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６ 救急医療体制

（１）現 状

ア 救急医療提供体制

根室管内では、各自治体病院・診療所が救急病院等の告示を受けた救急医療機関と

しての責務を担っており、救急搬送人員は、平成24年の2,455人から平成29年の2,889

人と、この5年間で434人（約17.7％）増加しています。

その背景として、少子高齢化の進行や核家族化等の生活環境の変化等が挙げられます。

二次救急医療体制は、病院群輪番制参加病院である市立根室病院及び町立中標津病

院が対応していますが、医療機関が少ないことから初期救急医療にも対応しています。

しかし、管内の面積が広大であることや、医師等の医療従事者の不足などにより、

救急医療の連携体制を構築することが年々難しい状況にあります。

○初期救急医療（主に軽度の救急患者に対する外来診療）

＜根室市＞

土・日曜日及び祝祭日は市立根室病院が対応しています。また、日曜は根室市外三郡医師会が在宅当番医師制によ

る対応もしています。

＜北部４町＞

土・日曜日及び祝祭日・夜間は各自治体病院・診療所（町立別海病院、町立中標津病院、標津町国民健康保険標津

病院、知床らうす国民健康保険診療所）が対応しています。

○第２次救急医療（入院治療を必要とする重症救急患者に対する診

療） 市立根室病院及び町立中標津病院が病院

群輪番制参加病院として、また、町立別海病院、標津町国民健康保険標津 病院、知床らうす国民健康保険診療所が救

急告示医療機関として、それぞれ24時間365日体制を確保していますが、呼 吸器、循環器、脳疾患等の高度・専門医療

が必要な救急患者に対する対応は、地域に専門医がいないことから、専門 医師がいる釧路市内の医療機関に依存して

いる状況です。

○第３次救急医療

心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による多発外傷などの重篤救急患者の救命医療を担う三次救急は、地域に救命救急

センターがないことから、釧路市内にある市立釧路総合病院救命救急センターや高度専門医療機関へ搬送しています。

イ 救急搬送体制

救急搬送は、救急自動車による搬送が中心となっており、根室管内には、高規格救

急自動車*114台、普通救急自動車２台（予備車含む。）の救急車両が配置されていま

す。

根室管内では、救急自動車による搬送時間が1時間以上の救急患者の割合は、24.5

％（平成29年）となっており、全国平均9.8％（平成27年）を大幅に上回り、平均収

容所要時間は44.7分（平成29年）で全国平均37.5分（平成27年）より約7分長くなっ

ています。

平成21年10月に道東ドクターヘリが導入され、救急現場出動や施設間搬送などで活

躍しており、平成29年度の出動件数は350件、そのうち根室管内への出動は159件（約

45.4％）となっています。

また、住民の大病院・専門医志向や、待ち時間が短いなどの理由から、軽症者が

二次救急医療を担う病院に夜間受診する傾向にあり、二次救急病院を担う勤務医の

負担が増大しています。

＊１＜高規格救急自動車とは＞

救急救命士が車内で迅速に救命処置ができ、なおかつ医療器具などを無理なく搭載できる救急車であ

り、細かく法令で定められている条件の全てをクリアし、総務省消防庁の認定を受けたもの。
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ウ 住民への情報提供や普及啓発（ＡＥＤの配備等）

根室管内のＡＥＤ（自動体外式除細動器・

Automated External Defibrillator）の設置台数は、

平成28年12月現在で230台となっており、現在も配備

が進められています。

また、消防による普通救命講習の受講者は、ここ

10年間で延べ15,000人を超え、地域における応急措

置体制の整備が図られています。

　【収容所要時間別搬送人員調（平成２９年）】

（人）

市町区分 事故種別 うち管外 うち管外 うち管外 うち管外 うち管外 うち管外 うち管外

急 病 1 74 412 163 3 29 4 1 680 7
交通 事故 7 19 20 2 1 47 2
一般 負傷 14 79 28 7 1 128 1

そ の 他 15 40 35 17 19 15 87 87 196 119

計 1 0 110 0 550 0 246 22 56 20 88 87 1051 129

急 病 56 1 64 4 135 8 45 8 2 1 302 22
交通 事故 4 10 33 4 19 1 4 70 5
一般 負傷 2 14 1 32 2 8 56 3

そ の 他 10 4 8 2 19 5 103 97 10 10 150 118

計 0 0 72 5 96 7 219 19 175 106 16 11 578 148

急 病 52 244 5 66 8 1 370 6
交通 事故 2 17 27 1 1 1 47 2
一般 負傷 11 42 22 1 1 76 1

そ の 他 5 13 3 28 20 147 147 13 13 206 183

計 0 0 70 0 316 8 143 22 157 149 13 13 699 192

急 病 32 1 26 14 4 2 76 3
交通 事故 2 4 13 1 1 20 1
一般 負傷 10 6 4 1 21 0

そ の 他 1 7 19 3 72 71 2 2 101 76

計 0 0 45 1 43 0 50 4 78 73 2 2 218 80

急 病 1 59 66 45 2 1 172 2
交通 事故 1 3 8 1 1 1 13 2
一般 負傷 2 7 11 1 5 25 1

そ の 他 2 3 1 8 1 36 2 84 83 133 87

計 3 0 69 0 83 2 66 4 38 3 84 83 343 92

急 病 2 0 273 2 812 9 423 13 87 15 3 1 1,600 40
交通 事故 0 0 16 0 53 0 101 9 23 3 4 0 197 12
一般 負傷 2 0 44 0 152 2 91 3 17 1 0 0 306 6

