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【地方委員会による胴査】  

個別事例の調査は、原則として、遺族の同意を得て解剖が行える事例  

について以下の手順で地方委員会の下に置かれる調査チームが行う。  

なお、既に遺体のない事例等についても地方委員会が必要と認める場  

合には調査を行う。  

⊂互］（27）  

実施要領  

① まずは医療機関に診療録等の提出を求めるとともに、医療関係者や  

遺族等への聞き取り調査等を行う。これらの業務は、医師や看護師  

など医療の知識を有する者を含む事務局が中心となって行う。  

② 臨床的な見解を踏まえて、解剖担当医が解剖を行って解剖結果をと  

りまとめる。   

※ 死亡時画像診断等を補助的手段として活用することも今後の検  

討課題である。  

③ 診療録等や解剖結果に基づき臨床医等の医療関係者がとりまとめた  

臨床経過の評価を基に、解剖担当医や臨床医、法律家等からなる調  

査チームが、死因、死亡等に至る臨床経過、診療行為の内容や背景  

要因、再発防止策等についての評価・検討を行い、調査報告書案を  

とりまとめる。   

※ これらの評価t検討の際には、医学的観点からの死因究明とシス  

テムエラーの観点を含む医療事故の発生に至った根本原因の分  

析を行う。（これらの評価・検討は、医療関係者の責任追及を目  

的としたものではない。）   

※ また、評価を行う際には、事案発生時点の状況下を考慮した医学  

的評価を行う。（再発防止に向けて臨床経過を振り返って今後の  

医療の安全の向上のために取り得る方策につい■て提案する場合  

は、その旨を明記した上で記載する。）  

④ 地方委員会は、調査チームの作成した調査報告書案を審議の上、地  

方委員会の調査報告書としてとりまとめ、中央に設置する委員会及  

び所管大臣に提出する。同時に、地方委員会は調査報告書を遺族及  

び医療機関に交付し、併せて再発防止の観点から、個人情報等の保  
護に配慮しつつ、公表を行う。  

⑤ 地方委員会（調査チームを含む。以下同じ。）には・、医療機関への立  

入検査や診療録等の提出命令、医療従事者等の関係者からの聞き取  

り調査等を行う権限を付与する。ただし、医療従事者等の関係者が、  
地方委員会からの質問に答えることは強制されない。  
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⑥ 地方委員会は、個別事例の調査を終える前に、当該個別事例に関係  

