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資料２ 



（疾病・事業名）がんの医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ がん対策基本法（平成18年法律第98号）の理念に基づき、県民の視点に立ち、

医療従事者や行政機関などの関係者が一体となりながら、がんによる死亡者の

減少を図るため、がんの予防から早期発見、標準的ながんの治療や緩和ケアな

どのがんの医療、患者等への相談等まで継続した保健医療が行われるような体

制の構築を進めていきます。 

○ 喫煙対策やがんと関連するウイルスの感染予防など、がんの発症リスクの低

減に向けた取組や、科学的根拠に基づくがん検診の実施など、がんの早期発見

に向けた取組を進めていきます。 

○ がん診療連携拠点病院等を中心とした専門的診療、緩和ケアや患者や家族等

へのがんに関する情報提供や相談体制、地域の医療機関が連携した在宅療養が

可能な体制の構築を推進し、それらを担う医療機関の機能の確保や医療機関の

相互の連携による、多方面からの継続した医療提供体制の構築を進めていきま

す。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

75歳未満のがんによる年齢調整死亡率(人

口10万対) 
㉓85.7 ㉕80.8 ㉙72.8 

成人の喫煙率(％) ㉔18.9 ― ㉞12.0 

受動喫煙の無い職場(受動喫煙防止対策を

実施していない職場の割合)(％) 
㉔37.6 ― ㉜0.0 

がん検診受診率(40歳以上

(子宮がんのみ20歳以上)の

受診率)(％) 

肺 ㉒31.5 ㉕49.0％ ㉘50.0 

乳 ㉒26.0 ㉕29.7％ ㉘50.0 

子宮（頸） ㉒25.6 ㉕29.5％ ㉘50.0 

大腸 ㉒31.1 ㉕41.3％ ㉘50.0 

胃 ㉒36.1 ㉕40.7％ ㉘50.0 

がん診療連携拠点病院の整備圏域数 ８ ８ ㉖全県域（９） 

相談支援センターの整備圏域数 ８ ９ ㉕全県域（９） 

※ 成人の喫煙率の減少 出典：岩手県「県民生活実態調査」（調査周期５年） 

※ 受動喫煙の無い職場の実現(受動喫煙防止対策を実施していない職場の割合の低下) 

  出典：岩手県「企業・事業所行動調査」（調査周期隔年） 

※ 子宮がん検診の受診率については、平成22年までは「子宮がん検診」として調査していたが、平成25年か

らは「子宮がん（子宮頸がん）検診」として調査している。 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 75歳未満年齢調整死亡率については、目標策定時から4.9ポイント減少し、

人口10万人当たり80.8となっており、改善傾向が続いている。 

○ がん検診受診率については、すべてのがんにおいて受診率が向上しており、
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引き続き目標値の50％に向けて取組を進める。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

（がんの予防） 

○ 「世界禁煙デー」における重点的な普及啓発として、各種媒体を活用した禁煙の呼びか

けや全県における啓発ポスターの掲示を行うとともに、各保健所においては、禁煙支援マ

スター（保健所長）による健康づくり教室の開催をはじめ、学校等における敷地内禁煙化

の働きかけなど、地域の実情に即した取組を展開した。また、受動喫煙のない社会環境を

整備するため、「禁煙・分煙の飲食店・喫茶店登録事業」を展開し、平成26年３月末時点で、

357店（禁煙店328店、分煙店29店）を登録した。 

（がんの早期発見） 

○ がん検診受診率向上に向けて、ＮＰＯ等の民間団体と連携し「乳がん月間」におけるピ

ンクリボンツリー設置やポスター掲示を行うとともに、平成25年11月には、がん経験者で

あるタレントを招いて啓発イベントを開催した。また、「がん検診受診率向上プロジェクト

協定」締結企業との連携により、がん検診勧奨リーフレットを作成し、県内全域に配布し

た。さらに、がん検診を受診しやすい社会環境を整備するため、市町村参集のもと、平成

25年９月に「がん検診課題対策等検討会」を開催し、未受診者に対する受診勧奨等の取組

の全県への普及を図るとともに、がん検診等の質の向上を図るため、医療従事者を対象と

した講習会を複数回開催した。 

（がんの医療） 

○ 県内のがん医療の均てん化に向けて、がん診療連携拠点病院機能強化事業により各拠点

病院における医療従事者の研修、院内がん登録の促進などへの支援を行ったほか、専門的

知識を有する医師・看護師等の養成事業を実施・支援した。また、平成26年１月の国の「が

ん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しを受けて、県立釜石病院に係る地域

がん診療連携拠点病院新規指定申請書を同年３月に提出した。（H26.8.6指定済み） 

○ がん診断時からの緩和ケアの推進に向け、がん診療連携拠点病院等が行う医療従事者研

修会への支援や、同研修会に係る指導者・ファシリテーターの養成、地域の保健医療従事

者を対象とする在宅緩和ケア講習会を実施した。 

（がんに関する情報提供及び相談支援） 

○ がん診療連携拠点病院機能強化事業により相談支援センターへの相談員の配置・育成や

がんサロン運営を支援したほか、がんを経験した方による患者・家族への支援を推進する

ため、ピアサポートをテーマとする学習会・情報交換会を開催した。 

（がん登録） 

○ 本県の地域がん登録を一層推進するため、県医師会との連携を密に図りながら、「地域が

ん登録システムの機能強化事業」として、平成12年以降の既登録データを国立がん研究セ

ンターの提供する新規システム（全国標準データベースシステム）に移行するとともに、

「地域がん登録環境整備事業費補助」として、県医師会館内に設置された登録室の増設及

び移設等に係る費用の一部補助を行った。 
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３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