そ の 他 0 0 33 4 71 6 109 46 377 332 196 195 786 583

総 計 4 0 366 6 1088 17 724 71 504 351 203 196 2,889 641
＊根室市消防本部及び根室北部消防組合消防本部資料

別 海 町

中標津町

標 津 町

羅 臼 町

根室管内

120分以上 計

根 室 市

収容所要時間 10分未満 10分～20分未満 20分～30分未満 30分～60分未満 60分～120分未満

根室市

34.8%

別海町

30.4%

中標津町

16.5%

標津町

10.9%

羅臼町

7.4%

【AED設置台数】

【道東ドクターヘリ運航実績（平成２９年度）】

振興局 市町村名 計 救急現場出動 緊急外来搬送 施設間搬送 災害派遣

根 室  市 42 8 8 26 0

中標津町 37 2 16 19 0

標 津  町 21 5 6 10 0

別 海  町 45 28 10 7 0

羅 臼  町 14 1 10 3 0

159 44 50 65 0

釧路 174 147 10 17 0

その他 17 15 1 1 0

350 206 61 83 0

※道東ドクターヘリ運航実績報告書（道東ドクターヘリ運航調整委員会まとめ）

根

室

小計

合計
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（２）課 題

ア 初期救急医療体制の整備と充実

根室市では、日曜日は根室市外三郡医師会による在宅当番医制を行っていますが、

平日の夜間は、医師不足等により自治体病院での初期救急患者の受入れが難しくなっ

ています。

このように、地域において充分な医療資源の確保が難しいことから、現状を維持、

継続することが最低限必要となっています。

イ 二次・三次の救急医療体制の整備と充実

二次救急医療体制は、市立根室病院、町立中標津病院が病院群輪番医制参加病院と

なっており、他町の自治体病院等も対応をしています。

三次救急医療体制は、根室管内には三次救急を担える高度な医療設備等を完備し

た病院がないことから、救命救急センターである市立釧路総合病院を中心とした三

次医療圏での体制整備を図る必要があります。

ウ 救急搬送体制の充実

三次救急医療を要する場合の釧路市までの搬送時間は、救急自動車では根室市から

約2時間、羅臼町から約3時間要することから、道東ドクターヘリの安定的な運航体

制の構築、高規格道路の整備が求められています。

また、メディカルコントロールに基づく病院前救護体制*2の一層の充実が求められ

ます。

エ 住民への情報提供や普及啓発（ＡＥＤの配備等）

ＡＥＤは、心室細動等による心停止者に対し救命率をあげるために重要であるため、不

特定多数の人が集まる場所への整備促進及び定期的な点検が重要です。

また、救急医療に関する知識を広く住民に提供するため、引き続き、北海道救急医療・

広域災害情報システムの周知やＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会の開催が必要で

す。

高齢化が一層進むことから、入院、退院あるいは転院時におけるかかりつけ医等の医療

機関や介護保険施設などとの連携強化が必要です。
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＊２＜メディカルコントロールに基づく病院前救護体制とは＞

傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的に、救急現場から医療機関に搬

送されるまでの間に、医師の指示または指導・助言等の下に救命救急士等が気管 挿管等の医行為を実

施すること。

【北海道救急医療・広域災害情報システムによる情報提供】

ホームページアドレス
http:///www.qq.pref.hokkaido.jp

（パソコン・スマートフォン等から）

情報案内センター電話番号等
フリーダイヤル ０１２０－２０－８６９９

携帯電話等から ０１１－２２１－８６９９

（３）必要な医療機能

ア 初期から三次に至る救急医療体制の維持及び充実

○ 現状の体制を維持しつつ、重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、初期か

ら三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図ります。

○ 急性期を脱した患者を地域で受け入れられるよう、救急医療機関、かかりつけ医、

介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携を図ります。

イ 救急搬送体制の充実

○ 救急自動車等による陸路搬送のほか、道東ドクターヘリ等による搬送も活用したよ

り迅速な救急搬送体制の整備及び安定的な運航を継続するための設備の充実を図り

ます。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の充実を図ります。

（４）数値目標等

項 目 現状（平成30年度） 平成35年度までの対応

普通救命講習の受講状況
（参考；平成29年） 新規及び再受講者の

受講人数 1,306人 増加

AEDの配置及び定期点検
（参考；平成28年末） 配置したAEDの定期的

AEDの配置 230台 な点検の実施

救急救命士の配置状況
（参考；平成29年末）

根室市消防本部 10人 現状維持

根室北部消防事務組合 53人

（５）数値目標等を達成するために必要な施策

ア 初期救急医療体制の充実

医師会等の関係団体と連携し、現在の体制を維持します。

イ 二次・三次救急医療体制の充実

○ 重症患者の救急医療を24時間365日体制で確保するため、現在の病院群輪番制を維

持します。

○ 医療機能の明確化及び役割分担の適正化のため、医療機関・消防機関等の関係機

第２ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築と推進体制



- 64 -

関との連携、並びに釧路圏域の医療機関との連携を一層推進します。

ウ 救急搬送体制の充実

○ 道東ドクターへリのより効果的な運航を図るため関係機関との連携やメディカルコ

ントロールに基づく病院前救護体制の充実を図ります。

エ 住民への情報提供や普及啓発

○ 北海道救急医療・広域災害情報システムの情報提供や救急法等講習会を開催する

など、普及啓発に努めます。

○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普

及啓発に努めます。

○ 救急医療機関、かかりつけ医、介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携を図

ります。

（６）医療機関等の具体的名称

ア 初期救急医療機関・二次救急医療機関 平成30年2月1日現在

第三次 第二次 初期救急医療機関 二次救急医療機関（16施設）

医療圏 医療圏 市町名 在宅当番医制 休日夜間急患センター （内 釧路 11）

（2医師会） （1施設） （内 根室 5）

釧 路 釧路 釧路市 釧路市医師会 釧路市夜間急 社会医療法人孝仁会星が浦病院

・根室 釧路町 病センター 総合病院釧路赤十字病院

厚岸町 独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 福 祉 機 構 釧 路 労 災 病 院

浜中町 道東勤医協釧路協立病院

標茶町 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院

弟子屈町 市立釧路総合病院

鶴居村 医療法人社団三慈会釧路三慈会病院

白糠町 医療法人東北海道病院

町立厚岸病院

標茶町立病院

ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院

根室 根室市 （根室市外三郡医師会） 市立根室病院

別海町 町立別海病院

中標津町 町立中標津病院

標津町 標津町国民健康保険標津病院

羅臼町 知床らうす国民健康保険診療所

イ 三次救急医療機関

【救命救急センター（11施設）】 平成30年2月1日現在

第三次医療圏 第二次医療圏 病院名 救命救急センター運営病床数 指定年月日

釧路・根室 釧路 市立釧路総合病院 ４１床 昭和57年10月1日
（ドクターヘリ基地病院）
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第２ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築と推進体制

（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割
○ 夜間や休日等に急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、釧路歯科医師会等

と連携し、地域の実情にあった歯科医療体制の確保に努めます。

（８）薬局の役割

○ 休日の処方せん受入体制については、主に当番医療機関の近隣薬局での対応が行

われていることから、今後とも、地域の実情にあわせて、市販薬を含めた医薬品等

の供給体制の充実に努めます。

○ 救急患者が受診する際、通常服用している医薬品の情報が重要となっていること

から、引き続き住民に対し、お薬手帳の携帯について普及啓発します。

（９）訪問看護ステーションの役割

○ 救命救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医との連携の

下、治療の継続を支援します。

○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等について、

本人・家族、主治医、介護関係者、救急隊員等との情報共有、連携に努めます。
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参考【道としての取組イメージ図】