する医療関係者や遺族等から意見を聴く機会を設けることとする。   

⑦ 調査報告書のとりまとめに当たっては、地方委員会の議論によって  

意見の集約を図ることとなるが、議論の結果、地方委員会の委員の  

間で意見の合致に至らなかった場合は、調査報告書に少数意見を付  

記することとする。また、地方委員会の意見と当該個別事例に関係  

する医療関係者や遺族等の意見が異なる場合は、その要旨を別に添  

付することができる。  

（28）調査報告書の作成に当たっては、専門用語について分かりやすい表現  

を用いるなど、医療関係者以外の者が理解しやすいよう十分配慮する。   

（29）医療機関からの届出又は遺族からの調査依頼を受け付けた後、疾病自  

体の経過としての死亡であることが明らかとなった事例等については、  

地方委員会による調査は継続しない。（この場合には、医療機関におけ  

る説明・調査など、原則として医療機関と遺族の当事者間の対応に委  

ねることとする。）   

（30）地方委員会の事務局には、モデル事業における「調整看護師」のよう  

に、調査の業務を支えるとともに、調査開始後、調査の進捗状況等を  

遺族に伝えるとともに、遺族の感情を受け止め、それを地方委員会や  

更には医療機関と共有していく役割を担うことが必要であり、その業  

務を行える者（看護師等）の育成を図る。   

（31）全国均一に、かつ、継続して適切な評価を行うため、評価の視点や基  

準についての指針等を作成するとともに、解剖担当医や臨床評価担当  

医等に対する研修を実施する。  

実施要領  

実施要領  

予算措置  

【院内事故調査と地方重点会との連携】  

（32）地方委員会において調査が開始された事例であっても、医療機関は医  

療を提供した当事者として医療安全の観点から独自に原因究明を行う  

責務がある。地方委員会に調査をすべて委ねるのでは、当該医療機関  

内における医療安全の向上に結びつかない。院内において自らも事実  

関係の調査・整理を行い、原因究明・再発防止策の検討等を行い、再  

発防止策の実施に自ら取り組むことが重要である。  

このため、一定の規模や機能を持った病院（特定機能病院等）につい  

ては、医療法に基づき設置が義務付けられている「安全管理委員会」  

の業務として、地方委員会に届け出た事例に関する調査を行い再発防  

止策を講ずることを位置付ける。  
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（34）院内において調査■整理された事例の概要や臨床経過一覧表等の事実  

関係記録については、地方委員会が診療録等との整合性を検証した上  

で、地方委員会での審議の材料とする。   

（35）一定の規模や機能を持った病院（特定機能病院等）については、安全  

管理委員会に、事故調査委員会を設置するなどして医療事故調査を行  

うこととし、（D当該医療機関以外の医師や弁護士など外部の委員の参  

画、②調査結果の患者・家族への説明を行うこととする。なお、その  

具体的な運営の在り方については、引き続き検討する。また、中小病  

院や診療所については、自施設での医療事故調査には様々な困難があ  

ることから、その支援体制についても併せて検討する。   

（36）さらに、院内の事故調査を充実させるためにも、地方委員会は、調査  

チームによる解剖の結果について、できる限り速やかに当該医療機関  

及び遺族に情報提供し、院内の調査を適切に行うための資料として活  

用できるようにする。  

実施要領  
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実施要領  

【中央に設征する委員会による再発防止のための提言等】  

（37）調査報告書を踏まえた再発防止のための対応として、中央に設置する  

委員会は、   

① 全国の医療機関に向けた再発防止策の提言を行う。この際には、関  

連する各種学術団体と協働していく必要がある。   

② 医療機関における安全管理の基準の見直しなど、医療の安全の確保  

のために講ずべき施策について、関係行政機関に対して勧告・建議  

を行う。   

（38）なお、医療事故の再発防止の観点からは、平成16年より財団法人日本  

医療機能評価機構が、医療事故情報収集等事業を実施している。この  

事業は、特定機能病院や国立病院機構の病院等の医療機関の参加によ  
るものであるが、患者に有害事象が発生した事例、さらには事故には  

至らないインシデント（ヒヤリリヽツト）まで含めて幅広く事例の収  

集・分析を行っている。この収集・分析した情報を日本医療機能評価  

機構から中央に設置する委員会に情報提供を行うこととし、中央に設  

置する委員会では、地方委員会の調査報告書だけでなく日本医療機能  

評価機構からの情報も参考として、再発防止策を検討する必要がある。  
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【捜査機関への通知】  

（39）医療事故による死亡の中にも、故意や重大な過失を原因とするもので  

あり刑事責任を問われるべき事例が含まれることは否定できない。医  

療機関に対して医療死亡事故の届出を義務付け、届出があった場合に  

は医師法第21条の届出を不要とすることを踏まえ、地方委員会が届出  

を受けた事例の中にこのような事例を認めた場合については、捜査機  

関に適時適切に通知を行うこととするが、医療事故の特性にかんがみ、  

故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例に限定する。   

（40）診療行為そのものがリスクを内在するものであること、また、医療事  

故は個人の過ちのみではなくシステムエラーに起因するもめが多いこ  

と等を踏まえると、地方委員会から捜査機関に通知を行う事例は、以  

下のような悪質な事例に限定される。  

① 医療事故が起きた後に診療録等を改ざん、隠蔽するなどの場合   

② 過失による医療事故を繰り返しているなどの場合（いわゆるリピー  

ター医師など）   

③ 故意や重大な過失があった場合（なお、ここでいう「重大な過失」  

とは、死亡という結果の重大性に着目したものではなく、標準的な  

医療行為から著しく逸脱した医療であると、地方委員会が認めるも  

のをいう。また、この判断は、あくまで医療の専門家を中心とした  

地方委員会による医学的な判断であり、法的評価を行うものではな  

い。）  

［亘］  
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3 医療安全調査委員会以外での対応（医療事故が発生した際のその他  

