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平成25年12月13日 

総務省政策統括官（統計基準担当） 

 

諮 問 の 概 要 

 

１ 諮問事項 

基幹統計調査である「患者調査」（以下「本調査」という。）の平成 26 年調査の実

施に当たり、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 11 条第１項の規定に基づき、厚生労

働大臣から申請のあった以下の変更を承認すること。 

 

２ 変更の概要 

次の７種類の調査票により実施されている本調査について、報告を求める事項、報告

を求めるために用いる方法等調査計画の内容を変更する。 
 

現行の患者調査の概要 

調査票 
調査内容 

調査方法 報告者数 
共通 個別 

①病院（注１）入院（奇

数）票 

性別、出生年月日、

住所、受療の状況、

診療費等支払方法、

紹介の状況、来院時

の状況 

入院年月日、病床の種

別、入院の状況 

郵送調査（注２） 

（自計方式） 

約 6,600 施設 

 

②病院（注１）外来（奇

数）票 

外来の種別 約 3,400 施設 

③病院（注１）（偶数）票 入院・外来の別、性別、出生年月日 約 6,600 施設 

④一般診療所（注１）票 

 

性別、出生年月日、

住所、診療費等支払

方法 

入院・外来の種別等、受

療の状況、紹介の状況、

来院時の状況、病床の種

別、入院の状況 

約 6,000 施設 

⑤歯科診療所（注１）票 外来の種別、傷病名 約 1,300 施設 

⑥病院（注１）退院票 性別、出生年月日、住所、過去の入院の有無、

入院年月日、退院年月日、受療の状況、診療費

等支払方法、病床の種別、入院前の場所、来院

時の状況、手術の有無、転帰、退院後の行き先 

約 6,600 施設 

⑦一般診療所（注１）退院

票 

約 1,400 施設 

 （注１）病院とは、20 人以上の患者を入院させるための施設を有するものであり、診療所とは、患者を入院させる

ための施設を有しないもの又は 19 人以下の患者を入院させるための施設を有するものである。 

（注２）電子調査票の電磁的記録媒体（CD-R 等）による郵送も可能としている。 

 

（１）調査事項の変更 

調査事項について、以下のとおり、項目の変更を行う。 

ア 病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、一般診療所票、病院退院票及び一般

診療所退院票に関し、次のとおり、医療機関において「脂質異常症」という傷病名

が一般的となってきていることを踏まえ、副傷病名の選択肢の変更を行う。 

 
変更内容 変更後 現行 

副傷病名に係る選

択肢の変更 

（選択肢８） 

・脂質異常症（高コレステロール血症等）

（選択肢８） 

・高脂血症（脂質異常症） 

 

資料４ 
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イ 病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、一般診療所票、病院退院票、一般診

療所退院票及び歯科診療所票に関し、次のとおり、法律の名称の変更に伴い、選択

肢の変更を行う。 

 
変更内容 変更後 現行 

診療費等支払方法

に係る選択肢の変

更 

 

（選択肢 10 又は選択肢 11） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（育成医療、更生医

療、精神通院医療） 

（選択肢 10 又は選択肢 11） 

・障害者自立支援法（育成医療、更生医

療、精神通院医療） 

 

ウ 歯科診療所票に関し、次のとおり、歯の欠損補てつの状況をより詳細に把握する

ため、選択肢を分割する。 

 
変更内容 変更後 現行 

傷病名に係る選択

肢の分割 

（選択肢 12 及び 13） 

・歯の補てつ（冠） 

・歯の欠損補てつ（ブリッジ、有床義歯、

インプラント） 

（選択肢 12） 

・歯の補てつ（冠、ブリッジ、有床義歯、

インプラント） 

 

 

