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はじめに 

 

本県の医療提供体制は，医療施設や医療従事者が仙台市内に集積している一方で，他の地域では

これらが不足しているなど，医療資源の偏在が顕著となっている。このため，仙台医療圏以外の二

次医療圏における入院患者の受療動向（平成１８年度）をみると，仙台医療圏に１０％～３０％程

度依存しているなど，住民が身近な地域で必要な医療を十分に受けられず，また，仙台医療圏（特

に仙台市内）の医療機関の負担が増大している状況にある。 

宮城県の地域医療を再生するためにまず必要なことは，医師不足及び偏在への処方箋であること

から，県内唯一の医師養成機関である東北大学，県医師会，医療機関と連携して｢宮城県医師育成機

構｣を設立し，全県的な視野における医師の循環的配置，医師のキャリア設計に応じた魅力的なプロ

グラムの提示，医師が必要とする再教育や研修の提供，就労環境の整備等を行う。これらにより，

医師が地域医療に貢献しながらも各自のキャリア設計を実現できる体制を作り，県全体として医師

の定着を図ることとする。 

次に，今後の地域医療再生のモデルとなりうる２医療圏を選定した。一つ目の地域は，仙台の北

部に位置する登米医療圏である。登米医療圏は県内で最も医師不足が深刻な地域で，全国平均の半

数以下の医師数に留まっており，夜間の救急医療体制の確保や周産期医療体制の確保が困難となっ

ている。また，地域においては高齢化が進んでいることから，回復期や在宅医療への需要が増大し

ている。このような登米医療圏の再生を図るため，自治体病院を再編・ネットワーク化することで

医療資源を集約する。その上で，急性期医療については｢県北地域｣の大崎医療圏・栗原医療圏と連

携することとし，亜急性期・回復期・在宅医療を登米医療圏内で重点的に整備することとした。 

二つ目の地域は，仙台の南部に位置する仙南医療圏である。仙南医療圏には２つの中核的な病院

が近接して存在するが，それぞれの経営母体が異なることから，両病院が独自に救急医療に取り組

むなど，機能分担が不十分な状況にある。また，圏域内に初期救急医療体制が整備されていないた

め，両病院がそれぞれ初期及び二次救急を担っており，勤務医の疲弊を招いている。このような仙

南医療圏の再生を図るため，一方の病院に救命救急センターを設置して三次救急を確保するととも

に，他方の病院は二次救急の役割のほかに回復期医療を担うなど，機能分担を推進することとした。

また，仙南医療圏のみならずその近傍の地域を含め，郡市医師会の協力を得て診療所医師による出

務型初期救急医療体制を構築することで，｢県南地域｣において初期から三次までの救急医療体制の

完結を図ることとした。 

 

以上のように，宮城県の地域医療再生計画の対象地域は，深刻な医師不足の解消を図る登米医療

圏を中心とした「県北地域」と，救急医療体制の完結を図る仙南医療圏を中心とした「県南地域」

である。また，全県を対象とするようなより高次な機能を有する医療機関の整備等については，「県

全体を対象とした事業」に位置づけて計画に盛り込むことにより，計画対象地域における目標の達

成を支援するものである。 
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宮城県における地域医療再生計画の計画対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙沼医療圏 

仙台医療圏 

仙南医療圏 

登米医療圏を中心とした 

「県北地域」 

仙南医療圏を中心とした 

「県南地域」 

登米医療圏 

大崎医療圏 

栗原医療圏 

石巻医療圏 
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• ｢宮城県医師育成機構｣の設置
•県，大学，医師会，医療機関が一体となって，医師の全県循環的配置を推進

•スキルズラボの利用拡大等による医師再教育システムの構築

•｢いつでも，どこでも保育｣を可能にする女性医師支援センターの設立

•自治医科大学卒業医師やドクターバンク医師と東北大学関連医師等とのネット
ワーク構築

• 医学生を対象とする奨学金の拡充
•｢宮城県医師育成機構｣と連動して，中核病院等への計画的配置

全県的取組による医師不足の解消

• 自治体病院の再編による医療資源の集約
•４病院３診療所（５０１床）から２病院５診療所（３２７床）へ集約化

•二次救急から回復期までの医療を切れ目なく提供
（市立佐沼病院に救急センターと回復期リハ病棟設置）

•在宅医療の充実
（市立５診療所を在宅療養支援診療所化，訪問看護ステーションの体制強化）

• 他圏域との連携強化・ネットワーク化
•三次救急及びハイリスク分娩は大崎医療圏へ
（大崎市民病院の救命救急センター及び周産期部門の機能強化）

•隣接圏域（大崎・栗原）の中核病院との患者情報の共有

医師不足が深刻な登米医療圏（県北地域）の再生

• 機能分化と連携強化による救急医療体制の構築
•三次救急医療体制の整備
（みやぎ県南中核病院に地域救命救急センターの設置）

•郡市医師会との連携で，平日夜間の初期救急医療体制を整備
（仙南医療圏及び周辺地域）

•回復期医療体制を整備して患者の流れを円滑化
（公立刈田綜合病院に回復期リハ病棟設置）

•２病院間に患者情報供覧システムを整備し，連携強化

救急医療体制の完結を図る仙南医療圏（県南地域）の再生

宮城県の地域医療再生計画の概要 
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１ 対象とする地域 

本地域医療再生計画においては，仙南医療圏を中心とした地域を「県南地域」として対象地域と

する。 

 