， の諸手続）について  

医療安全調査委員会は、医療死亡事故の原因究明及び再発防止を目的とし  

たものであり、その業務は調査報告書の作成・公表及び再発防止のための提  

言をもって終了する。医療死亡事故が発生した場合の民事手続、行政処分、  

刑事手続については、委員会とは別に行われるものである。   

なお、捜査機関との関係については、別紙3参照。  
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【遺族と医療機関との関係】  

（41）一般に、診療行為に関連した予期しない死亡を始めとした医療事故が  

発生した場合に医療機関に対して求められることは、「隠さない、逃げ  

ない、ごまかさない」ことである。こうした初期の対応が適切になさ  

れない場合に、患者・家族と医療機関の意思疎通は悪化し、遺族の医  

療機関への不信感が募り、紛争に発展しているとの意見もある。医療  

事故の発生時には、医療機関から患者・家族に、事故の経緯や原因等  

について、十分な説明がなされることが重要である。   

（42）このためには、日常診療の中で医療従事者と患者・家族が十分な対話  

を重ねることが重要であり、また、事故発生直後から医療機関内での  

対応が適切になされる必要があり、患者・家族の感情を受け止め、真  

筆にサポートする人材の院内の配置が望まれることから、その育成を  

図る。   

（43）また、医療機関と遺族との話し合いを促進する観点から、地方委員会  

の調査報告書は、第三者による客観的な評価結果として遺族への説明  

や示談の際の資料として活用されることが想定される。これにより、  

早期の紛争解決、遺族の救済につながることが期待される。   

（44）医療機関と遺族との間では紛争が解決しない場合の選択肢としては、  

民事訴訟や裁判所による調停、弁護士会の紛争解決センター等の裁判   

外紛争解決（ADR）機関の活用等がある。いずれの場合においても、  

事実関係の明確化と正確な原因究明が不可欠であり、地方委員会の調  

査報告書は、早期の紛争解決、遺族の早期救済に役立つものと考えら  

れる。   
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（45）なお、民事訴訟制度による紛争解決には、解決までに時間がかかる、  