（２）調査方法の変更 

調査方法について、平成 23 年に実施された前回調査に係る統計委員会の答申「諮

問第 33 号の答申 患者調査の変更及び患者調査の指定の変更について」（平成 23 年

４月 22 日付け府統委第 51 号。以下「前回答申」という。）を踏まえ、病院を対象と

する調査票（病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、病院（偶数）票及び病院退

院票）による調査において、従来の郵送調査に加え、政府統計共同利用システム（以

下「共同利用システム」という。）を用いたオンライン調査を導入する（後述４（１）

参照）。 

 

（３）その他 

調査票のデザイン・レイアウト、設問や選択肢の文言表現等の必要な改善を行う。 

 

３ 患者調査の概要 

本調査は、厚生労働省が実施する基幹統計調査であり、旧統計法（昭和 22 年法律第

18 号）下では同法第２条の規定に基づく指定統計である患者調査（指定統計第 66 号）

を作成するための調査として実施された。昭和 28 年に創設され、昭和 58 年までは毎年

実施されていたが、昭和 59 年に調査計画の見直しが行われ、同年以降は、３年周期で

医療施設調査の静態調査と同じ年に実施されている。     

本調査の目的は、医療施設（病院及び診療所）を利用する患者について、その傷病の

状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることである。 

厚生労働省は、調査結果について、診療報酬改定の検討の際の基礎資料や医療法（昭

和 23 年法律第 205 号）に基づき都道府県が医療計画を策定する際の基礎資料等、幅広

く利用していると説明している。 
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４ 特記事項 

（１）前回答申における「今後の課題」への対応状況 

前回答申において、①DPC 調査（注）やレセプト（診療報酬請求明細書）のデータの

本調査における活用に向けた検討を進めること、②共同利用システムを用いたオンラ

イン調査の導入について、共同利用システムの改修状況等を踏まえて検討を進めるこ

とが求められている。 
（注）DPC導入の影響評価に係る調査を指す。同調査は、統計法に基づく統計調査ではない。 

なお、DPCとは「Diagnosis Procedure Combination（診断と治療・処置の組合せ）」の略称である。

DPCは「病名（診断）」と「提供されたサービス（治療・処置）」の「組合せ」によって、様々な状態

の患者を分類するツール（方法）となるとされている。 

 

これを踏まえ、厚生労働省において検討を行った結果、①については、DPC調査デ

ータ及び診療録（カルテ）情報（注）を読み込む機能を付加した電子調査票（オンライ

ンを利用した報告に用いる調査票）を提供することで対応することとしている。 

また、②については、病院を対象とする調査において平成26年調査から導入するこ

ととしているものの、一般診療所及び歯科診療所を対象とする調査においては、現時

点では、実査を担う都道府県等における業務負担や費用対効果が明らかでないことか

ら導入を見送り、病院を対象としたオンライン調査において、当該業務負担等を検証

した上で、引き続き検討することとしている。 

こうしたことから、①については上記対応の適否、また、②については厚生労働省

における検討の適否及び平成26年調査からの一般診療所等を対象とする調査における

オンライン調査の導入の余地について精査する必要がある。 
（注）前回答申で指摘されたレセプトのデータは、受診後一か月間に把握された全ての傷病名が記載され

ており、患者調査で必要とする調査日時点の傷病名のみを特定できないことから、本調査への代替が

困難であると判断し、その代わりに代替が可能である診療録（カルテ）情報を活用することとした。 

 

（２）医療機能の分化・連携の推進への対応について 

     近年、高齢化の進展等に伴う医療費の増加等を背景として、限られた医療資源の

有効活用を図ることが喫緊の課題となっている。 

このため、現在、厚生労働省は、一般病床を急性期、亜急性期、回復期等の病期

で分類する「機能分化」及び分化した機能等間の「連携」を図る体制の整備方策に

関する検討を行っている。このうち、「機能分化」の検討及び実現に当たっては、

退院患者が療養に使用した一般病床の種類と在院日数の関係等を把握・分析するこ

とが必要になると考えられる。 

しかしながら、本調査の病院退院票等においては、患者が療養に使用した一般病

床の種類に関する情報は把握されていない。 

    したがって、本調査の病院退院票等における病床種類に関する実態を把握する必

要性について検討する必要がある。 
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  患 者 調 査 の 概 要 
  （現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【目   的】 医療施設（病院及び診療所）を利用する患者について、その傷病の状況等

