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平成18年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査  

（平成18年度調査）の結果について（たたき合）  

19年4月18日  
社会保険医療協議会  

報酬改定結果検証部会  

1 特別調査（平成18年度調査）の実施について   

診療幸闘州改定結果検証部会（以下、「検証部会」という。）では、平成18年7月  

12日に策定した「平成18年度診療報酬改定の検証方針」に掲げられた特別調査  

12項目のうら、平成18年度早急に毒手する項目として、次の5項目を選定し、  

調査を行った。  

（1）保険医療機関等における医療費の内容が分かる明細書の発行状況調査  

（2）ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査  

（3）リハビリテーション実施保険医療機関における患者状況調査  

（4）後発医薬品の使用状況調査  

（5）歯科診療における文書提供に対する患者意識調査   

この特別調査は外部委託により実施することとし、実施に当たっては調査機関、  

検証部会委員、関係者等により構成された「調査検討委員会」における具体的な調  

査設計及び集計、分析方法の検討を経て行った。   

調査結果については、速幸酎直として平成19年1月31日に開催した当検証部会  

に上記（1）、（4）及び（5）の調査について報告し、3月12日に開催した当検証部会  

に上記（2）及び（3）の調査について報告を行った。   

その後、「調査検討委員会」における「調査報告書」の最終取りまとめが完了し  

たことから、この「調査報告書」を踏まえ、当検証部会としての評価を付した上で、  

結果を取りまとめたので報告する。  
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2 「保険医療機関等における医療費の内容が分かる明細書の発行状況調査」の結果   

