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医療機能の現状と今後の方向を報告

都
道
府
県

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と必要病床数を推計

・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（２次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等

（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に
選択

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。
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「病床機能報告制度」

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策
定し、更なる機能分化を推進

（医療ニーズを見据えて、資源の最適化）

○ 地域医療構想の趣旨は、人口減少に伴い患者も大きく減少し、病院経営に大
きな影響を与えることが予想される中で、将来を見据え、いかに医療資源を有
効に活用し、効果的な医療提供体制を構築していくかということ。

○ 本県では、平成２８年１０月「秋田県地域医療構想」を策定した。

地域医療構想について



〇設置形態
・構想区域ごとに設置（旧二次医療圏と同じ８区域）
・医療連携体制等を検討する場合、複数地域の会議を合同で開催することも想定。
・必要に応じて調整会議の下に「専門部会」を設置。
⇒ 個別分野（病床機能の分化・連携、在宅医療等の充実）について、具体的な検討を行う。

〇協議事項
毎年報告される病床機能報告のデータや構想区域内の医療機関の状況について、

情報共有を図りながら、次の事項を協議。

①地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議
②在宅医療等の充実に関する協議
③都道府県計画（地域医療介護総合確保基金）に盛り込む事業に関する協議
④その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議

病床機能の分化・連携 在宅医療等の充実

（専門部会）

秋田県地域医療構想調整会議
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秋田県地域医療構想調整会議の設置



「地域医療構想の進め方について」【国通知】
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取組①

取組②



取組②について
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・医療資源投入量方式（令和元年度協議済）による分析
（詳細は後述）



（１）年度目標の設定について
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対応者取組
・都道府県・構想区域ごとの年度目標の設定

○国により求められている取組

目標設定協議の結果策定状況構想区域
12/12医療機関済5/12医療機関大館・鹿角

3/3医療機関済1/3医療機関北秋田

14/14医療機関済3/14医療機関能代・山本

44/44医療機関済20/44医療機関秋田周辺

15/15医療機関済7/15医療機関由利本荘・にかほ

13/13医療機関済7/13医療機関大仙・仙北

6/6医療機関済4/6医療機関横手

8/8医療機関済5/8医療機関湯沢・雄勝

○目標設定の考え方（令和5年3月31日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）
対応方針の策定率※が100％に達していない場合→対応方針の策定率

達している場合 →合意した対応方針の実施率
※医療機関において策定するだけではなく、地域医療構想調整会議で合意まで必要

○本県の状況（Ｒ６．３月書面協議※により実施後の状況）※書面協議の意見は次のページ

対応方針を未提出の医療機関について、提出があり次第、調整会議へ報告の
うえ、意見を伺う



【参考】書面協議の主な意見
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○Ｒ６．３月書面協議の意見の内容
御意見番号

・県北地域にない緩和ケア病棟を是非、大館市立総合病院に設立していただきたい
・医師・看護師不足も懸念事項だが、薬剤師やその他医療事務など、医療従事者全般が人員不
足であることを理解してほしい

１

・令和７年度に扇田病院が担う役割
〇回復期・慢性期医療や在宅医療、健診事業を継続する
・令和７年度から１病棟減の１病棟体制とし、療養病床４０床（うち回復期病床３０床）と

する
（見直し前：一般病棟６２床（うち急性期２２床、地域包括ケア病床４０床）、療養病棟４２
床、計１０４床）
※急性期機能を廃止し大館市立総合病院へ集約する

・在宅療養支援病院として訪問診療、訪問看護、在宅看取りなどの在宅医療の充実を図る

２

・人口減少はするが、後期高齢者数は横ばい状態が継続することが予想されている。急性期や
回復期の病床数は現状で大きな問題はないが、慢性期は不足している。扇田病院では満床に近
い状態であるにもかかわらず病床削減が検討されている。重大な不安要素であると言わざるを
得ない。また、「診療所の閉院増加で一次医療を行わざるを得ない。高度医療に手が回らな
い」という大館市立総合病院の意見はかなり深刻であり、歯科においても同様の状況である。
医科歯科ともに診療所を積極的に増やさないと地域医療は崩壊する。

３



（２）地域医療構想の進捗状況の検証
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対応者取組
・都道府県・地域医療構想の進捗状況の検証

○国により求められている取組

医療資源投入量方式（令和元年度調整会議にて協議済み）
○検証の方法

（１）趣旨
• 病床機能報告での調査では表れない地域の実情に近い医療機能別病床数の状況を把握す
るため、医療機関に支払われる診療報酬の出来高点数の大小に着目して、急性期病棟に
混在する高度急性期、回復期病床数を算出する。

（２）算出方法
• 患者１人当たりの「入院単価」から、入院基本料等を除外した「医療資源投入量」を算
出し、この推計値を基に、急性期病棟内に混在している高度急性期・回復期の患者数を
割り出し、病床単位の医療機能別病床数を推計。

• 急性期病棟内に地域包括ケア病床がある場合、「医療資源投入量」の推計値に関わらず、
当該地域包括ケア病床数を回復期病床数とする。

病床機能報告上の病床数を基本としつつ、医療資源投入量方式による推計値を
踏まえながら、病床機能毎の課題について協議する。（協議事項２で実施）



定量的基準による比較【圏域別】
○病床機能報告、医療資源投入量方式の数値、2025年の必要量を比較
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●医療資源投入量方式による推計結果
（大館・鹿角）
高度急性期の乖離は縮小
回復期の病床数は概ね充足
急性期の必要量との乖離は縮小
（224床過剰）



（３）検証を踏まえて行う必要な対応
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対応者取組
・都道府県・当該進捗状況の検証を踏まえた必要な対応

（２の検証によりデータの特性だけでは説明できない差異がある場合）

○国により求められている取組

○当該進捗状況の検証を踏まえた必要な対応について
（令和5年3月31日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

データの特性だけでは説明できない差異のある構想区域については、以下の対応を行うこ
と。
①非稼働病棟等への対応

当該病棟の再稼働のための医療従事者の確保の具体的な見込み等も含めて地域医療構
想調整会議において詳細な説明を求め、十分に議論すること。

あ

②構想区域全体の2025 年の医療提供体制の検討について
構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて協議を行い、その協議を踏まえ

て2025年の各医療機関の役割分担の方向性等（必要に応じて病床数や医療機能を含
む。）について議論する。

あ

③その他の地域医療構想調整会議の意見を踏まえた対応

→対応方針について協議済みの医療機関については実施済み
（対応方針に記載されているため）

今年度は入院医療、救急医療、周産期医療、在宅医療、外来医療について
テーマを設定の上、協議する。（詳細は協議事項２）



【参考】病床機能報告と地域医療構想の将来推計の違い
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出典：公益財団法人 全日本病院協会「地域医療構想」
https://www.ajha.or.jp/guide/28.html