（がんの予防） 

○ 平成26年４月に施行された「岩手県がん対策推進条例」の周知を図るため、がん検診の

実施主体である市町村をはじめ、県内検診機関等の関係団体や、企業・被用者保険等の職

域などに対する情報提供を進める。 

 【取組例】 

・ 庁内部局横断による「がん対策に係る関係室課連絡会議」の開催（H26.4） 

・ 「岩手県がん検診受診率向上プロジェクト協定」締結企業との情報交換会（H26.8） 

・ 平成26年度がん検診・特定健診等に係る課題対策検討会（H26.8） 

○ 「世界禁煙デー」や「乳がん月間」などの機会を活用して、協会けんぽ岩手支部と締結

した「岩手県の健康づくりの推進に向けた連携に関する覚書」に基づき、働き盛り世代を

はじめとする幅広い県民に向けたがん予防に係る普及啓発を推進する。 

 【取組例】 

 ・ 禁煙などを呼びかける「脳卒中予防ポスター」等の共同掲示：県内の健康保険委員登

録事業所（1,800企業）、県内の医療機関・調剤薬局（2,300機関）等 

 ・ 「協会けんぽ岩手支部チラシ」を活用した情報発信：全加入企業（16,000企業）に情

報発信（毎月１回） 

（がんの早期発見） 

○ がん検診受診率向上に向けて、ＮＰＯ等民間団体との連携を一層強化するとともに、「岩

手県がん検診受診率向上プロジェクト協定」締結企業と連携した普及啓発イベントの実施

や当該協定の拡大など、様々な取組を積極的に進める。また、がん検診を受診しやすい社

会環境の整備に向けて、がん検診の実施主体である市町村をはじめ、県内検診機関や企業・

被用者保険等の職域など、幅広い関係機関の参集の下、検討会を開催する。 

 【取組例】 

・ がん検診啓発セミナーの開催（主催：アフラック等）（H26.5） 

・ 「岩手県がん検診受診率向上プロジェクト協定」締結企業との情報交換会（H26.8） 

（がん医療） 

○ がん診療連携拠点病院機能強化事業により各拠点病院の取組を引き続き支援するととも

に、がん診療提供体制の質の確保に向けた取組の推進や国の新しい整備指針における人材

要件の厳格化を踏まえた医療従事者の確保に係る検討を進める。 

○ 緩和ケアについては、拠点病院等が実施する緩和ケア医療従事者研修会の開催支援、同

研修会のファシリテーター養成、在宅緩和ケア講習会などを引き続き実施し、緩和ケア提

供体制の整備や理解の促進を図る。 

（がんに関する情報提供及び相談支援） 

○ がんに関する情報の適切な提供を通じて、がん患者やその家族等の療養生活の質の向上

が図られるよう、県内のがん患者・家族会やがん患者サロンの活動内容の紹介を行うなど、

県ホームページで発信する情報の充実を図るほか、緩和ケアに係るパンフレットの更新・
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配布等を実施する。 

（がん登録） 

○ 地域がん登録システムの機能強化事業として、県医師会との連携の下、国立がん研究セ

ンターの提供する新規システム（全国標準データベースシステム）への移行を継続実施す

るとともに、平成28年１月から、がん登録等の推進に関する法律の施行が予定されている

ことから、国主催の会議等への参加により得られた情報について県医師会をはじめとする

関係機関に適宜提供し、法制化に向けた体制の整備を図る。 

 

４ 特記事項  

○ 「岩手県がん対策推進条例」が平成26年４月１日から施行されているが、当該条例は、

県民が一体となってがん対策に取り組むことを掲げ、県や市町村、保健医療従事者をはじ

め、教育関係者や事業者も含めた県民の責務や役割を明確にしており、総合的かつ計画的

ながん対策の推進を図るものである。 

○ 中高年などの働き盛り世代をはじめとする幅広い県民に向けた普及啓発などの保健施策

を推進するため、平成26年３月に、県内最大の医療保険者（加入者40万人、加入企業１万

６千企業）である協会けんぽ岩手支部と「岩手県の健康づくりの推進に向けた連携に関す

る覚書」を締結した。 
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（疾病・事業名）脳卒中の医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 脳卒中による死亡者の減少を図るため、脳卒中の予防から救護、急性期、回復

期、再発予防まで継続した保健医療サービスが提供されるような体制の構築を進

めていきます。 

○ 生活習慣病の予防による発症リスクの低減に向けた取組や発症後の速やかな

救命処置の実施と搬送が可能な体制の構築を推進します。 

○ 速やかな専門的診療、合併症や再発の予防、在宅復帰のためのリハビリテーシ

ョンや基礎疾患・危険因子の管理などの在宅療養が可能な体制など、それらを担

う医療機関の機能の確保や各ステージに応じた医療機関の相互の連携による、多

方面からの継続した医療提供体制の構築を進めていきます。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

脳血管疾患による年齢調整死亡率(人

口10万対) 

男性 ㉒70.1 ― 
63.6 

㉞59.0 

女性 ㉒37.1 ― 
35.3 

㉞34.0 

出典：厚生労働省「都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）」（調査周期５年） 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 当該目標項目について、厚生労働省の統計調査が５年周期であるため、当該

統計を基にした進捗状況を把握することはできないが、県環境保健研究センタ

ーにおいて算出した年齢調整死亡率の推移は次のとおり。 

指標名 H22 H23 H24 

脳血管疾患による年齢調整死亡率

(人口10万対) 

男性 70.1 72.8 66.5 

女性 37.1 40.6 34.2 

 ※厚生労働省「人口動態統計」から岩手県環境保健研究センター算出 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 健康いわて21プラン推進協議会の専門部会である分析・評価委員会において、プランの

最終評価を行うとともに、平成26年度から平成34年度を計画期間とする第２次プランを策

定した。その中では「脳卒中死亡率全国ワースト１」をはじめとする健康課題を明記して

おり、課題解決に向けて、各保健所では保健関係者等が参加のもと、講演会や研修会を開

催したほか、減塩レシピや各種啓発用リーフレット等を作成した。 

○ また、環境保健研究センターでは、新人保健師研修会・指導者研修会を実施したほか、

市町村国保や協会けんぽ等の保険者が実施した特定健診の結果等の提供を受けて、健康施

策に資するための分析を行い、得られたデータを各行政機関や医療保険者に提供した。 

○ 本県の脳卒中対策の推進を図るため、県医師会と連携を図りながら、平成３年から全県
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下脳卒中登録事業を実施しており、得られたデータは健康施策の取組に重要なデータとし

て、医療機関や行政機関の脳卒中対策にも有効に活用されている。 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ 第２次プランの全体目標としている健康寿命の延伸及び脳卒中死亡率全国ワースト１か