について  

（1）調査の目的  

詳細な医療費の内容が分かる明細書の発行状況の把握を目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

全国の保険医療機関である病院、診療所、歯科診療所及び保険薬局から各  

1，000施設（合計4，000施設）を無作為抽出し、平成18年11月に調査票  

を発送。  

「個別の診療幸開州点数の算定項目の分かる明細書」にかかる平成18年10  

月1ケ月間における発行状況等を調査  

（3）回収の状況  

発送数：4，000施設 回収数：2，182施設（回収率54．6％）  

（4）主な結果   

・発行が義務化された「領収書」の発行開始時期をみると、平成18年4月を  

境に発行施設数が増加し、経過措置期間が終了した平成18年10月には、回  

害のあった施設のうら無回答を除く全ての施設が発行。（報告書14ページ：  

図表15）   

・ 発行に努めることとされている「明細書」については、回答のあった施設の  

うち、55％が「発行している」と回答。（報告書19ページ：図表20）  

「明細書を発行している」としている施設のうら約75％は、発行に関して  

患者に「特に何も周知していない」と回害。（報告書22ページ：図表25）  

「明細書を発行している」としている施設のうち約40％は、「全ての患者に  

発行」と回答。また、約27％が「レセプトと同じものを発行」と回答。（報告  

書34、35ページ：園表41、42）  

「明細書を発行している」としている施設のうち約89％は、「費用を徴収し  

ていない」と回答。（報告書36ページ：図表43）  

（5）検証部会としての評価   



3 「ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査」の結   

果について  

（1）調査の目的  

ニコチン依存症管理料算定医療機関の実態を把握すると共に、ニコチン依存症   

管理料を算定した患者に対する禁煙治療の実施状況と禁煙成功率を把握する事   

を目的とした。  

（2）調査対象及び調査の概要  

一次調査  

〈施設調査〉  

全国の保険医療機関の中で、平成18年7月1日現在にニコチン依存症  

管理料を算定している施設から1，000施設を無作為に抽出し、平成18  

年12月～平成19年1月の期間で、施設の概況および禁煙治療の状況に  

ついて調査。  

〈患者調査〉  

上記の調査対象施設において、平成18年6月および7月の2ケ月間に  

医療機関でニコチン依存症管理料の算定を開始した患者全員について平  

成18年12月～平成19年1月の期間で調査。  

なお、治療終了3ケ月後の状況については、当該患者の追跡のため、患  

者ごとにIDを付与し追跡を可能とした上で、医療機関が対象患者に電話  

調査を実施。  

二次調査  

一次調査に回答した施設における患者調査対象者について、治療終了から  

5／）6ケ月目となる平成19年3月に、その時点での禁煙／喫煙の状況を医  

療機関側から追跡調査を実施。  

（二3）回収の状況  

一次調査  

〈施設調査〉  

発送数：1，000施設 回収数：501施設（回収率は50．1％）  

〈患者調査〉  

患者数4，189人（該当患者不在等施設を除く456施設分）  

二次調査  

発送数：456施設 回収数：242施設（回収率は53．1％）  

患者数2，225人  
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（4）主な結果  

ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期は、4月が全体で約36％と最  

も多く、次いでニコチンパッチ等が保険適用となった6月の25％となってい  

る。（報告書8ページ：図表10）  

ニコチン依存症管理料算定医療機関における禁煙治療については、病院では  

約47％が専門外来の設置等、特別な体制で実施。一方、診療所においては約  

87％が通常の診療体制の中で実施している。（報告書9ページ：図表11）  

ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、禁煙指導を5回終了した患者  

は全体の約28％と最も多く、これらの患者は指導終了時点で約74％が4週  

間禁煙をしていた。（報告書16、17ページ：図表24、25）   

・ 禁煙指導終了3ケ月後の状況では、全体で約32％が3ケ月後も禁煙を継続  

しノており、5匝Iの指導を全て終了した患者では3ケ月後の禁煙継続率は約  

∈i9％であった。指導を受けた回数が多いほど、禁煙継続率は高かった。（報告  

書22ページ：図表34）  

二次調査において、指導終了から3ケ月後及び6ケ月後の状況をみると、全  

体で3ケ月後の禁煙継続率は約35％、6ケ月後の禁煙継続率は約33％であ  

った。5回の指導を全て終了した患者の3ケ月後及び6ケ月後の禁煙継続率は、  

各々約63％、約54％であった。指導を受けた回数が多いほど、禁煙継糸売率  

は高かった。（報告書28ページ：図表42、43）  

（5）検証部会としての評価  
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4 「リハビリテーション実施保険医療機関における患者状況調査」の結果について  

（1）調査の目的  

疾患別リハビリテーション料および算定白数上限の設定に伴う、リハビリテー   

ションヘの影響および実施状況等の把握をするために調査を行うことを目的と   

した。  

（2）調査方法及び調査の概要  

〈施設対象の施設調査〉  

心大血管疾患リハビリテーション料の算定している全297施設及び他3  

分野を算定している施設から各1，000施設を無作為に抽出した後、複数  

の分野を算定している重複施設分を控除した2，822施設に対し、平成18  

年12月に調査票を送付し、t」ハビリテーションを実施した患者及び終了し  

た患者等の状況を調査。  

〈施設向け憲音調査〉  

上記医療機関において平成18年12月中にt」ハビリテーションを終了又  

は算定日数上限に到達した患者（1施設10名）について、リハビリテーシ  

ョンの実施期間、実施内容、リハビリテーション終了後の状況等を調査。  

〈患者対象の患者調査〉  

施設向け患者調査対象者に対し、医療機関で受けたリハビリテーションの  

内容、リハビリテーション終了後の状況等を調査。  

（3）回収の状況  

〈施設対象の施設調査〉  

発送数：2，822施設 回収数：855施設（回収率30．3％）  

〈施設向け患者調査〉  

患者数：2，683人  

〈患者対象の患者調査〉  

患者数：2，284人  

（二4）主な結果  

t」ハビリテーション料の算定を終了した患者のうら、大半の患者（心大血管  

疾患 88％、脳血管疾患等 75％、運動器 77％、呼吸器 89％）は  

算定日数上限前に終了していた。  

除外対象疾患のため上限後に終了した者と合わせると約78％～89％（報  

告書5ページ：図表5）   

・算定日数上限で終了した患者を個別に見ると、終了時点で「身体機能の改善  

の見込みがある」（＝医療保険によるリハビリが必要である）とされた患者は、  

心大血管疾患では約7％、運動器リハでは約10％であり、特に脳血管疾患等  
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では約2％、呼吸器では約3％とわずかであった。（報告書6～9ページニ図  