(1) 対象地域選定の理由 

 

仙南医療圏には，みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院という２つの中核的な病院があるが，

距離的に近接している中で，機能分化と連携が不十分である。このため，医療資源が分散して非

効率となっており，医師が疲弊するとともに，住民の医療ニーズに十分に対応できない状況とな

っている。 

また，圏域内に救命救急センターがなく，周産期医療体制等も必ずしも十分ではないため，平

成１８年度における入院受療の自圏域依存率が６９．４％と県内の二次医療圏の中で登米医療圏

に次いで低く，仙台医療圏に大きく依存している状況にある。 

このようなことから，本県において均衡の取れた地域医療提供体制を構築するためには，本圏

域を対象地域とし，地域医療再生の取組を行う必要がある。 

なお，仙南医療圏の東部に位置する旧岩沼医療圏（名取市，岩沼市，亘理町，山元町）は，行

政機関同士の交流が行われ，相互の患者の流れも見られる。また，『宮城県消防広域化推進計画』

（平成２０年１２月）では，仙南医療圏とともに「県南ブロック」と位置づけられ，これが実現

すれば救急搬送の面で一体化が図られることになる。このため，計画の策定に当たっては，当地

域との連携に十分留意することとする。 

 

（２）地域の概況  

 

仙南医療圏は，１，５５１平方キロメートル，人口１８万人を有し，また，交通の便が悪い中

山間地域を含んでいる地域である。 

圏域内には，みやぎ県南中核病院（３００床）と公立刈田綜合病院（３１７床）を含めて，１３病

院（うち３病院は精神科を有する病院）が所在している。 

なお，旧岩沼医療圏には東北地方の中でも最大規模の分娩数となっているスズキ記念病院や県

がん診療連携拠点病院である宮城県立がんセンター，本県の精神医療の基幹病院である宮城県立

精神医療センターなど１０病院があり，仙南医療圏からの患者の受入れを行っている。 

 

 

２ 地域医療再生計画の期間 

本地域医療再生計画は，平成２２年１月８日から平成２５年度末までの期間を対象として定める

ものとする。 
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３ 現状の分析 

＊医師数＋ 

  平成１８年１２月末現在の医師数は２５９人となっており，平成１２年の１８５人からは増

加しているものの，人口１０万人対では１３６．４人であり，県平均の２０８．７人，全国平

均の２１７．５人と比べ，極めて低い水準となっている。 

  診療科別でみると，内科医は６４人，外科医は３３人，小児科医は１３人，産婦人科医は９人，

リハビリテーション科医は０人である。 

  診療所に従事する医師数は１０４人で，全医師数の４０％にあたる。平成１２年の数より

１５人増加しているものの，その割合は８％減少している。 

 

＊医療従事者数＋ 

  圏内における就業看護師数は，平成１８年１２月末現在で７４２人となっており，平成１２年

の４４８人からは増加している。一方，人口１０万人対では，３９０．８人であり，県平均の

５８３．４人，全国平均の６３５．５人と比べ，大きく下回り，県内の二次医療圏の中で最低

となっている。 

 

＊医療提供施設＋ 

  平成２１年３月末における療養病床及び一般病床の既存病床数が１，３１１床であり，基準

病床数が１，４０９床であることから，病床非過剰地域となっている。 

  病院数は，平成２１年４月現在１３機関であり，平成１３年１０月の１４機関と比較して，

１機関減少している。 

  一般診療所数は平成２１年４月現在１１１機関で，平成１３年１０月の１０９機関と比較し

て，若干増加している。そのうち有床診療所は１６機関となっている。 

  在宅医療に関する一般診療所の状況は以下のとおりである。 

１ 平成１８年度宮城県医療機能調査によると，在宅患者訪問診療に対応可能な一般診療所

は１８機関である（調査対象機関の１７％）。 

２ 在宅療養支援診療所について（平成２１年６月１日現在） 

（ア）在宅療養支援診療所 ６機関 

（イ）在宅時医学総合管理料１を算定している診療所 ４機関 

（ウ）在宅末期医療総合診療料を算定している診療所 ４機関 

  薬局数は，平成２１年３月現在９３機関で，平成１６年３月の９１機関と比較して，２機関

増加している。また，薬局における施設基準届出の状況は以下のとおりである。 

１ 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出をしている薬局 ３８機関 

２ 中心静脈栄養等に用いられる無菌製剤処理加算を算定している薬局 なし 

３ 麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬小売業者」の免許（※）を取得している薬局 

５５機関 

※ がん疼痛緩和に使用されるモルヒネ等の医療用麻薬を処方せんにより調剤・販売を行う

のに必要な免許 

  平成２０年度の診療報酬改定により新設された「在宅療養支援歯科診療所」の届出診療所数

は，平成２１年６月時点で６機関であり，歯科診療所数全体の８．０％である。 
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＊医療連携体制＋ 