らの脱却に向けて、「岩手県脳卒中予防県民会議」（参画団体約200団体、目標300団体）を

設立し、県民及び関係機関・団体等オール岩手で県民の主体的な健康づくりを進めていく。 

 【取組例】 

 ・ 「岩手県脳卒中予防県民大会」の開催 等 

○ 岩手県広報誌「いわてグラフ」による、「脳卒中死亡率全国ワースト１」や生活習慣病予

防について特集記事として掲載するほか、新聞やラジオ等各種媒体の利用による啓発活動

を実施していく。 

○ ９月の「食生活改善普及運動・健康増進普及月間」において、県内の保健所や各地区の

食生活改善推進員による塩分摂取量減少に向けた取組を重点的に実施する。 

 【保健所の取組例】 

 ・ 学校や事業所等において、適塩習慣定着のための講演会及び調理実習等を実施 

 ・ 脳卒中死亡率全国ワースト１脱却を目指して、街頭での啓発グッズの配布などによる

啓発活動を実施 

 【食生活改善推進員の取組例】 

 ・ 食生活改善推進員が一般家庭を訪問して、各家庭のみそ汁の塩分濃度を測定、適切な

塩分濃度を周知する啓発活動を実施 

○ 「岩手県脳卒中予防県民会議」構成員の協会けんぽ岩手支部と相互に協力しながら、中

高年などの働き盛り世代をはじめとする幅広い県民に向けた普及啓発を推進する。 

 【取組例】 

 ・ 禁煙などを呼びかける「脳卒中予防ポスター」等の共同掲示：県内の健康保健委員登

録事業所（1,800企業）、県内の医療機関・調剤薬局（2,300機関） 

 ・ 「協会けんぽ岩手支部チラシ」を活用した情報発信：全加入企業（16,000企業）に情

報発信：毎月１回 

 

４ 特記事項  

○ 第２次プランの全体目標としている健康寿命の延伸及び脳卒中死亡率全国ワースト１か

らの脱却に向けて、平成26年７月に「岩手県脳卒中予防県民会議」を設立した。 

○ 中高年などの働き盛り世代をはじめとする幅広い県民に向けた普及啓発など、様々な保

健施策を連携して進めるため、平成26年３月に、県内最大の医療保険者（加入者40万人、

加入企業１万６千企業）である協会けんぽ岩手支部と「岩手県の健康づくりの推進に向け

た連携に関する覚書」を締結した。 
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（疾病・事業名）急性心筋梗塞の医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 急性心筋梗塞による死亡者の減少を図るため、急性心筋梗塞の予防から救護、

急性期、回復期、再発予防まで継続した保健医療サービスが提供されるような

体制の構築を進めていきます。 

○ 生活習慣病の予防による発症リスクの低減に向けた取組や発症後の速やかな

救命処置の実施と搬送が可能な体制の構築を推進します。 

○ 速やかな専門的診療、合併症や再発の予防、在宅復帰のための心臓リハビリ

テーションや基礎疾患、危険因子の管理等、在宅療養が可能な体制の構築を促

進し、それらを担う医療機関の機能の確保や各ステージに応じた医療機関の相

互の連携による多方面からの継続した医療提供体制の構築を進めていきます。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

急性心筋梗塞による年齢調整死亡率

(人口10万対) 

男性 ㉒22.8 ― 
21.0 

㉞19.7 

女性 ㉒8.0 ― 
7.6 

㉞7.2 

出典：厚生労働省「都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）」（調査周期５年） 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 当該目標項目について、厚生労働省の統計調査が５年周期であるため、当

該統計を基にした進捗状況を把握することはできないが、県環境保健研究セ

ンターにおいて算出した年齢調整死亡率の推移は次のとおり。 

指標名 H22 H23 H24 

急性心筋梗塞による年齢調整死亡

率(人口10万対) 

男性 22.8 19.1 17.9 

女性 8.0 8.2 7.2 

 ※厚生労働省「人口動態統計」から岩手県環境保健研究センター算出 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 健康いわて21プラン推進協議会の専門部会である分析・評価委員会において、プランの

最終評価を行うとともに、平成26年度から平成34年度を計画期間とする第２次プランを策

定し、その中で「心疾患の年齢調整死亡率が全国下位」の状況などの健康課題を明記した

ところである。 

○ 平成20年度における40～70歳県民のメタボリックシンドローム予備群及び該当者の割

合を平成24年度までに10％減らすため、特定健診・保健指導従事者資質向上のための研修

会の実施や、学校や事業所においてメタボリックシンドロームの予防啓発を行った。 

○ また、環境保健研究センターでは、新人保健師研修会・指導者研修会を実施したほか、

市町村国保や協会けんぽ等の医療保険者が実施した特定健診結果等の分析を行い、得られ
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たデータを各行政機関や医療保険者に情報提供し、各種健康施策に活用されている。 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ 県広報誌「いわてグラフ」、新聞、ラジオ等の媒体を活用して、急性心筋梗塞を含む生

活習慣病予防等の周知・啓発を図っていく。 

○ 高齢者の医療の確保に関する法律においては、市町村国保等医療保険者に「特定健康診

査」及び「特定保健指導」の実施が義務付けられており、県では市町村国保や協会けんぽ、

各職域の健保組合等関係団体による「がん検診・特定健診等に係る課題対策検討会」を開

催し、未受診者への受診勧奨（コール・リコール）などの取組の全県への普及を図るとと

もに、県民の健康水準の向上に係る研修等を実施する。 

○ 「食生活改善普及運動・健康増進普及月間」においては、保健所や各地区の食生活改善

推進員による塩分摂取量減少に向けた取組を重点的に実施していく。 

 【保健所の取組例】 

 ・ 学校や事業所等において、適塩習慣定着のための講演会及び調理実習等を実施 

 【食生活改善推進員の取組例】 

 ・ 食生活改善推進員が一般家庭を訪問して、各家庭のみそ汁の塩分濃度を測定、適切な

塩分濃度を周知するための啓発活動を実施 

○ 環境保健研究センターでは、本県や県内市町村の健康課題の解決を図っていくため、県

内市町村国保や医療保険者等が実施する特定健診等に係るデータを収集し、分析及び評価

していくとともに、得られた分析データを各実施主体に還元していく。 

○ 協会けんぽ岩手支部と締結した「岩手県の健康づくりの推進に向けた連携に関する覚

書」に基づき、働き盛り世代をはじめとする幅広い県民に向けた普及啓発を推進する。 

 【取組例】 

 ・ 「協会けんぽ岩手支部チラシ」による情報発信：全加入企業（16,000企業）毎月１回 

 