- 67 -

７ 災害医療体制

（１）現 状

根室管内では、平成5年にM7.8の釧路沖地震、平成6年にM8.1の北海道東方沖地

震が発生するなど、これまで多くの地震災害に見舞われ、津波などにより大きな

被害を受けています。

特に、根室市付近は、今後30年以内に震度６弱以上の揺れに見舞われる確率が

「78％」と、道内でも高い確率の地域となっていることから、大地震への警戒が

必要とされています。

災害には、台風や集中豪雨、暴風雪など様々あり、これらの災害発生に備え、

道では、「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」において、道・市町村・医

療機関等が取り組む内容を定めています。

根室管内は、産業の分散と集落の点在により移動距離が長いこと、道路網が充

実していないこと、2つの半島を有していることなどにより、風雪水害により交

通が遮断されると、いわゆる「陸の孤島」となる地域が発生します。

このため、根室振興局では、北海道地域防災計画に基づき、「根室振興局地域

災害対策要綱」を定め、この中の医療救護計画において、医療等の円滑な実施を

図ることとしており、各市町においても、同様の対策を防災計画に明記してい

ます。

「根室振興局地域災害対策要綱」 ＜市町防災計画＞

○被災市町の医療及び助産活動の支援に係る関係機関との連絡調整 「根室市地域防災計画」

○災害救助法適用時の指導及び日赤救護班の派遣要請 「別海町地域防災計画」

○被災地支援の円滑な実施 「中標津町地域防災計画」

・医療救護、器具、薬剤の確保と救護班の編成派遣 「標津町地域防災計画」

・各医療救護班の連絡調整 「羅臼町地域防災計画」

・隣接市町医療機関の利用協力要請

○消防防災ヘリによる救急患者搬送

災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図るため、根室管内では、

平成9年12月25日に市立根室病院が、平成23年11月１日に町立中標津病院が、「地

域災害拠点病院*1」として指定を受けています。

なお、この２施設については、施設の耐震化が整備されています。

＊１＜災害拠点病院とは＞

・災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能、広域搬送への

対応機能や医療救護班の派遣機能などを有し、災害時に必要な医療支援を行うための拠点

施設のこと。

第二次医療圏ごと整備される「地域災害拠点病院」と更にその機能を強化し、災害医療

に関して都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」（各都道府県に１か所）に

分けられる。

災害時の救護活動については、根室管内の各市町では、根室市外三郡医師会

と「災害時の医療救護活動に関する協定(平成8年7月)」、釧路歯科医師会と「災

害時の歯科医療救護活動に関する協定(平成14年3月)」を締結しています。

第２ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築と推進体制
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（２）課 題

ア 災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化

災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有効に活用

する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等の連携体制を構築

しておく必要があります。

また、高齢化の進行とともに、災害時における高齢者等の要配慮者の割合が増加す

ることが見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要となり

ます。

イ 災害拠点病院の強化

災害拠点病院では、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うため、施設の

耐震化、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ※）による情報発信、食料、飲

料水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体制等が必要です。

※EMIS:Emergency Medical Information Systemの略

（３）必要な医療機能

災害急性期（発災後48時間以内）における必要な医療体制の確保が必要です。

また、根室管内は、主要交通手段である基幹道路が限られていることなどから、必

要な救援をすぐに受けられない状況を想定した体制を確保し、急性期を脱した後の対

応として、避難所等での健康保持体制を確保するため、日本赤十字社や郡市医師会や

釧路歯科医師会などの協力機関との連携を図ることが必要です。

ア 災害拠点病院の体制確保

災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受け入れ、広域搬送への対応

機能及び応急資機材の貸出機能等を発揮できるよう、訓練の実施等、平時からの備え

を行っておくことが必要です。

イ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ＊）の体制確保

ＤＭＡＴにおいては、災害の急性期において、専門的な訓練を受けた医師及び 看

護師等を災害現場に派遣し、迅速に応急処置等を行うことができる機能が必要です。

＜ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team＞

大地震及び航空機・列車事故といった災害時に迅速的に駆けつけ、救急活動を行うための専門的な

訓練を受けた医療チーム。

（４）数値目標等

項 目 現状（平成30年度） 平成35年度までの対応

災害拠点病院（２病院）における業務 ０病院 全災害拠点病院での策定

継続計画（BCP）の策定 （２病院）

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実施 － 全病院での実施

している病院の割合（％） （100%）
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第２ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築と推進体制

（５）数値目標等を達成するために必要な施策

地域の医療資源に即した災害時に必要な災害医療体制の確保に努めます。

ア 災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、

被災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料などを

供給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。

また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。

○ 道や市町は、被災者に対して感染症のまん延防止、メンタルヘルスケア等のニー

ズに的確に対応するため、保健師、栄養士などによる保健指導及び栄養指導を実施

するとともに関係機関、関係団体との連携を図ります。

また、そのために関係職種の研修機会の確保に努めます。

○ 道東ドクターヘリの安定的な航空医療体制の確保を図ります。

○ 災害発生時に、医療救護班の配置調整や医薬品等の供給調整など医療救護活動を

迅速かつ的確に実施できるよう情報交換の場として、医師会、歯科医師会等関係団体、

自治体病院・診療所、各市町、振興局からなる「地域災害医療対策会議」を設置し、

連携体制の強化を図ります。

イ 災害拠点病院の強化

○ 各災害拠点病院で策定されている防災マニュアルの定期的な見直しを図るととも

に、業務継続計画（BCP）の策定を進めます。

○ 各災害拠点病院における定期的な訓練や各種研修等への受講を促し、体制の強化

に努めます。

ウ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備

災害時にＤＭＡＴが有効に機能するため、研修参加による人材育成や、定期的な

訓練等を行うよう努めます。

エ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用

災害時におけるＥＭＩＳの円滑な運用が重要であることから、保健所はもとより、

各病院における入力訓練の実施を促進します。

（６）医療機関等の具体的名称

災害拠点病院（指定）

【基幹災害拠点病院（１施設）】 ※全道域で１施設 平成30年2月現在

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定年月日

全　　　道　　　域 札幌医科大学附属病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

圏　　　　　　　域
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【地域災害拠点病院（33施設）】 ※根室圏域２施設 平成30年2月現在

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定年月日

南 渡 島 市立函館病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

南 檜 山 北海道立江差病院 平成９年３月28日 平成26年3月26日

北渡島檜山 八雲総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

市立札幌病院 平成９年１月７日 平成23年8月8日

北海道大学病院 平成14年４月１日 平成19年9月12日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日 平成23年8月8日