費用が高い、経過や結果が公開される等、様々な制約もあることから、  

医療においても、裁判外紛争解決（ADR）制度の活用の推進を図る  

必要がある。このため、医療界、法曹界、医療法に基づき各都道府県  

等に設置された医療安全支援センター、関係省庁、民間の裁判外紛争  

解決（ADR）機関等からなる協議会を設置し、情報や意見の交換等  

を促進する場を設ける。  

予算措置  

【行政処分】  

（46）医療事故は、システムエラーにより発生することが多いことが指摘さ  

れているが、医療事故に対する現在の行政処分は、医師法や保健師助  

産師看護師法等に基づく医療従事者個人の処分が中心となっている。  

（47）地方委員会では、医療の安全の観点からの調査が実施されることから、  

医療事故に対する行政処分は、医療の安全の向上を目的とし、地方委  

員会の調査結果を参考に、システムエラーの改善に重点を置いたもの  

とする。   

（48）具体的には、以下のとおりとする。   

① システムエラーの改善の観点から医療機関に対する処分を医療法に  

創設する。具体的には、医療機関に対し、医療の安全を確保するた  

めの体制整備に関する計画書の提出を命じ、再発防止策を講ずるよ  

う求める。これにより、個人に対する行政処分については抑制する  

こととする。   

② 医師法や保健師助産師看護師法等に基づく医療従事者個人に対する  

処分は、医道審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が実施している。  

医療事故がシステムエラーだけでなく個人の注意義務違反等も原因  

として発生していると認められ、医療機関からの医療の安全を確保  

するための体制整備に関する計画書の提出等では不十分な場合に限  

っては、個人に対する処分が必要となる場合もある。その際は、業  

務の停止を伴う処分よりも、再教育を重視した方向で実施する。  

（49）なお、医療事故に対する行政処分については、医療従事者の注意義務  

違反の程度の他、医療機関の管理体制、医療体制、他の医療従事者に  

おける注意義務の程度等を踏まえて判断する。このため、医道審議会  

における審議については、見直しを行う。   

医療法  

医療法  

医師法に  

基づく  

行政処分  
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（50）本制度の実施に当たっては、組織面・財政面の検討を加えた上で法整  

備を行う必要があるが、施行に当たっては2～3年の準備期間をとる  

ものとする。   

（51）本制度の確実かつ円滑な実施には、医療関係者の主体的かつ積極的な  

関与が不可欠となる。今後とも広く関係者はもとより国民的な議論を  

望むものである。  
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≪新制度（案）≫（別紙1）  ≪現行≫  

医療事故発生時  
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医療安全調査委員会（仮称）の構成  （別紙2）   
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（別紙3）  

捜査機関との関係について   

○ これまで医療関係者を中心に、医療安全調査委員会（以下「委員会」   

という。）と捜査機関との関係について明確化を求める意見が多く寄せ   

られている。   

○ 今回の制度は、委員会からの通知を踏まえ、捜査機関が対応するとい   

う、委員会の専門的な調査を尊重する仕組みを構築しようとするもので   

ある。そのためには、委員会は適時適切に調査及び通知を実施する必要   

がある。今回提案しているこのような仕組みが構築されれば、以下のよ   

うになる。  

問1 捜査機関は、捜査及び処分に当たっては、委員会の通知の有無を   

十分に踏まえるのか。また、故意や重大な過失のある事例その他悪質   

な事例に対象を限定するなど、謙抑的に対応すべきではないか。  

（答）  

1 今回提案している仕組みにおいては、委員会の専門的な調査により、   

医療事故の原因究明を迅速かつ適切に行い、また、故意や重大な過失の   

ある事例その他悪質な事例に限定して捜査機関への通知を行うことと   

している。また、委員会の調査結果等に基づき適切な行政処分を実施す   

ることとしている。   

なお、委員会からの通知は、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意   
思表示としての「告発」ではない。   

2 医療事故についてこうした対応が適切に行われることになれば、刑事   

手続については、委員会の専門的な判断を尊重し、委員会からの通知の   

有無や行政処分の実施状況等を踏まえつつ、対応することになる。   

3 その結果、刑事手続の対象は、故意や重大な過失のある事例その他悪   

質な事例に事実上限定されるなど、謙抑的な対応が行われることとなる。   
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問2 遺族が警察に相談した場合や、遺族が告訴した場合に、捜査機関   

の対応はどうなるのか。  

（答）  

1 委員会の専門的な調査により、医療事故の原因究明が迅速かつ適切に   

行われることになれば、遺族から警察に対して直接相談等があった場合   

にも、遺族は委員会による調査を依頼することができることから、警察   

は、委員会による調査を勧めることとなる。   

2 また、遺族から告訴があった場合には、警察は捜査に着手することと   

なるが、告訴された事例について委員会による調査が行われる場合には、   

捜査に当たっては、委員会の専門的な判断を尊重し、委員会の調査の結   

果や委員会からの通知の有無を十分に踏まえて対応することが考えら   

れる。  
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問3 委員会の調査結果を受け、行政処分が刑事処分より前になされる   