  初期救急医療については，在宅当番医制が休日の日中に実施されており，二次救急医療は，

みやぎ県南中核病院及び公立刈田綜合病院の病院群輪番制で対応している。また，三次救急医

療については，救命救急センターが圏域内にないため，重篤な救急患者は仙台医療圏等の救命

救急センターに搬送して対応している。 

  平成２０年８月現在の仙南医療圏における分娩取扱医療機関は７機関であり，平成１１年と

同数である。 

  平成２１年６月時点の仙南医療圏における亜急性期入院医療管理料の届出医療機関は１のみ

であり，回復期リハビリ病棟入院料の届出医療機関は無い状況にある。 

  平成２１年６月時点の仙南医療圏における地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退

院時指導料の届出医療機関は無い状況にある。 

 

＊受療の動向＋ 

  仙南医療圏内に居住する患者が圏域内で受療する割合（自圏域依存率）は，外来受療で

８４．６％，入院受療で６９．４％となっている。特に，入院受療の依存率は，県内７医療圏

のうち６番目の水準となっており，３０．５％の入院患者は仙台医療圏で受療している。この

うち，１３．２％は旧岩沼医療圏で受療しており，仙南医療圏の市町の中には，２４．１％の

入院患者が旧岩沼医療圏で受療しているところがある。 

  平成２０年の救急搬送受入人員数は６，４５８名であり，このうち，みやぎ県南中核病院が

２，９２１人，公立刈田綜合病院が１，１７３人となっている。また，仙南医療圏では９１３人

（１４．１％）が仙台医療圏に搬送されている。 

  救急要請（覚知）から医療機関の受入れまでの平均所要時間をみると，仙南医療圏では

３８．９分であり，県内平均３６．４分より長くかかっている。 

  産科・産婦人科を受診している入院患者の医療圏別依存率をみると，仙南医療圏に居住する

患者の１７．０％が旧岩沼医療圏で受療しているとともに，旧岩沼医療圏に居住する患者の

１７．９％が仙南医療圏で受療している状況にある。 

  リハビリテーション医療における入院患者の自圏域依存率は５６．９％であり，４３．１％

が仙台医療圏で受療している状況にある。 
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４ 課 題 

 

  地域の中核的な病院であるみやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院との機能分化・連携が不

十分であり，当地域における効率的な医療提供体制を構築するためには，その改善を図ること

が急務となっている。 

  救急医療については，平成２０年において救急搬送人員の１４％が仙台医療圏に搬送されて

いるとともに，覚知から医療機関受入れまでの所要時間が長いことから，未整備となっている

三次救急機能を整備するとともに，身近な地域において初期・二次の救急医療を提供できる体

制の整備が必要である。 

  救急・周産期医療については，仙南医療圏と旧岩沼医療圏との間で圏域を超えた患者の受療

動向が見られ，このことを踏まえた体制の整備が必要である。 

  リハビリテーション医療については，半数近い患者が仙台医療圏で受療している状況にある

ことから，回復期リハビリテーション病棟の整備が求められる。 

  在宅医療については，その提供体制の充実が求められる中にあって，在宅医療に取り組む薬

局や歯科診療所の充実が必要である。 

  仙南医療圏では，人口１０万人当たりの医師数が県や全国の値を大幅に下回り，就業看護師

数についは県内最低となっている。 

  限られた人的資源を有効に活用するためには，就労環境の整備が重要であり，特に，増加し

ている女性の医療従事者の離職を防ぎ，復職を促すため，出産・育児との両立が可能となるよ

うな支援体制の構築が求められる。 
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５ 目 標（平成２５年度末まで） 

 

＊みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院との機能分化・連携の強化＋ 

みやぎ県南中核病院は三次救急等の機能を，公立刈田綜合病院は二次救急医療，回復期リハビリ

テーション，人工透析，呼吸器・感染症の機能を重点的に整備する。 

 

＊みやぎ県南中核病院＋ 

  仙南医療圏における三次救急機能の整備を図るため，圏域内に未設置となっている地域救命救

急センターを設置する。 

 

＊公立刈田綜合病院＋ 

  二次救急医療を担うため，救急医療部門を強化して患者の受入れの充実を図る。 

  病院の一部機能を転換して回復期リハビリテーション機能を担う病院とすることで，仙南医療

圏のリハビリテーションの必要な入院患者のうち，圏域で受療する割合を８割以上とする。 

  近年増加傾向にある人工透析患者に対応するため，公立刈田綜合病院の受入体制を強化するこ

とで，年間の患者数を２割増やす。 

  新型インフルエンザを含めた感染症に対応するため，第二種感染症指定医療機関として患者受

入れの充実を図る。 

 

＊両病院間の連携の強化＋ 

  みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院に患者情報の供覧システムを構築することにより，両

病院間の連携を強化するとともに，診療に活用することで質の高い地域医療を実現する。 

 

＊救急・周産期医療体制の整備＋ 

  救急医療については，周辺地域も含め，初期・二次・三次の救急医療体制を明確に体系化して

整備する。具体的には，地域の開業医及び中核的病院等の協力により軽症患者に対応するととも

に，入院を要する救急患者については，公立刈田綜合病院等の二次救急医療機関の機能を強化す

ることにより，両病院が受け入れる。また，三次救急医療についてはみやぎ県南中核病院に地域

救命救急センター等を整備することで対応する。 

これにより，救急搬送時間を県平均に近づける。 

  周産期医療については，仙南医療圏の分娩の多くを担っているスズキ記念病院の機能を強化す

ることで，仙南医療圏の産科，産婦人科の患者のうち，仙南医療圏及び旧岩沼医療圏の医療機関

で受療する割合を９０％以上とする。 

 

