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Ⅰ．総括研究報告 

 厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

重度かつ慢性の精神障害者に対する包括的支援に関する政策研究 

－関連研究班の統括・調整研究 

研究代表者 安西 信雄  （帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 教授・研究科長） 

研究要旨 

【背景と目的】「重度かつ慢性」の基準を満たす精神障害者でも入院から地域に移行できる、また新規入院患者を

「重度かつ慢性」に至らせることなく早期に退院させることができる効果的な包括的支援ガイドラインを平成 30

年度末までに開発することが本研究の目的である。この統括調整班は 5 つの研究班が協力して調査を実施できる

ように統括・調整の役割を担う班であるが、今年度は特に、好事例選択基準の明確化と、好事例病院の選択のた

めの第一次アンケートの実施を主な目的として研究を実施した。 

【方法と結果】(1)「好事例」選択基準の明確化：厚労科研「精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究」

（研究代表者：山之内芳雄）と「重度かつ慢性」分担研究班（分担研究者：安西信雄）の助言を受けながら好事

例の選択基準の検討を行った。その結果、①新規の 1 年以上在院患者（NLS）の発生が少ない、②既に１年以上

になっている患者(OLS)の退院率が高い（①②のどちらも全国集計値の中央値以上）ことを好事例の基準と考え

た。ただし１年以上在院患者(OLS)の好事例の検討においては、退院先を考慮し、転院と死亡を除く居宅退院（自

宅、アパート、福祉施設、介護施設への退院）を取り扱うこと、その病院の在院患者に占める 1 年以上在院患者

(OLS)率も考慮することが適切と考えた。 

(2)第一次アンケートの実施：山之内班のご協力により厚生労働省NDB から「長期在院患者(OLS)退院率」が全国

集計値より高く、「新規入院患者が 1 年以上在院となる(NLS)発生率」が全国集計値より低い二次医療圏を選択し

たところ、約 340 の二次医療圏から 38 医療圏が選択されたので、それらの二次医療圏に属する病院を調査対象と

した。また平成 26-27 年度調査の協力病院も調査対象とした。好事例選択基準に関連する調査票を作成し、これ

らの調査対象 315 病院に第一次アンケートを送付した。平成 30 年 3 月末までに 46 病院から 909 例について回答

が得られた。これらの回答に好事例選択基準を適用したところ 19 病院が合致した。 

【結論】「重度かつ慢性」に関連した好事例地域・病院の実態を調査するため、調査票を作成して第一次アンケー

ト調査を実施した。厚生労働省 NDB の全国集計値の中央値と比較して、①新規の 1 年以上在院患者（NLS）の

発生が少ない、②既に１年以上になっている患者(OLS)の退院率が高い、③その病院の在院患者に占める 1 年以

上在院患者率が低いという好事例選択基準を適用したところ、回答をいただいた 46 病院のうち 19 病院が該当し

た。平成 30 年度はこれらの病院に協力を求め、訪問等によるヒアリングを実施して、好事例のもととなっている

要因を明らかにしてガイドラインを作成する予定である。

研究分担者 
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院長 
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Ａ．研究目的 