４ 特記事項  

○ 働き盛り世代をはじめとする幅広い県民に向けた保健施策を推進するため、平成26年３

月に、県内最大の医療保険者（加入者40万人、加入企業１万６千企業）である協会けんぽ

岩手支部と「岩手県の健康づくりの推進に向けた連携に関する覚書」を締結した。 
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（疾病・事業名）糖尿病の医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 糖尿病対策においては、糖尿病の発症予防を進めるための一次予防、糖尿病の

合併症を予防するための二次予防、そして、合併症による臓器障害を予防するた

めの三次予防を総合的に推進することが必要であり、そのためには、各々の段階

に応じた医療機関の機能を高めるとともに、地域的な偏在を補完するための医療

機関相互の連携、医療機関と行政の連携を進めます。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

特定健康診査の受診率(％) ㉒40.7 ㉔46.2 70.0 

特定保健指導の実施率(％) ㉒17.4 ㉔16.7 45.0 

糖尿病有病者の推定数（40歳～74歳）(万

人) 
㉓5.24 ㉔5.29 ㉞5.28 

糖尿病性腎症による新規透析患者数(年間

(３か年平均)(人) 
⑳～㉒平均 144 ㉒～㉔平均 146 

138 

（㉞133） 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 特定健康診査の受診率は、平成22年の40.7％に対して平成24年は46.2％とな

り、5.5ポイント改善されるなど、健診受診率向上の取組の成果が表れている

ものと考えられるが、目標値（70.0％）に対しては大きな開きがある。 

○ 一方で、特定保健指導の実施率が成22年の17.4％に対して平成24年は16.7％

であり、0.7ポイント低下しており、また、新規透析患者も増加するなど、各

段階に応じた予防等が必要である。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

（糖尿病の予防・早期発見・早期治療） 

○ 糖尿業の危険因子となる肥満及びメタボリックシンドロームの予防のため、関係者の検

討会・研修会のほか、学校・事業所での栄養・運動を中心とした健康づくり活動、外食・

惣菜等の栄養成分表示促進活動を実施した。 

【取組例】 

・ 地域に応じた肥満及びメタボリックシンドローム予防の取組検討及び事業評価の実施 

・ 学校・事業所を対象とした肥満及びメタボリックシンドローム予防の研修会及び情報

交換会の開催 

・ 児童・生徒、事業所従業員等を対象とした食生活改善、禁煙等の出前教室の実施 

・ 飲食店等に対する栄養成分表示講習会の開催、栄養成分表示店の登録促進、登録店の

ＰＲ等の実施 

○ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上に向けた関係者の検討会・研修会、データ分

析を実施した。 
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【取組例】 

・ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上、研修評価のための関係者検討会等の開催 

・ 特定健康診査・特定保健指導等のデータの集計・分析・課題検討・結果周知の実施 

（初期・安定期治療） 

○ 糖尿病患者の治療継続を促進するために、医師、看護師、栄養士等の糖尿病治療に関わ

る者を対象とした研修会・情報交換会を実施した。（県内３地域） 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

（糖尿病の予防・早期発見・早期治療） 

○ 生活習慣病の予防に対して、県民の理解を促進するための普及啓発を実施する。 

【取組例】 

・ 広報誌、リーフレット、講演会等による生活習慣病の普及啓発の実施 

・ 協会けんぽ岩手支部と連携し、加入企業を対象とした生活習慣病の普及啓発の実施 

・ 家庭訪問による食生活改善普及啓発の実施 

・ 岩手県脳卒中予防県民会議を活用した普及啓発活動の実施 

○ 生活習慣病の予防のために、学校・事業所での栄養・運動を中心とした健康づくり活動

のほか、外食・惣菜等の栄養成分表示促進活動を実施する。 

・ 児童・生徒、事業所従業員等を対象とした食生活改善、禁煙等の出前教室の実施 

・ 飲食店等に対する栄養成分表示講習会の開催、栄養成分表示店の登録促進、登録店の

ＰＲ等の実施 

○ 特定健康診査・保健指導保健の実施率向上に向けた関係者の検討会・研修会を開催する

ほか、特定健康診査等のデータ分析等を実施する。 

【取組例】 

・ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上、研修評価のための関係者検討会等の開催 

・ 特定健康診査・特定保健指導等のデータの集計・分析・課題検討・結果周知の実施 

（初期・安定期治療） 

○ 糖尿病患者の治療継続を促進するために、医師、看護師、栄養士等の糖尿病治療に関わ

る者を対象とした研修会・情報交換会を実施する。（県内３地域） 

 

４ 特記事項  

○ 平成18年７月に、岩手県医師会、日本糖尿病学会岩手支部及び日本糖尿病協会岩手支部

と岩手県糖尿病対策推進会議（事務局：岩手県医師会）を設置し、糖尿病対策の推進に取

り組んでいる。 

○ 平成26年３月に、中高年などの働き盛り世代をはじめとする幅広い県民に向けた普及啓

発などの保健施策の推進のため、協会けんぽ岩手支部と「岩手県の健康づくりの推進に向

けた連携に関する覚書」を締結した。 

○ 平成26年７月に、第２次プランの全体目標である「健康寿命の延伸」及び「脳卒中死亡
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率全国ワースト１からの脱却」を目指すため、「岩手県脳卒中予防県民会議」を設立した。

糖尿病は、脳卒中の危険因子となる生活習慣病であることから、当該会議を活用した取組

を進めている。 
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（疾病・事業名）精神疾患の医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 精神疾患が発症しても、地域や社会で安心して生活できるようにするため、精