手稲渓仁会病院 平成23年11月１日 平成21年6月15日

小樽市立病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

南 空 知 岩見沢市立総合病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

中 空 知 砂川市立病院 平成９年１月７日 平成21年7月16日

北 空 知 深川市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

日鋼記念病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

市立室蘭総合病院 平成20年２月21日 平成22年5月20日

総合病院伊達赤十字病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 平成28年４月１日 平成25年3月18日

王子総合病院 平成９年12月25日 平成19年9月12日

苫小牧市立病院 平成23年11月１日 平成25年3月18日

日　　高 総合病院浦河赤十字病院 平成９年12月25日 平成25年3月18日

旭川赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

旭川医科大学病院 平成23年11月１日 平成19年9月12日

上川北部 名寄市立総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

富 良 野
社会福祉法人北海道
社会事業協会富良野病院

平成９年12月25日 平成26年3月26日

留　　萌 留萌市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

宗　　谷 市立稚内病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

北見赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

広域紋別病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

十　　勝 十　　勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 平成９年１月７日 平成25年3月18日

釧　　路 市立釧路総合病院 平成９年１月７日 平成22年5月20日

市立根室病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

町立中標津病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

道　　南

道　　央

道　　北

オホーツク

西 胆 振

後　　志

札　　幌

釧路・根室
根　　室

遠　　紋

北　　網

上川中部

東 胆 振
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（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 災害発生時には、釧路歯科医師会等関係団体と連携し、歯科救護所の開設・運営、

もしくは避難所や仮設住宅への巡回歯科診療、巡回口腔ケア等を実施し、義歯紛失な

どによる摂食嚥下障害、咀嚼障害を有する被災者への歯科医療提供や高齢者の口腔機

能の低下による誤嚥性肺炎の予防に努めます。
ご えん

○ 口腔内所見による災害犠牲者身元確認作業及び身元確認の有力な手掛かりとなる

カルテ等診療情報の提供などに努めます。

（８）薬局の役割

○ 災害発生時の医療救護活動においては、医療救護チームの医師が被災者の治療等

を行う上で、薬の選択や調剤、服薬指導を行う薬剤師が不可欠であることから、薬局

の薬剤師を派遣するため、薬剤師会の協力を得て、派遣体制の確保に努めます。

○ また、災害時においては、救護所等において、医薬品や衛生材料などの需給状況

の把握や支援医薬品の仕分け・管理などが適切に実施できる体制づくりに努めます。

（９）訪問看護ステーションの役割

○ 訪問看護ステーションの利用者は、災害時における高齢者や障がい者等の要配慮

者が多いため、各利用者ごとの災害時支援計画を作成し、関係機関との役割分担を決

めるなど平時からの対策を進めます。
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参考【道としての取組イメージ図】

災 害 医 療 連 携 体 制

（平成３０年２月現在）

急性期

● 北海道災害対策本部

・広域災害・救急医療情報システム ［ ＥＭＩＳ ］

＜被災地医療機関の被害状況・受入体制等の情報を発信＞

・救護班（ＪＭＡＴ等）派遣

・医薬品等供給

広

域

患

者
搬

送

搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南 ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３４施設】