 厚生労働省の「これからの精神保健医療福祉のあり

方に関する検討会」による報告書（平成 29 年 2 月 8

日）1)では、平成 27 年度厚労科研「精神障害者の重症

度及び重症患者の治療体制等に関する研究」（研究代

表者：安西信雄）2)（以下、「基準案に関する研究」と

略す）で報告された「『重度かつ慢性』基準案」につい

て、「精神疾患の重症度を医学的に評価する基準の一

つとして活用する」とともに、それに加えて「当該基

準を満たす症状を軽快させる治療法の普及」、「当該基

準を満たす症状を有していても地域生活を可能にする

支援に関する実証研究」、「当該基準を満たす症状に至

らないように精神科リハビリテーションをはじめとす

る予防的アプローチの充実など」を推進していく必要

性が指摘された。 

 本分担研究班の研究はこの報告書で示された方向性

に沿い、その具体化を目指すものである。 

 平成 29-30 年度厚生労働科学研究費補助金「重度か

つ慢性の精神障害者に対する包括的支援に関する政策

研究」が、本統括調整班（研究代表者：安西信雄）お

よび「心理社会的治療指針」（同：井上新平）、「クロザ

ピン使用指針」（同：木田直也）、「薬物療法指針」

（同：宮田量治）、「地域ケア・チーム体制指針」（同：

吉川隆博）の５つの研究班の共同で取り組まれている

（以下、これらの研究班を「包括支援研究班」と略す）。 

 本研究班は、「包括支援研究班」の他の4 つの研究班

の研究代表者を研究分担者として、さらに研究協力者

として日本精神科病院協会推薦を受けた専門家や、生

物統計専門家、精神科医療現場の実践家などにより構

成されている。本研究班は平成 29 年度「精神科医療提

供体制の機能強化を推進する政策研究」（研究代表

者：山之内芳雄）とその分担研究班「重度かつ慢性の

精神障害者の医療提供体制」（分担研究者：安西信雄）

と連携し、密接に協力しながら研究を推進している。 

 本研究班の研究目的は下記の通りである。 

「重度かつ慢性」の基準を満たす精神障害者でも入院

生活から地域生活に円滑に移行できるための包括的支

援アプローチと、新規の入院患者を「重度かつ慢性」

に至らせることなく早期に退院させる包括的支援アプ

ローチを明らかにし、入院医療および地域医療で実施

可能で効果的な包括的支援ガイドラインとして平成

30 年度までに開発することが本研究の目的である。 

今年度は「重度かつ慢性」に関する好事例治療・支

援とは何かを明らかにし、好事例病院を選定する基準

を明確にして、第一次アンケートを実施して好事例病

院を抽出することを目標として本研究を実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

(1) 好事例病院・地域を選定する基準の検討 

「重度かつ慢性」に該当する患者およびその予防の

対象となる患者に対する治療と地域移行支援において、

「好事例とは何か」について、分担研究班会議の討議

により検討が行われ、次のように基準を設けることに

なった 3)。 

好事例の病院や地域の選定基準は、①新規の 1 年以

上在院患者（NLS）の発生が少ない、②既に１年以上

になっている患者(OLS)の退院率が高いこと（①②の

どちらも全国集計値の中央値以上の病院や地域）。ただ

し、１年以上在院患者(OLS)の好事例の検討において

は、退院先を考慮し、転院と死亡を除く居宅退院（自

宅、アパート、福祉施設、介護施設への退院）を取り

扱うこととする。また長期在院患者の退院促進の努力

の結果、長期在院患者が減少している病院では長期在

院患者(OLS)の退院はより困難なので、その病院の在

院患者に占める 1 年以上在院患者(OLS)率も考慮する

こととなった。 

(2) 厚労科研山之内班から情報提供していただいた

NDB 全国集計中央値（一部参考値を含む） 

厚労科研「精神科医療提供体制の機能強化を推進す

る政策研究班」（研究代表者：山之内芳雄）の調査研究

にもとづき、山之内芳雄部長（国立研究開発法人国立

精神・神経医療研究センター精神保健研究所）より、

厚生労働省NDB から求めた「精神科新規入院患者が 1

年以上在院となる率(NLS 発生率)」、「精神科病床長期

在院患者退院率(OLS 退院率)」の全国集計値を次のよ

うに情報提供していただいた。 

新規入院患者の 1 年未満退院率（NLS 発生率の低

さ）：平成 28 年 3 月に 24,940 人が入院→平成 29 年 3

月までに 22,271 人が退院（退院率は 22,271/24,940 

=89.2%）。 
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長期在院患者退院率(OLS退院率)：平成 27 年 3 月時

点で1年以上在院している人は137,936人。NDBより、

そのうち平成 28 年 3 月までに 31,932 人が退院。退院

率は 31,932/137,936=23.14%。厚生労働省 NDB では退

院は記録されているが退院先は分からないため、退院

先については山之内部長のアイデアで、平成 27 年度精

神保健福祉資料(630 調査)の退院先データを活用する

ことになった。630 調査では、1年以上在院患者の退院

時の状況（退院先）について、居宅退院と考えられる

「家庭復帰等＋グループホーム・ケアホーム・社会復

帰施設等＋高齢者福祉施設」（転院・院内転科、死亡、

その他を除く）の率は 36.4%であった。退院率 23.14%

に居宅退院率 36.4%を掛け合わせると、１年以上在院

患者の追跡時点から 1年後までの居宅退院率（参考値）

は 8.40%と求められた。 

また、平成 29 年 6 月 30 日時点の精神病床入院患者

に占める 1 年以上在院患者の比率は 61.4%と情報提供

していただいた。本調査で用いる基準（参考）値をま

とめると次のようになる。 

 

以下、これらの数値を用いて好事例病院や地域に関

する検討を行った。 

 