仙南医療圏の最大の課題であるみやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院の機能分化・連携の強

化を推進する。 

また，圏域全体として急性期から回復期，慢性期に至るまで切れ目のない医療を提供できるよ

う，周辺地域を含めた関係医療機関等の機能の充実を図ることにより，住民が身近な地域で安心

して医療を受けられる体制を構築する。 
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＊医療従事者の確保について＋ 

  女性医療従事者の多様な働き方を支援する仕組みを構築し，離職防止及び再就職の促進を図り，

女性医療従事者の割合の向上を図る。 

 

 

 



 10 

６ 目標達成のための具体的実施内容 

 

(1) 県全体で取り組む事業  

 

 

 

①「宮城県医師育成機構」の設置・運営 

   ・平成２２年度事業開始。 

   ・事業総額 １００，０００千円 

（基金負担分 １００，０００千円，県北地域 １００，０００千円，県南地域 ０千円－） 

 

 宮城県内の医師養成機関は東北大学だけであり，これまで医師の派遣や調整は東北大学が担

ってきたが，初期臨床研修制度の改変を契機として医師の派遣体制に変化がみられ，地域医療

を担う自治体病院や公的病院の医師不足が大きな問題となっている。 

医師確保の取組として，宮城県は自治医科大学卒業医師の県内配置を図るとともに，医学生

に奨学金を貸与して，卒業後の県内自治体病院への勤務を誘導してきた。また，転職を希望す

る医師に対してはドクターバンク事業やドクターキューピット事業等を展開し，県内自治体病

院への勤務を促進してきた。今後，これらの医師が増加することから，県内在住の東北大学関

連医師等とのネットワーク化が求められている。 

このため，東北大学，県医師会，医療機関及び宮城県が連携して，医師のキャリア設計に応

じた魅力あるプログラムを提示するとともに，県内にバランスよく医師を配置する仕組みを構

築するため，｢宮城県医師育成機構｣を設置する。 

｢宮城県医師育成機構｣は県が事務局を務め，｢循環的医師配置推進委員会｣において医師の需

要に応じた全県的配置を実践し，「養成プログラム研究開発委員会」において専門医等の養成プ

ログラムの開発を行うとともに，「キャリア設計研究開発委員会」において医師がそれぞれのス

テージにおいて希望するキャリア実現のために必要な研修や再教育を提供する。また，女性医

師支援センターの設置など，医師が長く働き続けることができるように勤務環境を整備する。 

 こうした取組によって，宮城県を医師にとって魅力ある県に変革し，医師の県内定着率を高

め，医師不足が深刻な県北地域の問題を解消する。 

 

 

 

 

•総事業費 ６４０，８００千円
（基金負担分 ６４０，８００千円
［県北地域 ５２０，８００千円，県南地域 １２０，０００千円］）

•宮城県は東北大学・県医師会・医療機関と連携して「宮城県医師育成機
構」を設置し，医師の養成，循環的配置，県内在住医師のネットワーク
化を図り，本県における医師の絶対数の不足及び地域や診療科による医
師の偏在を是正する。

ア 東北大学等と連携した医師確保等対策
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② 医療人養成に対応する地域医療研修センター整備・運営 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １２０，０００千円 

（基金負担分 １２０，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 １２０，０００千円－） 

 

 ｢宮城県医師育成機構｣と連動して，県内在住医師・看護師・助産師等の医療技術の向上を図

るとともに，医療従事者の復職やキャリア変化に向けた研修や再教育等を担う。 

 具体の事業としては，東北大学に近接して存在する既存施設を改修し，臨床技術のシミュレ

ーション・トレーニングを行うスキルズラボを整備し，インストラクター（医師及び臨床工学

技師）を配置してトレーニング効果を高めるものとする。また，東北大学の専門医等による研

修なども実施する。 

 なお，同センターのスキルズラボは，仕事を終えた医療従事者が夜間に通えるように運用す

るなど，利便性を重視する。 

 

③ 救急・周産期・感染症等の専門分野の研究及び専門医の養成等を担う寄附講座の設置等 

・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

・事業総額 １８０，０００千円 

（基金負担分 １８０，０００千円，県北地域，１８０，０００千円，県南地域 ０千円－） 

 

救急医療については，既存の救命救急センターから遠距離の地域における新たな地域救命救

急センターの設置やドクターヘリの導入検討を行うことにしているが，これらの実施に当たっ

ては，救急科専門医の増加が必要不可欠である。 

また，周産期医療については，産科，小児科（新生児），麻酔科等が関わることになるが，こ

れらの分野の医師はいずれも不足している状況であり，特に都市部以外の地域では確保が困難

であることから，これらの知識・技術を総合的に身に付けた人材である「周産期総合診療医」

の育成が求められている。 

さらに，新型インフルエンザ等の感染症は，特定の疾患や年齢層の患者にとっての脅威であ

るのみならず，すべての県民にとっての危機でもあるので，行政と専門家及び臨床医が一体と

なって危機管理を実践するため，｢感染症危機管理地域ネットワーク｣の構築が求められている。 

このため東北大学における寄附講座の設置等により，救急・周産期・感染症等の専門分野の

最先端の医療や研究を行うとともに，専門医の養成及び県内医療機関への配置を行う。 

 