衛星携帯

電話等

○保健所
（情報把握 ・

情報発信支援）

発 災

被災地域

○救護所

（避難所）

・地域災害

拠点病院

・地域災害拠点病院

（ＤＭＡＴ）

・基幹災害拠点病院

（ＤＭＡＴ）

・一般医療機関

・救急医療機関

○協力機関
【国立病院機構・日本赤十字社・公的病院・

道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

医療救護活動
（感染症等の蔓延防止・

メンタルヘルスケア等）

・

Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ

派
遣

情

報

収
集

情

報

発
信

応

急

資

機

材

貸
出

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院

（ＤＭＡＴ）

派

遣

依
頼

災害医療

コーディネーター

災害医療

コーディネーター
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８ へき地医療体制

（１）現 状

根室市、標津町及び羅臼町については、「過疎地域自立促進特別措置法」による

過疎地域の指定を受けているなど、医療機関まで遠隔な地域も多い状況であり、公

共交通機関による通院などの不便な地区が見受けられます。

ア へき地医療の状況

根室管内は、無医・無歯科医地区*1及び無医・無歯科医地区に準じる地区はありま

せんが、道央圏から距離が遠いといった地理的条件や交通事情、寒冷で濃霧の発生も

多い気象条件などにより、全市町が辺地*2を抱えている状況にあります。
へんち

〈無医地区等の定義〉

＊１（無医地区）

・無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径４㎞の区

域以内に５０人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地

域をいいます。

（無医地区に準じる地区）

・無医地区に準じる地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区

と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認められた地区をいう。

※「無歯科医地区」、「無歯科医地区に準じる地区」については、それぞれ「医療機関」を「歯科医療

機関」に読み替えるものとする。

＊２＜辺地とは＞

「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住

民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数、その他につい

て政令で定める要件に該当しているものをいう。

イ へき地拠点病院

根室管内では、町立中標津病院が「へき地医療拠点病院」として指定されており、

１日平均外来患者数は593人（平成29年度）となっています。

＜へき地医療拠点病院＞

道においては、平成１５年４月に２５か所の地域センター病院の中から１９病院を、無医地区

等への巡回診療、代診医派遣、へき地医療従事者に対する研修等のへき地医療支援を行う「へき

地医療拠点病院」として指定している。

ウ へき地診療所

へき地診療所は、医療に恵まれない地域住民の医療を確保することを目的として、

道、市町村、公的医療機関などにより設置・運営されているもので、根室管内には

羅臼町に知床らうす国民健康保険診療所が設置されており、社会医療法人考仁会の

指定管理*3により運営されています。

＜北海道へき地診療所の設置基準＞

・へき地診療所を設置しようとする場所を中心として、おおむね半径４㎞の区域内に他の医療

機関がなく、その区域内の人口が原則として人口１，０００人以上であり、かつ、診療所の設

置予定地から最寄り医療機関まで通常の交通機関を利用して３０分以上要するものであること。

・医療機関のない離島のうち、人口が原則として３００人以上、１，０００人未満の離島に設

置するものであること。
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*3＜指定管理者とは＞

指定管理は「指定管理者制度」による管理で、この制度は、平成１５年９月２日付けで改正地方自治

法が施行され、地方自治体の公の施設の管理に関する制度が改正されたことによって創設された。

この改正によって、民間企業やＮＰＯなどを含む幅広い団体が、地方自治体が指定する「指定管理

者」として、公の施設の管理を行うことができるようになった。

エ へき地における医師確保

○ 根室管内の医師等医療従事者の不足は深刻であり、自治体病院・診療所において

は一部診療科目の休止や受診制限等が続いていることから、へき地医療の充実を図る

ことは大変厳しい状況となっています。

○ 道では、地域医療の充実・確保に向け、医師派遣を巡る諸問題への対応策につい

て検討・協議を行い、具体的な取組を推進するため、北海道地域医師連携支援センタ

ーにおいて、自治体病院等への医師派遣調整を実施しており、町立中標津病院及び市

立根室病院への医師派遣の実績があります。

（２）課 題

ア へき地における保健指導

根室管内には、公共交通機関の通っていない少人数集落など、通院に不便な地域

が多いため、住民の健康の保持・増進を図るため、住民の保健衛生状態を十分に把握

し、実情に応じた保健指導を行う必要があります。

イ へき地における診療の機能

○ 診療科目の充実や初期救急医療、入院等を要する救急医療に対して適切に対応で

きる体制の充実強化が求められています。

○ へき地診療所等における診察結果に基づき、専門的な医療や高度な医療が必要な

場合には、病状や緊急性に応じ適切な医療機関への紹介や移送の確保が求められて

おり、近隣市町の医療機関との広域連携体制の構築、搬送体制の確立が必要です。

ウ へき地の診療を支援する医療の機能

○ 少人数の集落が点在する根室管内では、日常的な医療の確保が求められており、

交通手段の確保や整備、医療資源の確保など問題が山積しています。

特に、地域センター病院の機能充実、医師等医療従事者の確保・定着に関する諸

対策、患者搬送体制の充実強化を図るプライマリ・ケアを重視した医療提供体制の確

立が求められています。

○ 医療従事者の負担軽減を図り、かつ、患者の日常生活圏で適切な診療を受けられ

るために、ＩＣＴ活用により隣接する釧路圏等の高度・専門医療機関と地域医療機

関間での医療情報共有による連携が重要です。
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第２ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築と推進体制

エ 行政機関等によるへき地医療の支援

行政機関等によるへき地の医療機関に従事する医療スタッフの支援、へき地の医療提

供体制の確保に向けた支援などを行う必要があります。

（３）必要な医療機能

ア へき地における保健指導の機能

医療に恵まれない地域における保健指導を提供することが必要です。

イ へき地における診療の機能

○ 地域住民の日常的な医療や初期救急医療の体制を確保することが必要です。

○ 専門的な医療や高度な医療の搬送する体制を整備することが必要です。

ウ へき地の診療を支援する医療の機能

診療支援機能の向上を図ることが必要です。

エ 行政機関等によるへき地医療の支援

へき地において継続的に医療サービスを提供できるよう関係機関の調整を行うこと

が必要です。

（４）数値目標等

項 目 現状（平成30年度） 平成35年度までの対応

へき地診療所 知床らうす 現状維持

国民健康保険診療所

へき地医療拠点病院 町立中標津病院 〃

＊平成29年度へき地医療現況調査による

（５）数値目標等を達成するために必要な施策

関係機関相互の連携により、適切な保健及び医療サービスが継続して実施される

体制の維持・構築に努めます。

ア へき地における保健指導

市町や最寄りのへき地診療所等との連携の下、住民の保健衛生状態を十分把握し、

計画的に地域の実情に即した保健指導を行います。

イ へき地の診療を支援する医療の機能

○ 医療従事者を対象とした研修会の開催など、へき地医療拠点病院や地域センター

病院が行うへき地医療支援活動に対して支援します。

○ 市町が患者輸送車等を整備する事業に対して支援し、搬送体制の整備に取り組み

ます。

○ 遠隔医療や診療情報の共有ネットワーク化を行うため、必要な機器等の整備を行

うへき地医療拠点病院などに対して支援します。

○ 医育大学に設置した地域医療支援センターによる医師派遣等を活用し、医師の確保

が行われるよう支援します。
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ウ 行政機関等によるへき地医療の支援