(3) 第一次アンケートの対象 

上記の 38 好事例二次医療圏に属する精神病床を有

する 108 病院、平成 26-27 年度調査にご協力くださっ

た 219 病院を第一次アンケートの対象とした。重複分

を除くと対象病院は 315病院となった。 

(4) 第一次アンケートの内容 

アンケートは施設票と患者票に分かれている。 

第一次アンケートの施設票を図表１に、患者票を図

表２に示した。それぞれの主な点は下記の通り。 

①施設票の内容 

・調査時の入院患者中の 1年以上在院患者（OLS比

率） 

・平成 27 年度入院患者中の 1 年以内退院患者（NLS

発生率） 

・1年超在院患者のうち 1年後までの退院患者（OLS

退院率） 

・精神科地域移行加算の請求実績 

・クロザピン治療、mECT 実施の実績 

このうちOLS退院率については、下記のようになっ

ている。 

 

問 08 平成 28 年度当初の入院 1 年以上の患者（認

知症を除く）のうち、平成 28 年度末（平成 29 年 3

月 31 日）までに退院した者は何名でしたか。 

1)平成 28年度当初の入院 1年以上の患者（認知症を

除く） 

2) (1)のうち、平成 28 年度中に退院した者の数（転

院死亡を含める） 

※ この退院患者情報を、患者シートに登録して頂く

ことになります 

 

 以上のように施設票の問 08 で平成 28 年度初めに

1 年以上在院となっていた患者のうち、平成 28 年度

末までに退院した患者について、「この退院患者情

報を、患者シートに登録して頂くことになります」

としている。これらの個々の患者の記載内容が次に

述べる「患者票」である。 

②患者票の内容 

患者票は、1 年超在院患者のうち、その後 1 年ま

でに退院した患者が対象である。 

第一次アンケートの患者票の主な記載内容は下記

の通り。 

・年齢、性別、主診断、重複診断、身体合併症等 

・入院が長期化した理由と退院先 

・退院に資した主な治療（クロザピン、他の薬物療

法、mECT、何らかの心理社会的治療、地域の医

療・訪問・デイケア等との連携、以下略） 

(5) 第一次アンケートの実施方法 

好事例の基準（参考値）となる全国集計中央値 

 

新入院患者の 1 年未満退院率(NLS 非発生

率)=89.2% 

1 年以上の長期在院患者の 1 年後までの退院率

（OLS退院率）=8.4% 

全国の精神科病棟の 1年以上在院患者率=61.4% 
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平成30年2月はじめに調査票を郵送して協力を依頼

した。回答は e メールにて求めた。 

本調査研究の好事例基準の選定、対象選択や実施方

法などの全体像を図表３にまとめた。 

（倫理⾯への配慮） 

 本研究は帝京平成大学倫理委員会の承認を得て実施

した（承認番号 29-027）。 

 

Ｃ．研究結果 

(1) 第一次アンケートの回収状況 

 平成 30 年 2 月 1 日に第一次アンケート依頼を 315

病院に郵送した。3 月 14 日までに回答を依頼したが、

その後の回収状況により 3月末までデータ回収の締切

りを延期した。 

3月31日までの第一次アンケートの回収状況は次の

通りである。 

3 月 31 日時点 

 回答病院      46 病院 

 登録患者数合計   909 人 

 回答予定病院数   57 病院 

 回収率（％）    80.7 

 