ようになった場合、検察の起訴や刑事処分の状況は変わるのか。  

（答）  

1 現在、医師法等に基づく処分の大部分は、刑事処分が確定した後に、   

刑事処分の量刑を参考に実施されているが、委員会の調査による速やか   

な原因究明により、医療事故については、医療の安全の向上を目的とし、   

刑事処分の有無や量刑にかかわらず、医療機関に対する医療安全に関す   

る改善命令等が必要に応じて行われることとなる。   

2 この場合、検察の起訴や刑事処分は、行政処分の実施状況等を踏まえ   

つつ行われることになる。したがって、現状と比べ大きな違いが生ずる   

こととなる。   
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問4 委員会から捜査機関に通知を行った場合において、委員会の調査   

報告書やヒアリング資料等の扱いはどうなるのか。  

（答）  

1 委員会の調査報告書については、公表されるものであるため、委員会   

から捜査機関に通知を行った事例において、捜査機関が調査報告書を使   

用することを妨げることはできない。   

2 委員会による調査の目的にかんがみ、調査報告書の作成の過程で得ら   

れた資料については、刑事訴訟法に基づく裁判所の令状によるような場   

合を除いて、捜査機関に対して提出しない方針とする。  
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4．医療安全調査委鼻会設置法案（仮称）大綱案（平成20年6月）  
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医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案  
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○ この「医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案」は、本年4月に  

公表した「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・  

再発防止等の在り方に関する試案」（第三次試案）の内容を踏まえ、法  

律案の大綱化をした場合の現段階におけるイメージである。具体的な規  

定の方法については更に検討を要する。  
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○ また、別添は、第三次試案の内容について、法律で対応する事項（本  

大綱案に規定）、政省令で対応する事項、委員会が定める実施要領・  

規則で対応する事項等にそれぞれ区分して明記したものである。  
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○ 本制度の実施に当たっては、行財政改革等の観点から組織面、財政  

面の検討を加えた上で法整備を行う必要がある。  

○ 医療死亡事故の原因究明と再発防止を図る仕組みについて、今後と  

も広く国民的な議論を望むものである。  
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平成20年6月   
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医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案  