保健所のホームページを活用し、根室圏域の地域医療の現状や地域医療を確保する

ための対策などについて紹介します。

（６）医療機関等の具体的名称

【へき地医療拠点病院】 平成30年6月1日現在

第三次医療圏 第二次医療圏 医療機関名称

釧路・根室 釧 路 市立釧路総合病院

根 室 町立中標津病院

【へき地診療所】 平成30年6月1日現在

第三次医療圏 第二次医療圏 医療機関名称

浜中町立浜中診療所

鶴居村立鶴居診療所

釧路・根室 釧 路 道立阿寒湖畔診療所

市立釧路国保音別診療所

市立釧路国保阿寒診療所

根 室 知床らうす国民健康保険診療所

（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

歯科医師の確保が困難なへき地における歯科保健医療サービスの確保に努めます。

（８）薬局の役割

無薬局地区における医薬品や医療・衛生材料等の提供体制を確保するため、市街地の薬局

による在宅医療などの提供に努めます。

（９）訪問看護ステーションの役割

医療資源が限られるへき地において、地域の特性や生活状況を踏まえた適切なケアが提供

されるよう努めます。
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参考【道としての取組イメージ図】

北海道

へき地診療所等

遠隔医療代診医等派遣巡回診療

社会医療法人

民間医療機関

○過疎地域医療機関

への医師派遣

○へき地診療所への

医師・代診医派遣

医育大学

○医師の養成

○過疎地域医療機関へ

の医師派遣

へき地医療支援機構

○へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効

率的に実施するための企画・調整を行う

患者輸送車

へき地医療拠点病院
○無医地区等への巡回診療

○へき地診療所等への代診医等の派遣

○へき地医療従事者に対する研修実施

○へき地診療所の各種診療支援

無医地区、無歯科医地区

準無医地区、準無歯科医地区
市町村

○へき地における

保健指導

北海道地域医療

振興財団

ドクターバン

ク事業

北海道病院協会

緊急臨時的医師

派遣事業

地域医師連携支援センター

○医師不足の状況等を把握・分析し、医師のキャリア

形成と一体的に医師不足病院の支援等を行う

■地域医療支援センター（３医育大学に設置）

医師確保が困難な地域への医師派遣

■地域枠制度の運営

北海道医師養成確保修学資金の貸付けを受けた医

師を一定期間地域の医療機関に配置

地方・地域センター病院

○地域の医療機関への医師等の派遣

○外部に開放した研修会等の開催

○医療機器の共同利用

○地域医療支援室の設置

○救急医療体制への参加

北海道医療対策協議会

北海道総合保健医療協議会

地域医療専門委員会

へ き 地 医 療 連 携 体 制

■自治医科大学卒業医師の配置
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９ 周産期医療体制

（１）現 状

ア 出生数等

根室管内の平成27年の出生数は616人で、平成23年と比べ55人（8.2％）減少してお

り、全道・全国の傾向と同様です。

また、出生千人当たりに占める低出生体重児（2,500g未満）の人数は、平成23年は 1

07.3人でしたが、平成27年は86.0人と減少傾向を示しています。

参考グラフ：出生数推移（全道・根室管内・根室市・北部 4町）

【出生数等の推移】

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

出生数（人） 671 727 652 577 616

低体重児の

出生数（人）
72 75 61 44 53

出生千対 107.3 103.2 93.6 76.3 86.0

出生数（人） 201 194 208 189 190

低体重児の

出生数（人）
25 26 21 20 16

出生千対 124.4 134.0 101.0 105.8 84.2

出生数（人） 470 533 444 388 426

低体重児の

出生数（人）
47 49 40 24 37

出生千対 100.0 91.9 90.1 61.9 86.9

出生数（人） 39,292 38,686 38,190 37,058 36,695

低体重児の

出生数（人）
3,804 3,764 3,722 3,598 3,425

出生千対 96.8 97.3 97.5 97.1 93.3

出生数（人） 1,050,806 1,037,231 1,029,816 1,003,539 1,005,677

低体重児の

出生数（人）
100,378 99,311 98,624 95,768 95,206

出生千対 95.5 95.7 95.8 95.4 94.7

全国

＊釧路根室地域保健情報年報による。

根室管内

根室市

北部4町

全道
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イ 周産期を担う医療機関

根室管内において産科・産婦人科を標榜する医療機関は４機関となっています。

市立根室病院が平成29年４月より経産婦限定で分娩を再開し、町立別海病院、町

立中標津病院と合わせて３機関が分娩に対応しています。

また、町立中標津病院では、平成30年3月から助産師外来を開始しています。

※古野医院は分娩休止中

平成29年度の３機関の分娩数は、市立根室病院が24件、町立別海病院が36件、町立中標

津病院が233件となっています。

専門的な周産期医療を担う地域周産期母子医療センターは、根室管内では町立中

標津病院が平成25年４月に認定されています。

また、第三次医療圏ごとに指定されている高度・専門的な周産期医療を提供する

総合周産期母子医療センターは、総合病院釧路赤十字病院が指定されています。

＜周産期医療＞

○妊娠22週から出生後7日未満までの母体・胎児・新生児に対する医療

＜北海道周産期医療体制整備計画＞

○道は、ハイリスク分娩に適切に対応できるよう、平成13年に「北海道周産期医療システム

整備計画」を策定。その後、平成23年に「北海道周産期医療体制整備計画」（以下「整備計画」

という。）として改訂し、計画期間を平成29年度までとした。

○平成29年3月31日医政地発0331第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知に基づき「整備

計画」を「医療計画（周産期医療体制）」に一体化した上で、医師の確保や救急、災害医療な

ど、他事業とより一層の連携を図りながら、周産期医療体制の整備に取り組むこととした。

【周産期支援センター等の整備状況】

地域周産期
母子医療センター

総合周産期
母子医療センター

特定機能周産期
母子医療センター

根 室 管 内 町立中標津病院

釧 路 管 内
（ 二 次 医 療 圏 ）

市立釧路総合病院

－

３０か所 ６か所

医療圏

総合病院釧路赤十字病院 道立
子ども総合医療・療育センター

（コドモックル）釧 路 ・ 根 室
（ 三 次 医 療 圏 ）

全 道

＊北海道周産期医療体制整備計画による
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【北部4町出生数の推移】

根室管内 北部4町 低体重児の出生数（人） 根室管内 北部4町 出生千対 根室管内 北部4町 出生数（人）

【産科又は産婦人科を標榜している医療機関】

病院 診療所

市立根室病院 －

町立別海病院 －

町立中標津病院 古野医院

市町

根 室 市

別 海 町

中 標 津 町
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ウ 産婦人科医師等の状況

根室市で唯一産婦人科を標榜する市立根室病院では、医師不足のため平成18年９月

以降、分娩を休止していましたが、平成29年４月から経産婦限定で分娩を再開してい

ます。

（２）課 題

ア 周産期を担う医療機関

根室市、標津町、羅臼町から、総合周産期母子医療センターである総合病院釧路赤

十字病院（釧路市）までの移動時間は、自動車等で２時間を超えており、迅速な搬送

など緊急時の対応を整える必要があります。

イ 産婦人科医師等の状況

市立根室病院における分娩は、平成30年４月現在、経産婦限定であることから、今

後、初産にも対応できるよう体制の強化が求められており、産婦人科医師等の安定的

な確保が必要です。

（３）必要な医療機能

周産期医療体制の構築に当たっては、総合及び地域周産期センターを中心として、三医

育大学の協力を得ながら、医療機関間の連携、第三次医療圏間の連携（広域搬送・相互支

援体制の構築等、圏域を越えた母体及び新生児の搬送及び受け入れが円滑に行われるため

の措置）等を推進するとともに、これまでのハイリスク分娩などに対する取組以外にも、

正常分娩等に対する安全な医療を提供するための体制の確保や周産期医療関連施設を退院

した障がい児等が生活の場で療養・療育できる体制の確保が必要です。

ア 正常分娩等に対し安全な医療を提供するための周産期医療関連施設間の連携

○ 正常分娩(リスクの低い帝王切開術を含む。)や妊婦健診等を含めた分娩前後の診

療を安全に実施できる体制の構築が必要です。

○ ハイリスク分娩や急変時には地域周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が可能

な体制の構築が必要です。

イ 周産期の救急対応が24時間可能な体制

総合周産期母子医療センター（総合病院釧路赤十字病院：三次医療圏（釧路・根室））

及び地域周産期母子医療センター（市立釧路総合病院、町立中標津病院：二次医療圏

（釧路・根室））を中心とした周産期の救急体制の構築が必要です。

ウ 新生児医療の提供が可能な体制

新生児搬送や、ＮＩＣＵ、ＮＩＣＵに併設された回復期治療室及びＮＩＣＵ等の後

方病室確保を含め、釧路圏域との連携が必要です。

エ ＮＩＣＵに入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制

周産期医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育できるよう、根

室管内の医療、保健及び福祉サービスが相互に連携した支援体制の構築が必要です。
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オ 周産期における災害対策