上記の「回答率」は、2 月上旬の事前問い合わせに

て第一次アンケートに協力「可」と回答された病院数

（57病院）に対する比率である。当初郵送した 315病

院に対する比率は 14.6%であった。 

(2) 平成 28 年度初めに在院１年を超えていた OLS 患

者の 1年後までの退院先別の退院率 

今回の第一次アンケートでは、施設票（図表１）の

問 08 で、平成 28 年 4 月 1 日時点で入院期間が 1年を

超えていた患者（認知症を除く）のうち、1 年後まで

に退院した患者数の報告を求め、患者票（図表２）で

はこれらの個々の患者のプロフィールの記入を求めた。

患者票の問 08「退院先」では、自宅や単身アパート等

の退院先が記入されている。 

回答が得られた 43 病院について、平成 28 年度初め

に在院１年を超えていたOLS患者の1年後までの退院

先別の退院率を求め図表４に表示した。退院先別の退

院率を検討するため、ここでは自宅およびアパート、

福祉施設への退院を「居宅退院」とし、「介護施設への

退院」、「転院・死亡退院」の 3 つの区分で比較した。

図表4は43病院を居宅退院率の高い順に左から右へと

整列したものである。積み上げ棒グラフになっていて、

居宅退院の上に介護施設退院、その上の斜線が入って

いるのが転院・死亡である。居宅退院率の高い病院も

あるが、居宅退院より転院や死亡による退院の方が多

い病院も多かった。この結果から、好事例を考える際

には、転院・死亡による退院は除いて考えるべきでは

ないかと考えた。 

以下、長期在院患者(OLS)の退院率を検討する際に

は、転院・死亡を除いた居宅退院率（自宅・アパート・

福祉施設に介護施設への退院を含む）を取り上げるこ

ととした。 

(3) 好事例退院率基準による散布図 

好事例の選択基準を新入院患者の 1 年未満退院率

（NLS）89.2%以上、1年以上の長期在院患者の 1年後

までの退院率（OLS退院率）8.4%と設定した場合、対

象 46 病院の退院率は下記のように分かれた。図表５は

これを散布図に表したものである。 

 

OLS と NLS の退院率がいずれも高い群（散布図で

は第 1 象限（右上））が新規患者(NLS)、長期在院患者

(OLS)の退院率がどちらも基準値より高い病院である。

これらを好事例とすると、全対象 46病院のうち 8病院

（17.4%）が好事例病院ということになる。新規入院

患者(NLS)退院率が基準値より高い病院は 25/46 で全

体の 54.3%を占めていた。 

(4) 退院率だけでなく在院患者中の 1 年超患者率を考

慮した好事例病院の選択 
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 図表６は 2つの退院率に加えて、在院患者中の 1 年

超患者率を取り上げて検討したものである。 

 対象となった病院数は左の病院番号の通り 45 病院

である。これらの病院を「新入院患者が 1 年迄に退院

した率(A)」の高いものから低いものに順に整列した。

上位の 2 病院では新規入院患者で１年を超えて在院し

た患者おらず 100%退院していた。新入院患者の１年

後までの退院率の基準値は 89.2%なので、病院番号 1

～25までが好事例病院の候補になる。 

 これらの病院について「在院患者中の 1 年超患者率

(B)」が中央値の 61.4%を下回る病院に〇印を付けた。

また、その右の「1 年超在院患者の 1 年後までの居宅

退院率(C)」では退院率が 8.4%を超えるものに〇をつ

けた。 

 B列とC列の〇印の病院についてB列とC列の数字

を比較すると、B 列がゼロである上位 3 病院では１年

を超える在院患者がいないため、C 列の居宅退院率は

存在しない。また、B列の〇印の病院の中でもC 列で

中央値の 8.4%を超える退院率をあげている病院もあ

るが、8.4%より低い病院も少なくない。これらの中に

は、すでに長期在院患者の退院支援の取り組みを実施

してきた結果として、退院可能な長期在院者が少なく

なっているため長期在院患者の居宅退院が大変困難に

なっている病院も含まれていることが推測される。 

 そこで、図表６の上部に示したように、これらの 25

病院のうち、在院患者中の１年超患者率（B）が 61.4%

以下であるか、１年超在院患者の１年後までに居宅退

院率（介護施設を含む）（C）が 8.4%以上という２つ

の条件のいずれか、または両方を満たす場合に好事例

病院と選択することとした。 

 