神科医療機関や医療・福祉等の関係機関が連携しながら、患者に対する適切な医

療に併せて、患者及び家族等に対する必要な生活支援等が提供される体制づくり

を推進します。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

１年未満入院者の平均退院率（％） ㉒72.2 ㉔72.2 ㉖79.3 

在院期間５年以上かつ65歳以上の退院患者数

（人） 
㉒132 64 ㉖159 

入院を要しない軽度患者の精神科救急受診率

（％） 
㉓78.0 76.3 76.0 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 入院を要しない軽度患者の精神科救急受診率については、平成25年度実績は

76.3％まで改善されているが、１年未満入院者の平均退院率及び在院期間５年

以上かつ65歳以上の退院患者数については、現状値から改善が見られないこと

から、精神障がい者の地域移行や地域定着支援の取組を進めていく。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 全ての障がい保健福祉圏域において、指定サービス事業者等に委託して地域生活支援広

域調整会議等事業を実施した。（地域運営委員会を延べ36回開催） 

○ 精神科救急医療施設輪番施設の運営を、県が指定した10民間精神科病院に委託して実施

した。（休日・夜間に1,138日運営） 

また、精神科救急情報センターの運営を、ＮＰＯに委託して実施した。（相談対応件数：

4,985件） 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ 精神障がい者の地域移行・地域定着を促進するため、全ての障がい保健福祉圏域におい

て、指定サービス事業者等に委託して地域生活支援広域調整会議等事業を継続して実施す

る。 

○ 精神科救急医療体制の確保のため、精神科救急医療施設及び精神科救急情報センターの

運営委託事業を継続して実施する。 

 

 

 

12 



４ 特記事項  

○ 精神保健福祉法の一部改正により、精神障がい者の地域生活への移行を促進するために、

「精神障害者の医療の提供を確保するための指針」が策定（H26.3）され、精神障がい者に

対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性が定められた。この指針の

策定を契機として、関係者の理解と関心が深まり、精神障がい者の地域生活への移行に向

けて各主体による取組の一層が期待される。 
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（疾病・事業名）認知症の医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮ら

し続けることができるよう、認知症に対する正しい知識と理解に向けた啓発を図

るとともに、認知症疾患医療センターを中核とした安心の認知症医療体制の構築

と、必要な介護サービス基盤の整備を推進します。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数（人） 580 689 ㉖820 

認知症サポート医養成研修修了者数（人） 35 44 ㉖32 

認知症サポーター養成者数（人） 72,414 85,787 ㉖78,000 

認知症疾患医療センター設置数（箇所） 1 1 5 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 認知症サポート医養成研修修了者数及び認知症サポーター養成数について

は、平成25年度において目標値を達成しているが、認知症サポート医について

は、二次保健医療圏別に見ると修了者数に偏在があることから、各圏域におい

て複数名のサポート医体制が構築できるよう取組を進めていく。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 認知症の初期対応ができるかかりつけ医の拡充に向けて、６郡市医師会（岩手郡、北上、

奥州市、気仙、釜石、宮古の各医師会）においてかかりつけ医認知症対応力向上研修を開

催した。（受講者数105名） 

○ 認知症サポーター養成数が10,126名となり、また、認知症サポート医養成研修を９名が

受講するなど、認知症医療体制の充実に向けた取組が進められた。なお、９圏域中７圏域

において、認知症サポート医の複数名体制となっている。 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ ４郡市医師会におけるかかりつけ医認知症対応力向上研修を開催するほか、各圏域にお

いて認知症サポート医の複数名体制が可能となるよう継続して養成を図るとともに、「いわ

ていきいきプラン2014」に基づく認知症サポーターの養成等に取り組んでいく。 

 

４ 特記事項  

○ 介護保険法の一部改正により、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域支援事業の

充実を図っていくこととされ、認知症施策については、①認知症初期集中支援推進事業、

②認知症地域支援推進員等設置事業、③認知症ケア向上推進事業が地域支援事業に移行と

なり、平成30年度までに、すべての市町村において順次実施することとされた。 
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（疾病・事業名）周産期医療の体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 県内の限られた周産期医療資源を効率的に活用し、妊産婦が安心して出産に対

応できる体制を構築するため、ＩＣＴ等の活用により連携機能を強化すること

で、妊産婦及び周産期医療従事者の負担の軽減を図るとともに、緊急搬送時等に

おける周産期医療体制の整備を行います。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

周産期死亡率（出産千対） ㉓4.9 ㉔6.0 4.1 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 周産期死亡率は、近年は緩やかな改善傾向にあるものの、平成23年の4.9に

対して平成24年は6.0と1.1ポイント高くなっており、安心して出産できる体制

の構築に向け、引き続き周産期医療体制の整備を進めていく必要がある。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 妊婦のリスクに応じて適切な医療を提供するため、周産期母子医療センターの運営支援

やＭＦＩＣＵにおける機器整備に要する経費を補助するなど、周産期医療体制の充実・強

化を図った。 

【ＭＦＩＣＵ整備機器】 

 ・超音波画像診断装置１台、新生児用ＡＡＢＲ聴力検査装置１台 

○ 周産期医療情報ネットワークシステム「いーはとーぶ」の運用により、県内医療機関や

市町村が妊婦健診、診療情報などが共有化され、母体搬送や保健指導に係る情報活用のほ

か、遠隔妊婦健診が行われた。 

 【システムの加入状況】 40医療機関（加入率100.0％） 31市町村（加入率93.9％） 

○ 胎児先天性心疾患に係る診断連携体制の構築に向け、周産期医療機関の連携体制及び役

割分担、産科医師等の超音波画像の読影技術の強化等を図るとともに、超音波画像診断装

置を周産期母子医療センターに整備した。 

 【超音波画像診断装置の導入状況】 

  ・周産期母子医療センターを中心として、平成25年度までに12医療機関に導入 

○ 総合周産期母子医療センター(岩手医大附属病院)に周産期救急搬送コーディネーターを

配置し、妊産婦及び新生児の救急時における迅速かつ適切な受入先の確保体制を整備した。 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度） 

○ 「周産期医療体制整備計画」に基づき、限られた周産期医療資源を効率的に活用し、妊

産婦が安心して出産できる体制を構築するため、周産期医療情報ネットワーク「いーはと

ーぶ」など、ＩＣＴの活用等により県内医療機関の機能分担と連携を強化し、患者のリス
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クに応じて全県で対応していく体制を強化していく。 