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入れや

診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。

（４）数値目標等

項 目 現状（平成30年度） 平成35年度までの対応

市立根室病院における分娩受入 経産婦限定 更なる分娩受入れ体制

れ体制 の強化

（５）数値目標等を達成するために必要な施策

ア 周産期を担う医療機関

○ 経産婦限定で分娩を受入れている根室市においては、初産に対応ができるよう体

制の強化が必要です。体制が整うまでの間、釧路市、中標津町、別海町内の分娩受入

れ可能な医療機関との連携を図ります。

○ 身近なところに産科医療機関がない標津町、羅臼町においては、妊産婦の負担軽

減につなげるために、町立別海病院及び町立中標津病院の産婦人科医師の指導の下、

助産師や医療ソーシャルワーカーとの連携強化を図ります。

イ 産婦人科医師等の状況

経産婦限定で分娩を受け入れている市立根室病院については、三医育大学、他医療

機関などの協力の下、産婦人科医師及び小児科医師の常勤の固定医確保に努めます。

ウ 根室管内における地域周産期母子医療センター機能の充実

平成25年4月に認定を受けている町立中標津病院の機能の充実を図ります。

エ 救急搬送体制の整備

妊産婦や新生児のスムーズな地域周産期母子医療センター及び総合周産期母子医療セ

ンターへの救急搬送体制の確保に取り組みます。

オ 周産期における災害対策

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入れや

診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築に努めます。

（６）医療機関等の具体的名称 〈周産期母子医療センターの一覧〉

平成30年2月現在

【 指 定 年 月 日 】

( 認 定 年 月 日 )

釧路･根室 釧  　  路 1 釧路赤十字病院 総合 【 平 成 15 年 ７ 月 31 日 】

2 市立釧路総合病院 地域 ( 平 成 13 年 10 月 １ 日 )

根　　　室 3 町立中標津病院 地域 ( 平 成 25 年 ４ 月 １ 日 )

総合周産期母子医療センター １

　 地域周産期母子医療センター 2

計 3 施設　　　　 

合　　　　計

施設 【指定１】

施設（認定２）

第 三 次

医 療 圏

第 二 次

医 療 圏
医　療　機　関　名 区分
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（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

妊娠中は内分泌機能の生理的変化により歯周病のリスクが高まることから、歯科医

療機関に対し、妊娠週数に配慮した適切な歯科医療の確保に向けて周知を図ります。

（８）薬局の役割

妊婦等が医薬品を適切かつ安全に使用できるよう、薬局における薬学的管理（薬剤

服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）体制の構築に努めます。

（９）訪問看護ステーションの役割

○ 周産期医療関連施設を退院した障がい児等が在宅で療養・療育できるよう医療

機関などと連携し支援を行います。

○ 心身の疾病や傷がいのある妊婦が不安なく妊婦期の生活や分娩ができるよう、医療

機関や市町等地域関係者と連携し支援を行います。

参考【道としての取組イメージ図】

周産期医療連携体制

【分娩の取扱】

総合周産期母子医療センター
（高度・専門的な周産期医療の提供）

地域周産期母子医療センター
（専門的な周産期医療の提供）

一般の周産期母子医療施設
（正常分娩に対応する施設）

【対応が難しい新生児】

特定機能周産期母子医療センター
【北海道立子ども総合医療・療育センター】
（ハイリスクの胎児や新生児に対応する周産期
医療の提供）

【協力支援機関】

三医育大学

第三次
医療圏

第二次

医療圏

第一次
医療圏

妊産婦・新生児

救急搬送

コーディネーター

応需確認

受入要請

相

談

受

診

救
急

搬

送
要

請

救

急

隊

【療養・療育支援】

地域療育支援施設

日中一時支援施設
訪問看護ステーション

退

院

支
援

連

携

長期療養児

在
宅

支
援
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10 小児医療体制（小児救急医療を含む）

（１）現 状

ア 年少人口の状況

根室管内の年少人口（15歳未満）は、平成27年では10,258人であり、平成22年の11,

456人と比べて1,198人（10.5％）減少しています。

＊総務省国勢調査報告による。

イ 小児科標榜医療機関・医師等の状況

根室管内には、平成30年4月現在、小児科を標榜する病院が3施設、診療所が8施設

あります。

小児科を専門とする医師数は平成20年は7人でしたが、平成28年は6人となっており、

1名減少しています。

ウ 小児夜間相談支援体制

道では、夜間における子どもの急な病気やけがなどに関する保護者等からの相談に、

毎日午後7時から翌朝8時まで専任の看護師や医師が電話で助言する小児救急電話相談

事業を行っています。

平成24～28年度（5年間）の利用件数は釧路・根室管内で2,006件となっています。

＜小児救急の相談電話＞

電話番号 ０１１－２３２－１５９９（いーこきゅうきゅう）

※プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは短縮ダイヤル「♯８０００番」

も利用できます。

4,310 3,565 3,033 

2,649 
2,511 

2,338 

3,834 
3,779 

3,563 

943 

815 

676 

1,041 

786 

648 

0

5,000

10,000

15,000

平成１７年 平成２２年 平成２7年

人【年少人口の状況】

羅臼町

標津町

中標津町

別海町

根室市
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エ 小児救急医療体制

（初期救急医療体制）

根室管内全市町において、夜間、土曜日及び日・祝日については、かかりつけ

医（要問い合わせ）と、各自治体病院等が対応しています。

根室市については、日曜日の日中は、根室市外三郡医師会による在宅当番医制

をとっています。

（二次救急医療体制）

二次救急医療機関となっている市立根室病院と町立中標津病院が小児救急医療

支援事業参加医療機関として対応しています。

（三次救急医療体制）

小児の三次救急医療については、小児科以外の診療科も含め、市立釧路総合病

院救命救急センターが対応しています。

（２）課 題

ア 小児医療体制等の確保

子育てを支援する側面からも、子どもを持つ家族からの様々な相談に対応し、子ど

もの症状・状態に応じた小児医療体制の確保が必要です。

イ 小児科医の負担軽減

地域における小児科医の確保のため、日中に症状のある人は通常診療時間帯での受

診を心掛けてもらうよう、住民に対し適切な受診への理解と協力を促し、医師の負担

軽減を図る必要があります。

ウ 隣接する医療圏の医療機関との連携

専門医療や２４時間体制の救急医療を提供する体制を確保するため、隣接する医療圏の

医療機関との連携を図る必要があります。

（３）必要な医療機能

（症状等に応じた医療機能や救急医療体制の充実）

○ 疾病や症状等に応じた医療が提供されるよう、一般の小児医療から高度・専門医療、

及び初期救急医療から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図るとと

もに、急性期を脱した患者を地域で受け入れられるような連携体制を構築すること

が必要です。

（災害時を見据えた小児医療体制）

○ 災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入

れや診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。
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（４）数値目標等