④ 医学生を対象とする奨学金の拡充 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ２３８，８００千円 

（基金負担分 ２３８，８００千円，県北地域 ２３８，８００千円，県南地域 ０千円－） 

 

本県では，平成１９年度の「緊急医師確保対策」及び平成２０年度の「経済財政改革の基本

方針２００８」に基づき，地域医療に従事する医師確保のために県と東北大学とが連携して医

学部入学定員増に取り組み，平成２１年度から同大学の医学部定員が１０人増員されている。
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また，「経済財政改革の基本方針２００９」に基づく医学部入学定員増についても同大学と連携

して取り組み，平成２２年度から地域の医師確保のため７人増員する計画である。 

県は，これらの定員増に対応し，かつ，｢宮城県医師育成機構｣と連動する施策として，大学

生を貸与の対象とする新たな奨学金制度（県が指定する医療機関で所定の期間勤務することを

条件に返還を免除するもの。）を設け，この奨学金には増員された東北大生への貸与枠（貸与期

間は，医学部３～６学年次の４年間を基本とする。）を設定する。 

当該貸与枠については，平成２１年度に入学した１０人が３学年になる平成２３年度から募 

集を開始することとなり，奨学金利用者の確保に関しては，東北大学が地域医療に関する研修

プログラムを１～２学年次から充実させ，地域医療への熱意と適性を有する学生を早期に把握

した上，当該学生が３学年に進級する段階で進路指導や奨学金利用に関する助言等を行うなど

の方法で県に協力する。 

なお，本県では，平成１７年度から平成２１年度まで大学生，研修医（初期研修・専門研修）

及び大学院生を対象とした奨学金等事業を実施してきたため，既に貸与決定済みの分は平成

２２年度以降も県の自主財源で対応する。 

 

⑤ 医師を志す高校生支援 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ２，０００千円 

（基金負担分 ２，０００千円，県北地域 ２，０００千円，県南地域 ０千円－） 

 

 本県の高等学校からの医学部入学者の絶対数を増加させるとともに，将来，地域医療に従事

する志を高めるため，医学部志望の高校生を対象として，医師の仕事についての理解を深め，

かつ，医師を目指す高校生の連帯感を醸成する事業を推進する。 

 具体の事業としては，合同学習合宿，医学部の講義体験・病院見学及び医学部受験支援講座

等を東北大学及び自治体病院等の協力を得て実施する。 

 

 

 

 

① 地域医療現場医師のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １，０００千円 

（基金負担分 １，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 １，０００千円－) 

 

 県の医師確保対策事業によって，自治体病院等で地域医療に従事している自治医科大学卒業

•総事業費 ８６，０００千円
（基金負担分 ８６，０００千円
［県北地域 ０千円，県南地域 ８６，０００千円］）

•県が事業主体となり，本県の地域医療を担う医療従事者の確保・育成に
資する事業を展開する。

イ 東北大学関連以外の医療従事者確保等対策
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医師，ドクターバンク医師，奨学金貸与医師等のモチベーションを持続させ，また，各事業終

了後における地域定着を図るため，東北大学や地元の診療所とのネットワーク組織を設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，研修・交流会の開催等とする。 

 

② 地域医療を志す医学生のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ２，０００千円 

（基金負担分 ２，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 ２，０００千円－） 

  

県が自治医科大学で育成している医学生及び県の奨学金貸与を受けた医学生が本県の地域医

療について理解を深めることができるよう，各施策の壁を超えた医学生のネットワーク組織を

設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，研修・交流会（地域医療の現場見学等）の

開催，本県の地域医療に関する情報提供等とする。 

 

③ 臨床研修病院等のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ３，０００千円 

（基金負担分 ３，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 ３，０００千円－） 

 

 県内の臨床研修病院を初期研修や後期研修の場として選択する医師の増加を図るため，病院

間の情報交換や共同ＰＲ等を行うネットワーク組織を設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，情報交換・研修会の開催，パンフレット作

成等による共同ＰＲ活動等とする。 

 

④ 女性医師支援事業 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ５０，０００千円 

（基金負担分 ５０，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 ５０，０００千円－） 

 

 医師国家試験合格者における女性の増加に伴って女性医師の割合が上昇する中，医師不足が

顕著な産科や小児科等の診療科に若手女性医師が多いことから，女性医師の離職防止，出産・

育児等と勤務を両立できるような環境整備等に資する事業を実施する。 

 具体の事業としては，女性医師支援に関する総合窓口となる女性医師支援センターを設置し，

子育て支援サービスの情報提供・仲介や復職研修等の受入調整等の支援体制を整備するととも

に，セミナー事業等を行う。 

 また，インターネット広報を推進し，行政，大学及び医師会等が実施する女性医師支援事業

のＰＲ，女性医師が働きやすい職場づくり等に関する先進的な事例紹介等を行う。 
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⑤ 看護師確保対策 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ３０，０００千円 