 ・周産期母子医療センター運営事業の継続 

 ・周産期医療情報ネットワーク「いーはとーぶ」を基軸とした周産期医療情報連携の促進 

 ・周産期医療従事者等の医療技術の向上 

 ・胎児心疾患診断に有効な超音波画像診断装置の分娩取扱等医療機関への導入整備 

 ・胎児先天性心疾患の診断連携に必要な運用ルール等の策定 
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（疾病・事業名）小児救急医療の体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 保護者等を対象とした相談機能の運営に引き続き取り組むとともに、救命救急

センターや小児救急輪番制など患者の症状等に対応した小児救急医療の提供を

推進します。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

小児救急電話相談の実施率（15 歳

未満人口千対） 

岩 手 県 ㉓23.8 ㉔22.4 35.7 

盛  岡 ㉓31.7 ㉔29.1 47.6 

岩手中部 ㉓28.1 ㉔25.0 42.1 

胆  江 ㉓20.4 ㉔19.9 30.6 

両  磐 ㉓21.3 ㉔22.7 32.0 

気  仙 ㉓10.6 ㉔12.5 21.2 

釜  石 ㉓6.1 ㉔6.2 12.2 

宮  古 ㉓9.3 ㉔9.6 18.6 

久  慈 ㉓8.4 ㉔6.7 16.8 

二  戸 ㉓9.2 ㉔8.6 18.4 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 小児救急電話相談の実施率は相対的に低下しているものの、小児死亡率は震

災前の平成22年0.34から平成24年0.26へと改善しており、小児科救急医療体制

整備事業や小児科救急医療支援事業の推進による成果が表れているものと考

えられる。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 小児救急電話相談を実施したほか、内科医等を対象とした小児救急医療に関する研修会

を開催して、小児救急旧医療体制の充実・強化に取り組んだ。 

○ 小児救急医療遠隔支援システム構成機器の全面更新を行い、操作性を改善した。 

年  度 21 22 23 24 25 

小児救急電話相談件数 4,008 3,860 3,946 3,639 3,737 

小児救急医師研修受講人数（延べ） 391 387 310 379 296 

小児救急医療遠隔支援システム運用件数 10 10 5 1 6 
 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ 小児救急医療電話相談事業の継続や小児救急に携わる小児科以外の医師への研修の実施

など、小児に係る相談支援機能等の整備に取り組むとともに、小児救急輪番制を導入する
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盛岡保健医療圏への運営支援や小児救急医療遠隔支援システムの継続運用など、引き続き

小児救急医療体制の整備・充実を図る。 

 

18 



（疾病・事業名）救急医療の体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ メディカルコントロール体制の充実強化やドクターヘリの導入など、これまで

進めてきた取組を踏まえつつ、さらに質の高い救急医療を県民に対し提供してい

くため、病院前救護活動を充実させるとともに、救命救急センターや病院群輪番

制など患者の症状に対応した救急医療の提供やドクターヘリの安全かつ円滑な

運航等を推進します。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

心源性でかつ一般市民により心肺機能停止の

時点が目撃された症例の１か月後生存率（％） 
㉓7.5 ㉔7.3 11.4 

救急要請（覚知）から救急医療機関

への搬送に要した平均時間（分） 

岩 手 県 ㉓40.5 ㉔41.4 38.1 

盛  岡 ㉓35.5 ㉔36.5 33.4 

岩手中部 ㉓40.3 ㉔41.0 37.9 

胆  江 ㉓43.2 ㉔42.7 40.6 

両  磐 ㉓45.1 ㉔45.5 42.4 

気  仙 ㉓39.8 ㉔37.7 37.4 

釜  石 ㉓47.8 ㉔42.2 45.0 

宮  古 ㉓51.0 ㉔49.4 48.0 

久  慈 ㉓40.3 ㉔42.8 37.9 

二  戸 ㉓38.1 ㉔39.1 35.8 

ＡＥＤを用いた心肺蘇生法の普及

率（％） 

岩 手 県 ㉒25.4 ㉕34.3 40.4 

盛  岡 ㉒25.1 ㉔31.1 40.1 

岩手中部 ㉒32.1 ㉔44.6 47.1 

胆  江 ㉒17.3 ㉔25.4 32.3 

両  磐 ㉒30.4 ㉔40.1 45.4 

気  仙 ㉒26.7 ㉔38.9 41.7 

釜  石 ㉒17.9 ㉔31.1 32.9 

宮  古 ㉒13.5 ㉔16.6 28.5 

久  慈 ㉒29.1 ㉔43.1 44.1 

二  戸 ㉒29.6 ㉔42.2 44.6 

ドクターヘリによる年間救急搬送件数（件） ㉓0 ㉔352 403 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 病院前救護活動について、保健所が中心となってＡＥＤを用いた心肺蘇生法

の普及に取り組んでいる。 

○ 平均搬送時間について、圏域ごとにバラつきが見られるものの、病院群輪番

制の運営支援などにより救急医療体制の充実を図っている。 
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○ また、ドクターヘリの運航が開始し、出動状況も年々増加する傾向にあるな

ど、本県医療提供体制の充実・強化が図られている。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 傷病者が必要な処置を受けながら、迅速に医療機関に受け入れられる体制を確保するた

め、県民自身による病院前救護技能（心肺蘇生法、ＡＥＤの使用等）の向上、救命救急士

による救護体制の整備を図った。 

（研修受講者数 単位：人） H21 H22 H23 H24 H25 

応急手当指導員の養成 27 59 59 44 51 

応急手当普及員の養成 241 274 150 340 234 

一般県民への普及 56,221 52,051 46,495 45,176 53,149 

 

○ 夜間・休日における初期救急医療提供体制を確保するため、市町村が主体となり休日・

夜間救急センターを運営しているほか、郡市医師会が中心となって二次保健医療圏ごとに

在宅当番医制に取り組んでいる。 

 ・休日・夜間急患センター：盛岡市夜間急患診療所、胆江地区休日診療所、奥州市小児夜

間診療所、宮古市休日急患診療所 

 ・在宅当番医制：盛岡市医師会、岩手西北医師会、紫波郡医師会、花巻市医師会、北上市

医師会、遠野市医師会、一関市医師会、気仙医師会、釜石医師会、久慈

医師会、二戸医師会 

○ 保健所や郡市医師会が中心となり、二次保健医療圏単位で地域内の病院群が共同連帯し

て輪番制方式により実施する病院群輪番制に取り組んでいる。 

 ・病院群輪番制参加施設数 

医療圏 盛岡 岩手中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

病院数 12 5 4 8 2 2 1  3 

 