の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得る。 

【報 告 者】 医療施設（層化無作為抽出：約１万 4000 施設） 

       ・病   院：約 6,600 施設/約 8,600 施設 

       ・一般診療所：約 6,000 施設/約 10 万施設 

       ・歯科診療所：約 1,300 施設/約７万施設 

【周  期】 ３年 

【調査票及び主な調査事項】  

調査票 主な調査事項 

① 病院入院（奇数）票 入院年月日、病床の種別、紹介の状況、入院の状況等 

② 病院外来（奇数）票 外来の種別、紹介の状況等 

③ 病院（偶数）票 入院・外来の別 

④ 一般診療所票 入院・外来の種別、紹介の状況、来院時の状況等 

⑤ 歯科診療所票 外来の種別、傷病名等 

⑥ 病院退院票 
入院年月日、退院年月日、病床の種別、手術の有無、退院後の行先等

⑦ 一般診療所退院票 

    （注）共通の調査事項としては、性別、出生年月のほか、患者の住所、診療費等支払方法等（③を

除く。）がある。 
 
【調査方法】 郵送自計報告 

【調査の流れ】 

 

 

 

 

 

 

【利活用状況】 

 ・医療計画の見直し等に関する検討会の基礎資料として利用 

 ・特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会の基礎資料として利用 

 ・救急医療体制等のあり方に関する検討会の基礎資料として利用 

 ・診療報酬改定検討の際の基礎資料として利用 等 

調査の概要 
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○ 調査事項の変更 

・ 「高脂血症（脂質異常症）」について、医療機関における傷病名として「脂質異常症（高コ

レステロール血症等）」が一般的となってきていることを踏まえた副傷病名の選択肢の変更 

 〔病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、一般診療所票、病院退院票、一般診療所退院

票及び歯科診療所票〕 

 ・ 歯の欠損補てつの状況をより詳細に把握するため、「歯の補てつ（冠、ブリッジ、有床義歯、

インプラント）」を「歯の補てつ（冠）」と「歯の欠損補てつ（ブリッジ、有床義歯、インプ

ラント）」に分割 

〔歯科診療所票〕 

○ 調査方法の変更等 

 ・ 従来の郵送調査に加え、政府統計共同利用システムを用いたオンライン調査を導入 

〔病院入院（奇数）票、病院退院票、病院外来（奇数）票及び病院（偶数）票〕 

・ DPC 調査データ及び診療録（カルテ）情報を読み込める機能を電子調査票（オンライン調査

票）に付加 

〔病院入院（奇数）票、病院退院票、病院外来（奇数）票及び病院（偶数）票〕 

○ その他の変更 

・ 法律の名称の変更に伴い、選択肢中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」に変更 

〔病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、病院退院票、一般診療所票、一般診療所退院

票及び歯科診療所票〕 

平成 26 年調査のポイント 

 

○ 患者調査について、地域における医師の不足・偏在、医療従事者の負担増、超高齢化社会の到

来による医療・介護の増大といった課題を踏まえ、医療施設を利用する患者の実態をより的確に

把握する観点から、調査事項の見直しを行う。 

○ 報告者である医療施設の負担の軽減を図るとともに、都道府県等の実査体制の状況を踏まえた

効率的かつ円滑な実施に資する観点から、調査方法等の見直しを行う。 

近年の重要課題（新たなニーズ） 
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「諮問第33号の答申 患者調査の変更及び患者調査の指定の変更について」 

（平成 23 年４月 22 日付け府統委第 51 号）における今後の課題 

 