（基金負担分 ３０，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域３０，０００千円－） 

 

 看護師の確保及び復職支援等を行うとともに，安全で質の高い看護サービスを提供するため，

看護師の養成・確保及び看護師の質の向上のための取組を行う。 

 ◆ 看護教員養成研修派遣旅費等助成 

◆ 公立病院の看護学生への奨学金制度創設支援 

◆ 復職支援のための教育備品購入助成 

◆ 認定看護師養成課程受講者への助成 

◆ (社)宮城県看護協会における研修機能の強化に必要な施設整備 

 

 

 

 

① 救急患者退院コーディネーター事業 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ２８，８００千円 

（基金負担分 ２１，２４８千円，県北地域 ０千円，県南地域 ２１，２４８千円－， 

国庫補助金分 ７，５５２千円） 

 

 救急医療機関に搬送された患者が，急性期を過ぎた後も救急医療用の病床に入院し続けるこ

とにより，救急医療機関が新たな患者を受け入れることができないというケースが多くなって 

 

•総事業費 ４３，８００千円
（基金負担分 ３６，２４８千円
［県北地域 １２，７７０千円，県南地域 ２３，４７８千円］，
国庫補助金分 ７，５５２千円 ）

•本県においては，医療機関における救急搬送患者の受入率が全国に比し
て低く，消防機関による搬送先医療機関の選定に時間を要し，救急搬送
時間が全国下位に位置している。

•その要因として，下記の点が挙げられる。

•初期救急医療体制が不十分なことによる中核的病院等の過重負担

•専門領域に限定された当直医の対応

•後方病床の確保が不十分なことによる慢性的ベッド満床状態

•このため，救急医療に携わる医師数の増加や対応能力の向上を図るとと
もに，救急医療機関において病状が安定した患者が回復期・慢性期の医
療機関に円滑に転院できるシステムの構築を行う。

•また，救命救急センター等から遠距離の地域における重症患者の救命率
の向上や，近い将来，高い確率で発生することが予想されている宮城県
沖地震における広域搬送体制を構築するため，ドクターヘリの導入を検
討する。

ウ 救急医療体制の充実・強化
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いる。 

 このため，円滑な転院や施設間の連携の構築を図るためのコーディネーターを配置し，急性

期を過ぎた患者が救急医療用病床から円滑に転院できる体制を確保し，二次救急医療機関や救

命救急センターにおける患者受入率の向上を図る。 

 なお，本事業の実施に当たっては，宮城県救急医療情報システムの中に既に整備されている

「後方転送支援システム」を積極的に活用するとともに，後方支援入院施設の機能強化を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医師等の救急医療対応力の向上を図るための研修の実施 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 １２，０００千円 

（基金負担分 １２，０００千円，県北地域 １２，０００千円，県南地域 ０千円－） 

 

 本県の救急医療の大きな課題となっている平日夜間の初期救急体制や二次救急医療機関にお

ける患者受入率の向上を図るためには，これらを担う医師等の救急医療に関する知識・技術の

向上等が不可欠である。 

このため，ＢＬＳ（一次救命処置），ＡＣＬＳ（二次救命処置）等の研修に必要な備品を整備

した上で，これら研修を実施する。 

 

③ ドクターヘリの導入検討 

・事業期間は平成２２年度から平成２３年度まで。 

・事業総額 ２，０００千円 

（基金負担分 ２，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 ２，０００千円－） 

 

 本県におけるドクターヘリ導入に向けて，関係者により設置場所や効果的・効率的な運営方

法，搭乗するスタッフの確保等について調査・検討を行う。 
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④ 自宅・特別養護老人ホーム・老人保健施設等での看取り率の向上 

・事業期間は平成２２年度中。 

・事業総額 １，０００千円 

（基金負担分 １，０００千円，県北地域 ７７０千円，県南地域 ２３０千円－） 

 

高齢化の進展とともに，高齢者の救急搬送が増加しており，このことが救急医療機関の負担

の増大の大きな要因となっている。 

このため，自宅・特別養護老人ホーム・老人保健施設等での看取り率の向上を図るため，次

の取組を行う。 

◆ 特別養護老人ホーム・老人保健施設において適切な看取りを行うため，職員の資質向上

や施設内の体制の整備に関する研修を実施する。 

◆ 施設内での看取りの具体的な実施方法を定めた指針等を示す必要があると考えられるこ

とから，その作成と普及啓発を行う。 

◆ 在宅医療を担う診療所や病院，訪問看護ステーション等の関係者の資質の向上を図ると

ともに，相互の連携を推進する。 

 

 

 

 

① 周産期・小児医療体制の充実・強化 

・平成２１年度事業開始。 

・事業総額 ４，２７６，１５０千円  

（基金負担分 ２９１，５７４千円，県北地域 ０千円，県南地域 ２９１，５７４千円－，

国庫補助金分 ４１，５７２千円，県負担分３，９４１，２８４千円， 

事業者負担分 １，７２０千円） 

  