○ 県内３箇所の救命救急センター（岩手県高度救命救急センター（岩手医大）、県立大船渡

病院、県立久慈病院）を整備しており、いずれのセンターも、国の実施した平成26年度の

充実度評価においてＡ評価となっている。 

○ 救命救急体制向上のため、岩手医科大学附属病院を基地病院とし、平成24年５月からド

クターヘリの運航を開始しており、出動状況は次のとおり。 

年度 現場救急 転院搬送 出動後キャンセル 合計 

24 148 66 33 247 

25 218 65 69 352 
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３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

（病院前救護活動の充実） 

○ 保健所や消防等の関係機関が連携して各圏域で講習会を開催し、ＡＥＤの使用法を含む

心肺蘇生法の普及・啓発を促進する。 

○ 病院における救急救命士の実習受入を支援して技能習得体制の整備を進める。 

○ 医療機関や消防機関と連携して、救急救命士に医師が指導・助言するメディカルコント

ロール体制の充実に取り組む。 

（救急医療体制の整備） 

○ ドクターヘリについて、消防や医療機関が参集し、運航事例の発表や意見交換を行う事

例検証会を開催し、各機関の技能向上及び円滑な運航体制の構築を図る。 

○ 各搬送先医療機関の状況に応じたヘリポートの整備に取り組むとともに、市町村や消防

等の関係機関と協力して、ランデブーポイントの確保を図る。 

○ 北東北におけるドクターヘリ広域連携運航実施等、県境を越えた救急医療体制の構築に

取り組む。 
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（疾病・事業名）災害時における医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 大規模事故等を含む災害時において必要な医療を提供するため、災害拠点病院

の機能強化を図るとともに、各医療チームが効果的に支援活動を行うことができ

るよう活動調整機能を強化するなど、災害急性期から中長期にわたる災害医療の

提供体制の構築を推進します。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

全ての建物に耐震性のある病院の割合（％） 56.0 61.5 70.0 

ＤＭＡＴの災害実働訓練の実施回数（回／年） 2 2 2 

コーディネート機能又は災害医療従事者

に係る研修及び訓練の実施回数（回／年） 

県全体 0 2 ㉕1 

各保健医療圏 0 3 ㉗1 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 医療施設耐震化臨時特例基金等の活用により、医療施設の新築・耐震改修が

実施されたほか、災害医療コーディネーター等の研修については、平成24年０

回/年に対して、平成25年は県全体２回/年、圏域３回/年となるなど、災害時

医療提供体制の整備が図られている。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 災害拠点病院の機能強化に向けて、医療施設の耐震化（１病院）のほか、ＳＣＵ資機材

を整備（平成25年度完了）した。 

○ 災害急性期から中長期にわたる災害医療の提供体制を構築するため、平成25年８月１日

付けで災害医療コーディネーターを任命するとともに、災害発災後、各医療チームが効果

的に支援活動を行うことができるよう人材育成を行った。 

 ・ 災害医療コーディネーターの任命 27名（内訳：本部４名、地域23名） 

 ・ 災害医療コーディネーターを対象とした研修会の開催（H25.8：21名、H26.1：16名） 

・ 災害医療従事者向け研修を実施（岩手中部圏域31名、久慈圏域33名、釜石圏域46名） 

・ 岩手ＤＭＡＴの県総合防災訓練（７病院８チーム）及び東北ＤＭＡＴ実働訓練（参加

者43名）への参加 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ 岩手県災害拠点病院連絡協議会において災害拠点病院の機能強化に向けた検討を行う。 

○ 災害発災後、医療チームが効果的な支援活動を行うための人材育成を行うとともに、災

害急性期から中長期にわたる災害医療の提供体制を構築するための事業を継続する。 

・ 災害医療コーディネーターや災害医療従事者向け研修等を継続 

 ・ 岩手ＤＭＡＴの災害実働訓練への参加を継続 
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（疾病・事業名）へき地（医師過少地域）の医療体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ へき地における医療を確保するため、平成23年２月に策定した「第11次岩手県

へき地保健医療計画」（平成23年度から27年度）により、へき地医療の充実を図

ります。 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

へき地医療拠点病院数（施設） 2 3 3 

へき地医療拠点病院からへき地への医師派遣回数（回

／年） 
㉓86 ㉔92 24 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ へき地医療拠点病院からへき地への医師派遣回数が、平成23年の86回／年に

対して、平成25年は92回／年に増加するなど、へき地医療拠点病院が行う医師

派遣等医療活動への運営費補助などの取組の成果が表れているものと考えら

れる。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ へき地等における医療の確保を支援するため、「岩手県医師確保対策アクションプラン」

に基づき、ベースとなる県全体における医師不足や地域偏在に対応した取組を実施した。 

・岩手県地域医療対策協議会の運営 

・医師養成事業の実施 

・「いわてイーハトーヴ臨床研修病院群」を中心とした臨床研修医確保の取組み 

・地域医療支援機構・地域医療支援センターの運営 

○ 医師確保対策の推進により、県全体の医療提供体制の底上げを図りながら、県全体でへ

き地を含む地域医療を支えていく体制の充実に向けた取組等を実施。 

・へき地拠点病院・診療所の運営の補助  【補助施設】済生会岩泉病院 

・へき地診療所施設・設備整備事業の実施 【設備整備施設数】３市５診療所 

 

３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］ 

○ 「第11次へき地保健医療計画」に基づき、医師確保に取り組むとともに、へき地医療拠

点病院及びへき地診療所の施設・設備の充実や運営費に対する補助を実施するほか、医療

機関の診療機能の向上と分化・連携を図り、切れ目のない医療提供体制の整備を推進する。 

・岩手県地域医療対策協議会の運営 

・岩手県医師確保対策アクションプランに基づく医師確保に向けた取組を継続 

・へき地拠点病院・診療所への運営費の補助を継続 

・へき地診療所施設・設備整備事業の継続 
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（疾病・事業名）在宅医療の体制 