項 目 現状（平成30年度） 平成35年度までの対応

小児科を専門とする医師数 6 7

救急蘇生法等講習会へ地域住 救急の日、救急医療週間にあわせ 地域住民を対象とした講

民等の参加啓発 て講習会を開催 習会開催の検討

救急医療機関や救急車の適切 救急の日、救急医療週間にあわせ 定期的な啓発の実施

な利用啓発 て適正利用を啓発

（５）数値目標等を達成するために必要な施策

（小児医療体制等の確保）

ア 相談支援体制等

子どもの急な病気やけがなどの際の家族等からの相談に対応する、小児救急電話相

談事業や救急医療情報システムの周知を行います。

また、ＡＥＤの使用方法を含む救急蘇生法等講習会を実施し、地域住民へ参加の呼

びかけや適切な医療機関への受診などを周知し、小児救急医療を担う医療機関の体制

確保等を図ります。

イ 小児医療の連携体制の構築

地域の小児救急医療体制を補強するため、小児科医や救急救命士等を対象に実施す

る、北海道小児救急医療地域研修事業の周知を図り、参加について促進します。

ウ 小児専門医療及び入院小児救急医療体制の確保等

根室管内には、「北海道小児地域医療センター」はありませんが、市立根室病院及び

町立中標津病院が「北海道小児地域支援病院」に選定されており、専門医療及び入院を

要する小児患者に対応する小児救急医療の提供体制や搬送体制の確保に努めます。

 北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院の選定基準 

　＜北海道小児地域医療センターの選定基準＞         
  　①　一定数以上の小児科の常勤医師が勤務していること
  　②　小児科の入院医療を提供していること
　　③　小児二次救急医療を担っていること
  　④　ＮＩＣＵを整備していること
      
　＜北海道小児地域支援病院の選定基準＞             
      次の要件のいずれかを満たす医療機関
  　（要件１）　北海道小児地域医療センターの選定基準のうち、①及び②を満た

し、小児二次救急医療を担っている医療機関又は救急告示医療機関
であり、かつ、分娩を行っている病院

　　（要件２）　北海道小児地域医療センターの未整備圏域において、以下のア～
ウを満たす病院

  　　　　　　　ア　小児科の常勤医師が勤務していること
  　　　　　　　イ　小児科の入院医療を提供していること
  　　　　　　　ウ  小児二次救急医療等を担っていること 
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（災害時を見据えた小児医療体制）

○ 災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や地域

の中核的医療機関等の連携体制の確保に努めるなど災害時における小児医療体制

の確保に努めます。

（６）医療機関等の具体的名称

ア 小児科を標ぼうしている医療機関

イ 小児救急医療体制

初期救急医療機関
二次救急医療機関

三次救急医療機関
（ 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 参 加 機 関 ）

・かかりつけ医 ○市立根室病院

根室管内 ・市立根室病院 ○町立中標津病院 －

（二次医療圏） ・町立別海病院

・町立中標津病院

・標津町国民健康保険標津病院

・知床らうす国民健康保険診療所

釧路・根室圏 ◎総合病院釧路赤十字病院 ・市立釧路総合病院

（三次医療圏） － ◎市立釧路総合病院 救急救命センター

＊平成３０年６月現在保健所調べ

＊◎北海道小児地域医療センターとして選定 ○北海道小児地域支援病院として選定

ウ 小児救急医療支援事業参加病院

根室管内では２病院が小児救急医療支援事業参加病院として、輪番制の体制をと

り、必要な医療の確保に努めています。

第三次医療圏 第二次医療圏 支援事業開始時期 病 院 名

釧路・根室
釧 路 H22.4～ 総合病院釧路赤十字病院、市立釧路総合病院

根 室 H22.4～ 市立根室病院、町立中標津病院

第２ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築と推進体制
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（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

発達障がい等を含む子どもに対する支援として、できるだけ身近なところで適切な

歯科保健医療サービスを受けられるよう、障がい者歯科医療協力医の確保と資質の向

上に努めます。

（８）薬局の役割

子どもを持つ家族からの相談に対応するため、「健康サポート薬局」等、かかりつ

け薬局・薬剤師を普及するとともに、地域の薬局が相互に連携し、調剤応需や市販薬

を含めた医薬品や衛生材料等の供給体制の充実に努めます。

（９）訪問看護ステーションの役割

在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、小児等の成長発達

に応じた看護を提供するとともに、保健・医療・福祉・保育・教育などの関係者と連

携し、小児及びその家族の支援の充実に努めます。
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参考【道としての取組イメージ図】

三次救急医療（２４時間）

初期救急医療（休日・夜間）

二次救急医療（休日・夜間）

■重症救急患者の入院治療

○小児救急医療支援事業参加病院

（小児の輪番制参加病院） ［20圏域］

小 児 医 療 連 携 体 制

■重篤救急患者の救命治療
○救命救急センター [12施設]

（平成30年２月現在）

■軽症救急患者の治療
○休日夜間急患センター

○在宅当番医制参加病院

●小児救急医療地域研修事業

軽
症

重
症

重
篤

高度専門医療等

救
急
搬
送
等

一般の小児医療

専門医療等

連

携

連

携

消 防 機 関 等 救急

● 小児救急電話相談事業（＃８０００、看護師常駐・小児科医師バックアップ体制）
● 北海道救急医療・広域災害情報システム〈24時間体制で医療機関情報を提供〉
● 北海道周産期救急情報システム（医療機関・消防機関等への情報提供）
● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動 など

■情報提供・相談支援体制

小児患者（保護者）

連携

連携

発症

■高度で専門的な小児医療
（難病・先天性疾患・がん治療等）

[大学病院、

北海道立子ども総合医療・療育センター、

総合周産期母子医療センターなど ]

■特定分野の小児医療
■新生児医療
■医学的リハビリ、療育、在宅医療など

［北海道小児地域医療センター、
北海道小児地域支援病院、
地域周産期母子医療センター、
在宅医療を実施している診療所など］

■地域に必要な一般小児医療

■療育・療養が必要な小児に対する支援

［小児科病院・診療所、療育施設、

訪問看護ステーション等］

参画

受
診