 極低出生体重児や様々な疾患を有する小児への対応等の高度で専門的な機能については，

地域ごとに整備することが難しいため，これらの機能を有する拠点的な施設の機能の強化を

図りながら，各地域への支援を行っていく。 

◆ 総合周産期母子医療センターである仙台赤十字病院や，地域周産期母子医療センターで

あり東北唯一の小児専門病院でもある宮城県立こども病院の機能の強化に必要な設備整備 

•総事業費 ４，２７６，１５０千円
（基金負担分 ２９１，５７４千円
［県北地域 ０千円，県南地域 ２９１，５７４千円］，
国庫補助金分 ４１，５７２千円，県負担分 ３，９４１，２８４千円，
事業者負担分 １，７２０千円）

•本県においては，ＮＩＣＵの病床数が不足している上，長期入院児がい
ることにより慢性的に満床状態となっており，新規受入れに支障が生じ
ている。

•このため，全県的な見地から高度で専門的な周産期医療施設の充実・強
化等を図るととともに，ＮＩＣＵ長期入院児の円滑な転院や在宅移行を
推進する。

エ 周産期・小児医療体制等の充実・強化
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等に対して補助を行うとともに，救急処置を必要とする救急患者が迅速に適切な医療機関

に搬送されるよう東北大学病院及び仙台赤十字病院に周産期救急搬送コーディネーターを

配置する。 

◆ 本県においては，ＮＩＣＵ退院後も常時呼吸管理の必要な重症児に対しては，慢性呼吸

管理病棟（ハイケアユニット）を有する拓桃医療療育センターが中心となり，慢性期のリ

ハビリテーション医療を提供している。今後，拓桃医療療育センターの機能を強化し，常

時呼吸管理を必要とする重症児の在宅移行を支援する。 

◆ 極低出生体重児に対する継続支援と臨床研究を行うセンターの運営に対して補助を行う。 

 

 

 

 

① 在宅医療の推進事業 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ６９，９８２千円 

（基金負担分 ６９，９８２千円，県北地域 ０千円，県南地域 ６９，９８２千円－）  

 

 地域の中核病院と連携して術前及び退院後の口腔ケアや在宅歯科診療を推進するとともに，

在宅医療を支援する基幹薬局の体制整備を県内１～２箇所でモデル事業として実施する。 

 

 

 

•総事業費 ６９，９８２千円
（基金負担分 ６９，９８２千円
［県北地域 ０千円，県南地域 ６９，９８２千円］）

•高齢化の進展に伴い，長期間在宅で療養する患者が増えており，在宅医
療体制の充実が求められている。そのため，県歯科医師会及び県薬剤師
会と連携してモデル的に在宅医療推進の取組を行う。

オ 在宅診療の充実
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① 宮城県立がんセンターの機能強化 

・事業期間は平成２２年度以降。 

・事業総額 １，９３２，１１８千円 

（基金負担分 ４０，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 ４０，０００千円－， 

県負担分 １，８９２，１１８千円） 

  

宮城県立がんセンターに高度な放射線治療装置を整備する。 

 

 

② 新型インフルエンザ等患者受入医療機関の施設・設備整備支援 

・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ２０，０００千円 

（基金負担分 １０，０００千円，県北地域 ０千円，県南地域 １０，０００千円－， 

国庫補助金分 １０，０００千円） 

 

新型インフルエンザ等患者受入医療機関が行う施設整備や個人防護具を含む設備整備に対

して補助を行う。 

  

•総事業費 １，９５２，１１８千円
（基金負担分 ５０，０００千円
［県北地域 ０千円，県南地域 ５０，０００千円］，
国庫補助金分 １０，０００千円，県負担分 １，８９２，１１８千円）

•がんは県民の死因の第一位の疾病であり，がんに罹患する人及びがんで
死亡する人は今後とも増加すると見込まれていることから，がん医療体制
の充実が求められている。このため，県がん診療拠点病院として高度な診
療機能を担っている宮城県立がんセンターの機能を整備する。

•新型インフルエンザについては，感染者の拡大と重症患者の増加が見込
まれており，これらに備えた診療体制の整備が求められている。インフル
エンザ等感染症の診療には，患者受入医療機関における院内感染防止対策
が重要であることから，対策のために各医療機関が行う施設・設備の整備
を支援する。

カ がん診療機能の充実とインフルエンザ等感染症対策の推進
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 (2) 県南地域で取り組む事業  

 

 

 

 

① みやぎ県南中核病院の機能強化 

ａ 地域救命救急センターの設置 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

   ・事業総額 ８４６，０４０千円（基金負担分 ８４６，０４０千円） 

 

 みやぎ県南中核病院が三次救急医療を担うため，地域救命救急センターを設置すること

とし，これに必要な施設・設備（ＩＣＵ，ＨＣＵ等）の整備に補助を行う。 

 これにより，救急搬送受入件数（平成２０年度３，１３５件）を平成２５年度までに年

間約３，７００件に増加させる。 

 

ｂ 地域救命救急センターの運営 

   ・平成２４年度事業開始。 

   ・事業総額 ２７５，９７２千円 

（基金負担分 ５８，３６０千円，事業者負担分 ２１７，６１２千円） 

 

 地域救命救急センターの設置により必要となる医療従事者の確保など，運営に関する経

費に補助を行う。 

 