１ 施策の方向性と数値目標の達成状況  

施策の 

方向性 

○ 在宅医療の充実に向けて、医療及び介護等のサービスが切れ目なく継続的に提

供されるよう、地域における機能分担や多職種連携の体制を整備するほか、在宅

医療に関わる医療及び介護従事者の育成・確保や県民の在宅医療への普及啓発の

ための取組を推進します。 

 ・ 連携体制の構築 多職種協働による切れ目のない継続的な在宅医療提供体制

の構築 

 ・ 専門人材の確保育成 医療介護関係者に対し、在宅医療に係る必要な基本的

知識・技能に関する研修の実施 

 ・ 在宅医療への理解促進 高齢者やがんなど、在宅医療の相談窓口の明確化、

一本化 

 

目標項目 現状値(H24) H25 目標値(H29) 

在宅医療連携拠点数 

盛  岡 1 1 1 

岩手中部 0 0 1 

胆  江 0 0 1 

両  磐 0 0 1 

気  仙 0 0 1 

釜  石 1 1 1 

宮  古 0 0 1 

久  慈 0 0 1 

二  戸 0 0 1 

在宅等死亡率（％） ㉓14.8 ㉔19.0 18.0 

 

２ 進捗評価  

達成状況 

○ 在宅医療連携拠点数は横ばいであり、在宅医療の充実・強化に向けて、市町

村や郡市医師会、基幹病院相互間の意思疎通や連携を図るための継続的な働き

かけや改善を要する。 

 

［主な取組状況］（平成25年度） 

○ 在宅医療の推進に係る課題に包括的に取り組むため、盛岡、釜石各保健医療圏にて「在

宅医療介護連携コーディネート事業」（在宅医療連携拠点事業、以下同じ）が実施され、在

宅療養を進める上での課題の整理や、関係機関の連携のもとに在宅医療が切れ目なく実施

できるよう、患者急変時の連絡体制を整備するなど、各圏域で必要な取決めを定めて運用

する取組を行った。なお、一関市では、「地域医療・介護連携モデル推進事業」を活用し、

在宅医療連携拠点事業と同様の取組みが行われている。 
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３ 今後の施策展開  

［取組の方向性等］（平成26年度以降） 

○ 平成26年度においては、郡市医師会及び一部市町村への訪問調査を実施し、在宅医療の

推進等に係る取組を行っている。また、陸前高田市においては、平成26年度から新たに在

宅医療連携拠点事業が実施され、その他複数の市町村においても、当該事業の実施に向け

た検討が行われている。 

○ 各保健医療圏の中心市町村に対し、在宅医療介護連携コーディネート事業の実施を働き

かけるほか、当該事業の実施に至らない市町村に対しては、在宅医療介護連携の現状把握

や課題整理などの取組の実施を働きかける。 

【各地域における在宅医療提供体制の構築等に向けた取組について】 

◆退院支援 

 ・ 盛岡及び宮古保健医療圏にて国の直轄事業「医療介護連携調整実証事業」を実施

中（長寿社会課所管） 

 ・ 県南広域振興局保健福祉環境部及び久慈市にて、医療介護機関と協議し、「医療と

介護の連携マニュアル」を作成し運用中（同様の指針等は一関市及び同市内の医療

介護機関等で組織する一関医療と介護の連携連絡会においても検討中） 

 ・ 各保健医療圏内において基幹となる県立病院に設置された地域連携支援室（退院

調整看護師、医療社会事業士等で構成）などにより、市町村及び介護支援専門員と

の入退院調整が実施されている。 

◆日常の療養支援 

 ・ 在宅や介護施設入所中の患者が適切に医療を受けられるよう、保健医療圏内の基

幹病院と診療所等の医療情報連携を図るため、ＩＣＴ活用の情報ネットワーク「み

やこサーモンケアネット」（宮古市内）、「かまいし・おおつち医療情報ネットワーク」

をそれぞれ構築し運用中。 

 ・ 西和賀町、一関市内の医療法人にて在宅医療に係る機器又は機材整備を実施。 

◆急変時の対応 

 ・ 在宅医療を日常的に行なっている開業医等と、病院との間で個別に協議し病床を

利用する取り決めがある保健医療圏もある（例：県立高田病院における「ほっとつ

ばきシステム」など）。 

◆ 看取りのための体制構築 

 ・ 住民意識啓発のため、一部の保健医療圏にて講演会等が開催されている。 

 ・ 県立二戸病院が地域の医療介護関係者で組織するカシオペア地域医療福祉連携研

究会と協力しながら国の直轄事業「平成26年度人生の最終段階における医療体制整

備事業」を実施中。 
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○ 地域医療再生計画に位置付けている気仙及び久慈保健医療圏におけるＩＣＴ活用の医療

情報連携の取組みについて、各保健所を通じてその進捗状況を把握し、必要な情報提供な

どを通じて具体的な実施計画の策定に結び付ける。 

○ 在宅や介護施設入所の患者に係る急変時や看取りの取り決めについては、県民アンケー

トや介護施設への調査を行いながら、各保健医療圏域の実態把握を継続し、明確化や公表

を関係機関に働きかける。 

 

４ 特記事項  

○ 在宅医療介護連携コーディネート事業は、地域医療再生基金を活用して取り組んでいる

が、同基金の事業期間終了後の平成28年度（予定）から、国は介護保険の地域支援事業に

よる実施を求めている。 

○ 国は、医療介護総合確保推進法により改正された介護保険法に基づき、下記の取組（概

ね在宅医療介護連携コーディネート事業の内容と同等）は、平成30年度までにすべての市

町村における実施を求めている。 

 ① 地域の医療・介護サービス資源の把握 

 ② 在宅医療・介護連携の課題と抽出の対応の協議 

 ③ 在宅医療・介護連携に関する相談の受付等 

 ④ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

 ⑤ 在宅医療・介護関係者の研修 

 ⑥ 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

 ⑦ 地域住民への普及啓発 

 ⑧ 二次医療圏内・関係市町村の連携 
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