Ｄ．考察 
 本研究は「あり方検討会」報告書 1)で示された、①

「重度かつ慢性」に該当する患者でも退院できる、ま

た、②「重度かつ慢性」に該当する患者を生まないと

いう目標に向けて、好事例の検討を通して、治療や支

援のガイドラインを明らかにすることを目的として実

施しているものである。図表６「一次アンケート結果

に基づく好事例 19 病院の選択表」の「新入院患者が 1

年迄に退院した率(A)」は新規の長期在院患者を生まな

い治療体制を反映するので上記の②に対応し、「1 年

超在院患者の 1 年後までの居宅退院率（C)）はすでに

1 年を超えて在院している患者のその後 1 年までに退

院率であるので上記の①に対応する指標である。 

 このように本研究は、あり方検討会が提示した 2 つ

の目標に沿い、それを実証的な指標に基づいて具体化

し、検討を進めているものである。 

 好事例の選択においては、山之内班「重度かつ慢性」

分担研究班 3)が示した「一部のトップランナーでなく、

平均的な病院でも努力すれば実行可能なガイドライン

を目指す」ことを方針としている。そのため好事例病

院の選択においては、わが国において平均的かそれ以

上の病院を選択することを目指した。 

 本研究の特色は、B.研究方法 (2)「厚労科研山之内

班から情報提供していただいたNDB全国集計中央値」

に示したように、好事例二次医療圏の選択や、一次ア

ンケートから好事例病院を選択するに際して、厚生労

働省 NDB データを積極的に活用できていることであ

る。新入院患者の 1 年未満退院率の低さ(NLS発生率の

低さ)、1 年以上の長期在院患者の 1年後までの退院率

(OLS 退院率)の高さを指標に好事例二次医療圏を選択

して調査に当たったこと、さらに好事例病院の選択に

おいても、これら 2 つの指標と、病院における 1 年以

上在院患者の比率について、全国集計値の中央値を基

準にすえて検討できていることである。これは作成さ

れたガイドラインを全国で適用を図る際に重要なこと

がらと思われる。 

 第一次アンケートの回答数が期待したほど伸びなか

ったことが問題としてあげられる。315 件の依頼に対

して、平成 30 年 3 月 31 日時点で 57病院（18.0%）が

協力可と回答された。3月 31 日までに回答されたのは

46 病院（14.6%）であった。調査対象病院に対して、

郵送のほか、ファックス、e-mail での依頼も行ったが、

調査時期が年度末～年度はじめの人事異動などの繁忙

期であったこと、調査の締切までの時間的ゆとりが少

なかったなどが要因として考えられた。 

 しかし、3 月 31 日時点で 46 病院から一次アンケー

トの回答が得られたことの意義は大きい。図表６に各

病院ごとの退院率などの指標を示したが、新入院患者
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の 1 年までの退院率については、回答をしてくださっ

た45病院のうち55.6%が全国集計の中央値を超えてお

り、中央値以下の病院でも長期在院患者(OLS)の退院

率が 10%～27%という高い実績をあげている病院もみ

られた。回答されたそれぞれの病院の患者退院への努

力をくみ上げる必要がある。 

 今回の一次アンケートの主な目的は、一定の基準に

より好事例病院を選択することであった。今後、研究

班グループで協力して選択した好事例病院に協力を依

頼して、訪問等によるヒアリング調査を実施すること

を計画している。平成 30年度の研究において、限られ

た時間の中で訪問調査を実施するためには、図表６に

示された好事例病院に協力をお願いして、各病院で取

り組んでおられる治療と支援方法のエッセンスを学ば

せていただくことが大切であるので、第二次調査を早

期に確実に実施することを心がけたい。 

 

Ｅ．結論 
あり方検討会で提示された「重度かつ慢性」に関す

る研究目標に沿って、好事例地域や好事例病院の実態

調査を通じて好事例を支える要因を抽出し、そこから

ガイドラインを作成するため、今年度は好事例病院選

択の基準を検討し、好事例病院選択のための第一次ア

ンケートを実施した。 

好事例病院の選択にあたって山之内班のご協力によ

り厚生労働省 NDB から OLS 退院率や NLS 発生率等

の客観的指標にもとづいて好事例二次医療圏を選択し

た。OLS 退院率や NLS 発生率等を好事例病院選択の

基準と想定し、これらの二次医療圏に属する病院と平

成 26-27 年度調査にご協力くださった病院を対象に、

関連事項に関する一次アンケートを実施した。平成 30

年 3 月末までに 46 病院、909 人について回答が得られ

た。好事例病院選択の基準を明確にし、基準を満たす

好事例病院を選択することができた。 

訪問によるヒアリング等の二次調査の準備が整った

ので、平成 30 年度は二次調査を実施し、好事例病院や

地域を好事例たらしめている要因を明らかにして、そ

れらに基づいて統一的でわが国で実施可能な「重度か

つ慢性」に関する治療と支援のガイドラインの作成へ

と研究を推進していく予定である。 
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図表１ 第⼀次アンケート（施設票） 
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図表２ 第⼀次アンケート（患者票）
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図表３ 本調査研究の全体像（イメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