Ⅰ 総則   

第1 目的  

医療安全調査委員会設置法案（仮称。以下「法案」という。）は、医療事故死等の原   

因を究明するための調査を適確に行わせるため医療安全調査地方委員会を、医療の安全   

の確保のため講ずべき措置について勧告等を行わせるため医療安全調査中央委員会を設   

置し、もって医療事故の防止に資することを目的とする。  

第2 定義  

1 この法案において「医療事故死等」とは、第32の（2）の1の医療事故死等をい  

う。   

2 この法案において「医療事故死亡者等」とは、医療事故死等に係る当該死亡した者  

又は死産児をいう。  

Ⅱ 設置及び所掌事務並びに組織等   

第3 設置   

100省に、医療安全調査中央委員会（以下「中央委員会」という。）を置く。   

2 地方00局に、医療安全調査地方委員会（以下「地方委員会」という。）を置く。  

注）組織形態については、行財政改革、地方分権改革の検討状況を踏まえ、関係省庁と調整中。  

第4 所掌事務  

1 中央委員会は、次の事務をつかさどる。   

① 医療事故死等の原因を究明するための調査（以下「医療事故調査」という。）の  

実施要領（第12の2において「実施要領」という。）を定めること。   

② 第22の1の報告書の分析及び評価を行った結果に基づき、医療の安全の確保の  

ため講ずべき措置について00大臣に対し勧告すること。   

③ 医療の安全の確保のため講ずべき措置について00大臣又は関係行政機関の長に  

対し意見を述べること。   

④ 第32の（4）の2によりその権限に属させられた事項を処理すること。   

⑤ 所掌事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。   

⑥ 所葺事務に関して得られた知識であって、医療の安全の確保に資するものの普及  

及び啓発に関すること。  

⑦ 所業事務に付随する事務   

2 地方委員会は、次の事務をつかさどる。  

① 医療事故調査を行うこと。   

② 所掌事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。  

③ 所掌事務に付随する事務   
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第5 職権の行使  

中央委員会及び地方委員会の委員は、独立してその職権を行う。  

第6 組織  

1 中央委員会及び地方委員会は、それぞれ、委員○人以内で組織する。   

2 中央委員会及び地方委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、  

臨時委員を置くことができる。   

3 中央委員会及び地方委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、  

専門委員を置くことができる。  

注）調査チームは、臨時委員、専門委員を中心に構成され、事例毎に置かれる。  
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第7 委員等の任命  

1 委員は、その属すべき中央委員会又は地方委員会の所掌事務の遂行につき公正な判  

断をすることができ、かつ、医療、法律その他その属すべき中央委員会又は地方委員   

会が行う事務に閲し優れた識見を有する者及び医療を受ける立場にある者のうちから、  

00大臣が任命する。   

2 臨時委員は、中央委員会又は地方委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をする  

ことができ、かつ、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、00大臣  

が任命する。   

3 専門委員は、中央委員会又は地方委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をする  

ことができ、かつ、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、00大臣  

が任命する。  
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 第8 委員の任期等  

1 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。   

2 委員は、再任されることができる。   

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき  

は、解任されるものとする。   

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したとき  

は、解任されるものとする。   

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。ただし、地方委員会の委員のうち  

△人以内は、常勤とすることができる。  
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貰9 委員長  

1 中央委員会及び地方委員会に、それぞれ、委員長を置き、委員の互選により選任する。   

2 委員長は、会務を総理し、それぞれ、中央委員会又は地方委員会を代表する。   

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  
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第10 議事  

1 中央委員会及び地方委員会は、それぞれ、委員長が招集する。   

2 中央委員会及び地方委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席  

しなければ、会議を開き、議決することができない。   

3 中央委員会及び地方委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に  

出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。  

第11 事務局  

1 中央委員会及び地方委員会の事務を処理させるため、中央委員会及び地方委員会に、  

それぞれ、事務局を置く。   

2 事務局の内部組織は、00省令で定める。  

Ⅲ 医療事故調査及び勧告等   

第12 医療事故調査の趣旨及び実施要領   

1 医療事故調査は、医療事故死等に関する事実を認定し、これについて必要な分析を  

行い、当該医療事故死等の原因を究明し、もって医療事故の防止を図ることを旨とし  

て行われるものとする。委員会は、医療関係者の責任追及が目的ではなく、医療関係者の責  

任については、委員会の専門的判断を尊重する仕組みとする。  

2 第12～第22のほか、医療事故調査は、実施要領に基づいて行うものとする。  

第13 委員等の職務従事の制限  

1 地方委員会は、委員、臨時委員又は専門委員が医療事故死等の原因に関係があるお  

それのある看であると認めるとき又は医療事故死等の原因に関係があるおそれのある  

者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員、臨時委員又は専門委員を当該医  

療事故調査に従事させてはならない。   

2 1の委員、臨時委員又は専門委員は、当該医療事故調査に関する地方委員会の会議  

に出席することができない。  

注）中央委員会の委員の職務従事の制限については、更に検討する。  

第14 地方委員会への通知  

00大臣は、第32の（2）又は（3）により医療事故死等について届出があったと   

きは、直ちに当該医療事故死等を届け出た管理者の管理する病院、診療所又は助産所の   

所在地を管轄する地方00局に置かれた地方委員会にその旨を通知しなければならない。  

第15 遺族からの医療事故調査の求め等  

1 医療に係る事故に起因して死亡又は死産したと疑う当該死亡した者又は死産児の遺  

族は、00大臣に対し、地方委員会に医療事故調査を行わせることを求めることがで  

きる。   

2 00大臣は、遺族から1の求めがあったときは、直ちに当該求めに係る死亡又は死  

－3－  

－171－   



丸
、
．
く
r
 
J
√
●
 
l
 
l
一
川
†
 
 