１（３）今後の課題 

ア ＤＰＣ調査やレセプト情報の利用 

患者調査の情報以外で患者の傷病の状況等を大規模かつ継続的に把握している

ものとしては、ＤＰＣ調査（注１）及びレセプトがある。 

これらの情報を患者調査で利用すれば、報告者負担が大幅に軽減され、ひいて

は、従来から課題とされている退院患者に関する調査票の標本規模拡大の余地も

生まれると考えられる。 

したがって、今後、ＤＰＣ調査やレセプトの情報の患者調査における利用に向

け、検討を進める必要がある。 

なお、利用の形態としては、基本的に、①医療施設が、患者調査の調査票を作

成する際に、保管しているＤＰＣ調査やレセプトのデータを、患者調査の電子調

査票に転送する方法、及び②厚生労働省が、患者調査の集計を行う際に、患者調

査の調査票情報と保管しているＤＰＣ調査（注２）の情報とを同定、結合する方法の

２種類が想定できる。 

ついては、上記の検討に当たっては、２種類の方法それぞれに関して、技術的

可能性や患者調査結果の有用性に与える影響等を検証し、利用の可否を判断する

ことが求められる。 
 

(注)１ 厚生労働省が実施している「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査」を指す。なお、同調査は、統計

法に基づく統計調査ではない。 

２ 厚生労働省が保管しているレセプトデータは、外部データとの同定、結合が不可能なため、②の

方法の対象は、ＤＰＣ調査データに限られる。 

 

イ オンライン調査の導入 

今回、患者調査は、従来どおり、紙媒体の調査票の郵送により実施（注）すること

としており、政府統計共同利用システム（以下「共同システム」という。）を用い

たオンライン調査の導入は見送られている。 

これは、共同システムの機能の制約を理由としており、現時点ではやむを得な

いと考えられるが、オンライン調査には、回答時のチェック機能の活用による回

答の正確性の確保や経由機関の負担軽減、報告者の利便性の向上といった利点が

あると考えられることから、積極的に推進すべきである。 

したがって、今後、患者調査における共同システムを用いたオンライン調査の

導入について、共同システムの改修状況等を踏まえて検討を進める必要がある。 
 

(注) 厚生労働省ホームページから電子調査票をダウンロードし、入力した電子調査票を電磁的記録媒体

に保存して、郵送提出する方法については、従来から選択可能である。 
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１ 医療提供体制関係 

◆医療計画の見直し等に関する検討会資料： 
都道府県別推計患者数、二次医療圏別推計患者数、二次医療圏内外の流入・流出患者割合 

◆特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会資料：  
施設の種別・傷病別推計外来患者数 

◆急性期医療に関する作業グループ資料：  
病床の種別・入院期間別推計入院患者数 

◆救急医療体制等のあり方に関する検討会資料：  
救急搬送の都道府県別推計入院患者数 

 
２ 公衆衛生関係 

◆肝炎対策推進に関する資料：  
肝疾患の状況別総患者数 

◆精神保健医療福祉の改革ビジョンに関する資料： 
・精神疾患別の推計入院患者数、推計外来患者数、総患者数 
・精神病床の推計入院患者数、退院患者の平均在院日数 

 
３ 診療報酬関係 

◆診療報酬改定検討の際の基礎資料： 
 病院の患者の紹介率 

 
４ その他 

◆厚生労働科学研究の資料 

◆都道府県における保健統計年報等行政資料 

患者調査結果の利用状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医医療療行行政政等等のの施施策策へへのの利利用用  

 

◆ＯＥＣＤ（Health Data）への報告：  
傷病分類別退院患者数 

 
◆「高齢社会白書」、「男女共同参画白書」、「子ども・若者白書」等：  

65 歳以上の主な傷病別に見た受療率（高齢社会白書）等 

白白書書等等ににおおけけるる分分析析ででのの利利用用  