表7、9、11、13）   

状態の維持のためにt」ハピー」の継続が必要（＝介護保険によるリハビリが必  

要）であるが、年齢等により介護保険の対象外となる患者がわずかながらいた  

（心大血管疾患 約1％、脳血管疾患等 約1％、運動器 約2％、呼吸器  

0％）。（報告書6～9ページ：図表7、9、11、13）  

（5）検証部会としての評価  

6   



5 「後発医薬品の使用状況調査」の結果について  

（1）調査の目的  

保険薬局における「後発医薬品への変更可」に処方医の署名等がある処方せん   

の受付状況等の把握、および保険薬局において実際に後発医薬品に変更して調剤   

した医薬品の状況等の把握を目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要   

・全国の保険薬局から1，000薬局を無作為抽出し、平成18年11月に調査  

票を発送。   

・施設属性、処方せん枚数等（様式1）、実際に調剤した薬剤料（様式2。10／23  

′～10／29の1週間の状況）を調査。  

（3）回収の状況  

発送数：1，000薬局 回収数：635薬局（63．5％）  

様式2に記載された処方せん校数1，032校（177薬局分）  

（4）主な結果  

「後発医薬品へ変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんの割合は、全体  

の処方せんの約17％、処方医の書名等がある処方箋のうち、実際に後発医薬  

品に変更された処方せんの割合は約6％であった。（報告書8、9ページ：図  

表12、13）  

後発医薬品へ変更した薬局（293薬局）において、後発医薬品へ変更可の  

処方せん（後発医薬品が存在するもの）に占める、実際に後発医薬品に変更した  

処方せんの割合についてみると、78薬局が5％未満である一万、41薬局が  

90％以上であり、薬局ごとに大きなばらつきが見られた。（報告書16ページ：  

図表27）  

「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんを取り扱った  

薬局において、  

① 患者が後発医薬品への変更を希望したが、処方せんの「後発医薬品への  

変更可」欄に処方医の署名等がなかった場合の対応として、「設問のよう  

なケースはなかった」は約44％、「その旨を患者さんに説明の上、変更し  

なかった」は約34％、「処方医に照会し、了解を得て変更した」は約24％  

であった。（報告書21ページ：図表35）  

② 「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんを持参し  

た患者に対する後発医薬品への変更に関する説明は、全薬局のうら約7割  

の薬局が、「すべての患者さんに説明できている」又は「ほぼすべての患  

者さんに説明できている」であった。（報告書27ページ：図表46）  

③ 「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんを取り扱  
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った薬局において、患者一人当たりの平均説明時間は、患者が後発医薬品  

を選択した場合は9．20分、選択しなかった場合は4．86分であった。（報  
告書30ページ：図表52）   

調査対象となった全635薬局において、平成17年10月と平成18年1  

（〕月の備蓄品目数を比較すると、全品目の品目数の伸び率は10％未満の薬局  

が344薬局と一番多くなっていたが、後発医薬品の品目数の伸び率は50％  

以上が215薬局と一番多くなっていた。（報告書41・ページ：図表71）   

実際に後発医薬品へ変更した場合の保険医療機関への情報提供について、薬  

局が保険医療機関側から受けた要望・苦情の内容として、調剤した銘柄等の情  

幸馴ま毎回は不要（調剤した後発医薬品の銘柄が、前回の後発医薬品の銘柄から  

変更された場合のみでよい）の旨が複数見られた。（報告書45ページ）  

実際に後発医薬品に変更された処方せんについて、実際に調剤した薬剤料は、  

記載銘柄により調剤した場合の薬剤料の約66％となっていた。（報告書47ペ  
ーージ：図表77）  

（5）検証部会としての評価   



6 「歯科言多療における文書提供に対する患者意識調査」の結果について  

（1）調査の日的   

歯科診療における情報提供のための文書作成にかかる歯科医療機関の事務負担  

や歯科診療に及ぼす影響とあわせ、患者の満足度等を検証することを目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