産が発生した地を管轄する地方00局に置かれた地方委員会にその旨を通知しなけれ  

ばならない。   

注）遺族からの調査の求めの手続は、病院等の管理者が代行することができる。（施行規則）  

第16 医療事故調査の開始  

1 地方委員会は、第14の通知を受けたときは、当該通知に係る医療事故死等につい  

て、直ちに医療事故調査を開始しなければならない。   

2 地方委員会は、第15の2の通知に係る死亡又は死産について、医療事故死等でな  

いと認められるとき、同一の死亡又は死産について第22の1の報告書が作成されて  

いるときその他の場合を除いて、直ちに医療事故調査を開始しなければならない。   

3 地方委員会は、第15の2の通知に係る死亡又は死産について調査を開始しない場  

合には、直ちにその旨及び理由を遺族に通知しなければならない。  
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 第17 医療事故調査に係る報告の徴収等  

1 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、次の処分をす  

ることができる。  

① 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師その他の医療事故死等について医療を  

提供した者その他の関係者（以下②及び③並びに3において「関係者」という。）  

に報告を求めること。  

② 医療事故死等が発生した病院、診療所、助産所その他の必要と認める場所に立ち  

入って、構造設備若しくは医薬品、診療録、助産録、帳簿書類その他の医療事故死  

等に関係のある物件（以下「関係物件」という。）を検査し、又は関係者に質問す  

ること。  

③ 関係者に出頭を求めて質問すること。  

④ 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該関係物件の提出を求め、又  

は提出された関係物件を留め置くこと。  

⑤ 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該関係物件の保全を命じ、又  

はその移動を禁止すること。  

⑥ 医療事故死等の現場に、公務により立ち入る者及び地方委員会が支障がないと認  

める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。   

2 地方委員会は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員、専門委員又は事務局  

の職員に1の①～⑥の処分をさせることができる。   

3 2により1の（彰の処分をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示  

しなければならない。   

4 1又は2の処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  
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第18 死体の解剖及び保存  

1 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、医療事故死亡  

者等の死体又は死胎を、原則として遺族の承諾を得て解剖することができる。  
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2 1の解剖は、刑事訴訟法による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。  

3 1により医療事故死亡者等の死休又は死胎を解剖する場合においては、死体解剖保   

存法第19条にかかわらず、原則として遺族の承諾を得て、その死体又は死胎の一部   

を標本として保存することができる。  

第19 医療事故調査等の委託  

1 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究  

の実施に関する事務の一部を、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人その  

他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。   

2 1により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあ  

った者は、正当な理由がなく、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら  

ない。   

3 1により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であって当該委託事務に  

従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職  

員とみなす。  

第20 関係行政機関等の協力  

地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の   

長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他の必要な   
協力を求めることができる。  

第21 意見の聴取  

地方委員会は、医療事故調査を終える前に、当該医療事致死等の原因に関係があると   

認められる者及び当該医療事故死亡者等の遺族に対し、意見を述べる機会を与えなけれ   

ばならない。  

第22 報告書等  

1 地方委員会は、医療事故調査を終えたときは、当該医療事故死亡者等に関する次の  

事項を記載した報告書を作成し、これを00大臣及び中央委員会に提出するとともに、  

当該医療事故死等について00大臣に届け出た病院、診療所又は助産所の管理者及び  

当該医療事故死亡者等の遺族に交付し、かつ、公表しなければならない。  

① 医療事故調査の経過  

② 臨床の経過  

③ 死体又は死胎の解剖の結果  

④ 死亡又は死産の原因  

⑤ 臨床の経過の医学的な分析及び評価  

⑥ その他必要な事項   

2 1の報告書には、少数意見を付記するものとする。   

3 第21により聴取した病院、診療所又は助産所の管理者又は遺族の意見が1の報告  
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