 基づき、血 液検査オー ダー 入力・ 採血 ・検査の実施 等

臨床検査技師 治療にお ける直 接侵襲を伴わな い検査 装置の操作、 病棟・外来にお ける 採血業務

医師事務作業 補助者 医師の具体 的指示の 下、 診療 録等の 代行入力
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県内の特定行為研修修了看護師養成機関の状況について①

開始
年度

機関 名
区
分
数

特定行為区分 定員 数
他施 設
受入

H 28 恵寿 総合病院 ８ ・呼吸器（ 気道 確保に係るもの ）関連
・呼吸器（ 人工呼吸療 法に係るもの ）関連
・呼吸器（ 長期呼吸療 法に係るもの ）関連
・ろ う孔管 理関連
・栄養及び水分管 理に係る薬剤投与関連
・血 糖コ ントロー ルに係る薬剤投与関連
・創傷管 理関連
・動脈血 液ガス分析関連

各区分 3名
程 度

○

H 29 公立能 登総合病院 ３ ・創傷管 理関連
・栄養及び水分管 理に係る薬剤投与関連
・血 糖コ ントロー ルに係る薬剤投与関連

共通4名

各区分 4名

○

H 29 芳珠 記念病院 ３ ・栄養及び水分管 理に係る薬剤投与関連
・血 糖コ ントロー ルに係る薬剤投与関連
・呼吸器（ 長期呼吸療 法に係るもの ）関連

3名
○

※Ｒ４年度時点

６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト③



67

開始
年度

機関 名
区
分
数

特定行為区分 定員数
他施 設
受入

H 29 公立松任石川 中央
病院

６ ・腹腔ドレー ン管 理関連
・栄養に係るカテー テル管 理（ 中心 静脈カテー
テル管 理）関連

・栄養に係るカテー テル管 理（ 末 梢留置 型中心
静脈カテー テル管 理）関連

・透析管 理関連（ ※）
・栄養及び水分管 理に係る薬剤投与関連
・感染に係る薬剤関連（ ※）

各区分 4名

（※ ）各3名

○

H 29 小松市 民病院 ３ ・創傷管 理関連
・栄養及び水分管 理に係る薬剤投与関連
・血 糖コ ントロー ルに係る薬剤投与関連

各区分 3名
○

R 2 金沢 医科大学 ６ ・術中麻酔管 理領域パ ッケー ジ
※呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（人工呼吸
療法に係るもの）関連、動脈血液ガス分析関連、栄養及
び水分管理に係る薬剤投与関連、術後疼痛管理関連、循
環動態に係る薬剤投与関連（計６区分）

・呼吸器（ 気道 確保に係るもの ）関連
・動脈血 液ガス分析関連
・栄養及び水分管 理に係る薬剤投与関連
・術後疼 痛管 理関連

術 中麻酔 管
理・ 区分 選択
併せて10名

○

県内の特定行為研修修了看護師養成機関の状況について②

※Ｒ４年度時点

６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト
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○特定行為研修修了看護師数は県内の研修機関で受講可能な区分が多い傾向

恵
寿

能
総

芳
珠

松
中

小
松

金
医

恵
寿

能
総

芳
珠

松
中

小
松

金
医

〇 〇 10
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量
の調整

〇 〇 〇 〇 〇 〇 51

侵襲的陽圧換気の設定の変更 〇 〇 17
脱水症状がある者に対する輸液による
補正

〇 〇 〇 〇 〇 〇 51

非侵襲的陽圧換気の設定の変更 〇 〇 14 〇 8

人工呼吸管理がなされている者に対す
る鎮静薬の投与量の調整

〇 〇 14 〇 〇 〇 〇 23

人工呼吸器から離脱 〇 〇 17 〇 3

〇 〇 12
持続点滴中のカテコラミンの投与量の
調整

〇 2

0
持続点滴中のナトリウム、カリウム又
はクロールの投与量の調整

〇 2

0 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 〇 2

0
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液
の投与量の調整

〇 5

〇 2 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 〇 2

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換

〇 0 抗けいれん剤の臨時の投与 3

膀胱ろうカテーテルの交換 〇 0 抗精神病薬の臨時の投与 3

〇 5 抗不安薬の臨時の投与 3

〇 5 1

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流
のない壊死組織の除去

〇 〇 〇 20 在宅・慢性期領域 0

創傷に対する陰圧閉鎖療法 〇 〇 〇 20 外科術後病棟管理領域 0

5 術中麻酔管理領域 〇 3

直接動脈穿刺法による採血 〇 〇 8 救急領域 0

橈骨動脈ラインの確保 〇 〇 8 外科系基本領域 0

〇 3 集中治療領域 0

　※R3.10月末時点（日看協データ） 延人数計 322

　※都道府県別に集計したものは公表されていない 実人数 69

ろう孔管理関連

栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル
管理）関連

皮膚損傷に係る薬剤投与関連

創傷管理関連 領
域
別
パ
ッ

ケ
ー

ジ
研
修

創部ドレーン管理関連

動脈血液ガス分析関連

透析管理関連

精神及び神経症状にかかる
薬剤投与関連

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連

修
了
し
た
特
定
行
為
研
修
に
係
る
特
定
行
為
区
分

呼吸器（気道確保に係るもの）関連

修
了
し
た
特
定
行
為
研
修
に
係
る
特
定
行
為
区
分

栄養及び水分管理に係る薬
剤投与関連

呼吸器（人工呼吸療法に係
るもの）関連

感染に係る薬剤投与関連

血糖コントロールに係る薬剤投与関連

術後疼痛管理関連

呼吸器(長期呼吸療法に係るもの）関連

循環動態に係る薬剤投与関
連

循環器関連

心嚢ドレーン管理関連

胸腔ドレーン管理関連

腹腔ドレーン管理関連

（単位：人）

区分名

県内指定研修機関

人数 区分名

県内指定研修機関

人数

６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト



69

■特定行為研修修了看護師の育成・確保のため皆様にお願いしたいこと

• 県内での特定行為研修修了看護師の更なる育成・確保に向けて、是非、
指定研修機関や協力施設の開設に向けて前向きにご検討いただきたい

• 貴施設において、看護師の研修受講を積極的に働きかけていただきたい

• 研修修了看護師が、貴組織内で十分に活躍できるよう、計画的な育成・
配置・活用の構想に向けた取組みを加速していただきたい

６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト
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（参考）
○特定行為研修修了看護師の実践例

（日本看護協会 看護師の特定行為研修制度ポータルサイトＵＲＬ）
https://www.nurse.or.jp/nursing/education/tokuteikenshu/portal/cases/

（石川ナースナビＵＲＬ）
https://ishikawa-nursenavi.com/contents/career/specific_training/

○令和４年度診療報酬改定において、新たに追加となった診療報酬項目
・精神科リエゾンチーム加算 週１回 ３００点
・栄養サポートチーム加算 週１回 ２００点
・褥瘡ハイリスク患者ケア加算 入院中１回 ５００点
・呼吸ケアチーム加算 週１回 １５０点
・重症患者対応体制強化加算 １４日以内 最高７５０点
・重症患者搬送加算 搬送１回 １，８００点
・在宅患者訪問看護・指導料 １日１回 １，２８５点
・専門管理加算 月１回 ２５０点

○特定行為研修修了看護師の組織的配置・活用ガイド（千葉大学大学院看護学研究院ＵＲＬ）
https://www.n.chiba-u.jp/iperc/research/guide.html

６． 【情報提供】医師の働き方改革とタスクシフト