〈歯科医療機関への調査〉  

全国の歯科言多療所から無作為抽出した1，000施設、病院129施設、及  

び全国の歯科大学・大学歯学部附属病院32施設について、平成18年11  

月に調査票を発送。  

〈患者調査〉  

A健康保険組合において平成18年9月に歯科医療機関を受診した経験  

のある被保険者5，000名を対象に、平成18年12月に調査票を発送。  

（3）回収の状況  

〈歯科医療機関への調査〉  

発送数：1，161施設 回収数：621施設（回収率53．5％）  

〈患者調査〉  

発送数：5，000名 回収数：2，200名（回収率44．0％）  

（4）主な結果   

・医療機関において1日あたり文書作成に要する時間は、約26分であり、患  

者1人あたりの文書作成時問は、約5分となっている。（報告書10ページ：  

図表16）   

・文書による情報提供については、医療機関の意識としては、患者の満足度や  

理解度の向上にはあまり寄与しておらず、「待ち時間が長くなった」「治療時間  

や患者数の減少」等、歯科治療に影響を及ぼすものと考えている一方で、受け  

取った患者は概ね満足（約72％）している。（報告書14、26ページ：図表  

22、43）   

・文書提供の在り方については、今と同じ文書をもらいたいと回害したものが  

4割程度である一万、「口腔内状態に変化がない場合は不要」などの意見も4  

割程度あった。（報告書31ページ：図表49）  

（こ5）検証部会としての評価  

せ）   



中 医協 検 －2  

1 9． 4．1 8  

平成18年度診療報酬改定結果検証に係る調査報告書（案）一覧  

○ 検－2－1   

「保険医療機関等における医療費の内容が分かる明細書の発行状況調査」  

（⊃ 検－2－2   

「ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査」  

（⊃ 検－2－3   

「リハビリテーション実施保険医療機関における患者状況調査」  

（⊃ 検－2－4  

「後発医薬品の使用状況調査」  

○ 検－2－5   

「歯科診療における文書提供に対する患者意識調査」  

※ 厚生労働省ホームページに掲載予定。   

（アドレス http：／／www．mhlw．g0．jp／shingi／chuo．html＃kaitei）   



中 医協 検 －3  

1 9． 4．1 8  

平成18年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査  

（平成19年度調査）の実施について（変更案）  

1 目 的   

平成18年7月12日に中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果   

検証部会（以下「検証部会」という。）において策定された「平成  

18年度診療報酬改定結果の検証方針」（以下「検証方針」という。）   

に基づき、特別調査（平成19年度調査）を実施し、検証部会におけ   

る平成18年度診療報酬改定の結果検証のための資料を得ることを目   

的とする。  

2 調査の実施方法   

特別調査は、外部委託により実施することとし、実施に当たっては、   

調査機関、検証部会委員、関係学会等により構成された「調査検討委   

員会」により、具体的な調査設計及び集計、 分析方法の検討を行う。  

3 調査項目   

以下に掲げる旦項目の調査について、平成19年度当初より着手す   

ることとする。  

セカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査（別紙1）  

生活習慣病管理料算定保険医療機関における患者状況調査（別紙2）  

・ 地域連携診療計画管理料算定保険医療機関における連携体制等の  

状況調査（別紙3）  

・ 紹介率要件の廃止に伴う保険医療機関への影響調査（別紙4）  

・ 医療安全管理対策の実施状況調査（別紙5）   

■ 裾療管理対策の実施状況調査（別紙5）  

・ 透析医療に係る改定の影響調査（別紙6）  

・ ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実  

態調査（平成18年度からの継続調査）（別紙7）  

・磯平成18年度力、らの継続調査）（別紙  

8）   



（別紙8）  

後発医薬品の使用状況調査（案）  

＜調査概要＞  

保険薬局に対し、「後発医薬品への変更可」とされた処方せんの受付   

状況、実際に後発医薬品を調剤した患者数等の状況の調査等を行う。  

＜調査項目＞  

・処方せん受付回数のうち後発医薬品への変更可とされている処方  

せん受付回数  

・後発医薬品への変更可とされている処方せん受付回数のうち、実  

際に後発医薬品を調剤した回数  

・ 後発医薬品へと変更された事例の薬剤料に関する情報  

・ 後発医薬品情報提供料等の算定回数  

等  

＜調査客体＞  

保険薬局の中から抽出した薬局及び保険医療機関（抽出方法及び客  

体数は検討委員会で決定）  

＜調査スケジュール＞   

平成19年4月 調査設計、調査票等の検討  

調査客体の選定  

6月 調査実施  

7月 調査票回収、集計  

9月 調査結果報告   