好事例の二次医療圏と精神科病院を選び、「なぜ好事例か？」を明らかにする

好事例二次医療圏に属
する病院(108病院)に
一次アンケートを依頼

好事例
病院
を選ぶ

アンケートとヒアリン
グ調査→なぜ好事

例なのか、その要
因を明らかにする

好事例要因
をガイドライ
ンにまとめる

注①：OLS退院率の高さが上位12.5%のうち NLSの中央値以上
注②：NLS発生の少なさ上位12.5%のうち OLSの中央値以上

好事例
二次医療圏・病院
を選択する基準

平成26-27年調査の協
力病院（約219病院)に
一次アンケートを依頼

好事例
病院
を選ぶ

 新規の1年以上精神科在院患者（NLS）の発生が少ない
 既に１年以上になっている患者(OLS)の退院率が高い
 どちらの指標も中央値以上（全国平均より良い）

全国の約340個の二次医療圏から、明確な基準で「好事例二次医療圏」を選択する

注）その病院の入退院の実
態と、実施している医療
内容の概要が分かる

注）好事例病院は注１・２と
同様の基準で選ぶ。
トップの病院より平均よ
りやや上の病院を重視

３７の二次医療圏
が選択された

 新規の長期在院（NLS）を減らす
 長期患者(OLS)を退院させる
ための体制と指針が明らかになる。
新たな施策展開の根拠ができる。

期待される成果



 17

図表４ １年を超えて在院していた患者のその後１年までの退院−退院先の検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表５ 好事例退院率基準による散布図 
（居宅退院＝⾃宅＋アパート＋福祉施設＋介護施設） 
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一次アンケートに基づく好事例病院の選択

病院
番号

病院区分

新入院患者が1
年迄に退院した
率(A)
>89.2%

1 好事例二次 100.0% 0.0% 〇 1 好事例
2 好事例二次 100.0% 0.0% 〇 2 好事例
3 好事例二次 99.5% 0.0% 〇 3 好事例
4 前向き 98.6% 11.8% 〇 15.8% 〇 4 好事例
5 前向き 98.4% 43.3% 〇 1.4% 5 好事例
6 前向き 98.2% 48.5% 〇 6.2% 6 好事例
7 前向き 98.1% 41.0% 〇 10.1% 〇 7 好事例
8 前向き 97.9% 18.7% 〇 19.2% 〇 8 好事例
9 前向き 97.5% 15.3% 〇 34.6% 〇 9 好事例

10 前向き 96.2% 28.2% 〇 7.3% 10 好事例
11 前向き 96.2% 51.0% 〇 5.3% 11 好事例
12 好事例二次 95.8% 31.1% 〇 5.5% 12 好事例
13 95.8% 63.7% 6.4%
14 95.1% 63.5% 5.2%
15 前向き 94.5% 54.2% 〇 5.4% 13 好事例
16 94.5% 68.5% 5.7%
17 前向き 93.3% 67.9% 8.4% 〇 14 好事例
18 93.0% 69.8% 1.9%
19 前向き 92.7% 51.2% 〇 14.9% 〇 15 好事例
20 前向き 92.6% 62.0% 11.2% 〇 16 好事例
21 前向き 91.8% 47.2% 〇 7.3% 17 好事例
22 前向き 91.4% 61.0% 〇 6.4% 18 好事例
23 91.3% 71.9% 2.2%
24 前向き 91.3% 55.8% 〇 0.0% 19 好事例
25 90.5% 68.4% 5.7%

26 88.6% 76.6% 1.3%
27 88.6% 72.5% 0.0%
28 88.5% 54.1% 7.4%
29 87.3% 31.5% 27.8%
30 87.1% 50.8% 4.9%
31 83.6% 50.9% 9.4%
32 82.1% 67.1% 3.8%
33 81.1% 35.0% 12.0%
34 79.4% 54.2% 11.2%
35 77.8% 83.1% 0.0%
36 77.5% 70.4% 3.9%
37 77.5% 73.3% 7.6%
38 74.6% 48.4% 20.0%
39 70.1% 66.8% 3.8%
40 69.6% 70.9% 6.4%
41 68.5% 54.1% 1.4%
42 66.0% 62.8% 3.7%
43 61.4% 56.7% 6.7%
44 56.4% 62.1% 3.4%
45 53.3% 73.3% 12.7%

好事例に該当
（A>89.3%で、Bま
たはCのどちらか
が"〇"）

好事例病院選択の基準＝（新入院患者が1年迄に退院した率(A)＞89.3%） ＆（1年超在院患者の1年
後までの居宅退院率（介護施設を含む）(C)＞8.4%　or 調査時入院患者のうち1年超在院患者率(B)＜
61.4%以下）

在院患者中の1年超
患者率(B)

<61.4%

1年超在院患者の1年後まで
の居宅退院率（C)
>8.4%

図表６ 一次アンケート結果に基づく好事例 19 病院の選択表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