 ｃ ２４時間院内保育事業の運営 

   ・平成２４年度事業開始。 

   ・事業総額 １６０，０００千円 

（基金負担分 １３０，０００千円，事業者負担分 ３０，０００千円）  

 

  特に女性の医師や看護師等の出産・育児等と勤務の両立を可能とし，離職防止や再就職

支援に取り組むため，２４時間院内保育事業に補助を行う。 

これにより，院内に勤務する女性職員の離職率（平成２０年度１１％）を平成２５年度

までに５％に低下させる。 

 

 

 

•総事業費 ２，３２７，２４８千円
（基金負担分 １，６６０，９１８千円，事業者負担分６６６，３３０千円）

•地域の中核的な病院である両病院の役割分担を明確化した上で，各々が
担う機能の整備をするとともに，相互の連携を強化することにより，効
率的かつ安定的な医療提供体制を整備する。

ア みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院との機能分化・連携の強化
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② 公立刈田綜合病院の機能強化 

 ａ 二次救急医療体制の充実 

   ・事業期間は平成２３年度中。 

   ・事業総額 ７６，９７５千円 

（基金負担分 ７６，０００千円，事業者負担分 ９７５千円） 

 

重症の時間外救急外来患者の受入態勢を整備するために，コメディカルの救急スタッフ

ルーム・当直室を新たに整備することとし，当該施設整備に補助を行う。 

これにより，時間外救急外来患者数（平成２０年度６，４５２名）を平成２５年度まで

に年間約７，１００名に増加させる。 

 

 ｂ 回復期リハビリテーション病棟の運営に必要な医療従事者の確保 

・平成２３年度事業開始。 

・事業総額 ３７６，２２７千円 

（基金負担分 １９３，７５０千円，事業者負担分 １８２，４７７千円） 

 

仙南医療圏で未設置となっている回復期リハビリテーション病棟（約５０床）を設置し，

その運営に必要なスタッフ（医師，ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ，看護師）を約２０名増員するため

の必要な経費に対して補助を行う。 

 

 ｃ 人工透析治療機能の強化 

・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

・事業総額 ３０１，６２５千円 

（基金負担分 １８０，８７５千円，事業者負担分 １２０，７５０千円） 

 

 増加傾向にある糖尿病性腎症の血液透析患者に対応するため，現在の透析室に８床分増

床するとともに，患者受入体制の強化に必要な設備等の整備に補助を行う。 

これにより，透析患者の受入人数（平成２１年９月末日１２２名）を平成２５年度まで

に約２５名増加させる。 

    

 ｄ 人工透析治療機能の強化に伴う医療従事者の確保 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ６０，５１６千円（事業者負担分 ６０，５１６千円） 

 

  人工透析室の拡張に伴い，必要な看護師３名を新たに確保する。 

 

 ｅ 呼吸器・感染症治療機能の強化 

・事業期間は平成２５年度中。 

・事業総額 ５２，５００千円 

（基金負担分 ２６，５００千円，事業者負担分 ２６，０００千円） 
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 第二種感染症指定医療機関としての機能強化を図るとともに，新型インフルエンザ患者

の受入にも対応するため，人工呼吸器等の必要な設備整備に補助を行う。 

 

 ｆ 看護師修学資金貸付制度の拡充及び院内保育所の整備 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １２３，３９３千円 

（基金負担分 ９９，３９３千円，事業者負担分 ２４，０００千円） 

 

  将来安定して看護師を確保するために，平成２１年度から実施している１０名分の修学

資金貸付事業を平成２２年度から１０名分拡大するとともに，特に女性の医師や看護師等

の離職防止や再就職を支援するために，２０名収容できる院内保育所の整備に補助を行う。 

 

 

③ 両病院の連携の強化について 

ａ 患者情報供覧システムの整備事業 

・平成２３年度事業開始。 

・事業総額 ５４，０００千円 

（基金負担分 ５０，０００千円，事業者負担分 ４，０００千円） 

 

 みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院の医療連携をスムーズに行い，質の高い地域医

療を実現するため，２病院間の患者情報を供覧できるシステムを導入する。 
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① 平日夜間の初期救急外来の開設 

・平成２３年度事業開始。 

・事業総額 １７３，１００千円 

（基金負担額 １６５，０００千円，事業者負担分 ８，１００千円） 

 

開業医の協力を得ながら，当地域で未整備となっている平日夜間の初期救急体制を整備し，

住民が安心できる救急医療体制の構築を図るとともに，二次・三次の救急医療機関の負担の軽

減を図る。 

具体的には，地域の中核的な病院に初期診療に必要な施設・設備を整備し，地元開業医等が

出向いてトリアージや軽症患者の対応を行う。 

 

 

② 周産期医療体制の強化 

・事業期間は平成２２年度中。 

・事業総額 ３１，１２４千円 

（基金負担分 ３０，０００千円，事業者負担分 １，１２４千円） 

 

 正常分娩を中心に仙南医療圏の多くの分娩を担っているスズキ記念病院の機能の充実に必要

な設備（分娩監視装置，超音波診断装置）を整備し，計画地域の入院患者の圏域内受療率（平

成１８年度８３％）を平成２５年度まで７％引き上げる。 

 

•総事業費 ２０４，２２４千円
（基金負担分 １９５，０００千円，事業者負担分 ９，２２４千円）

•救急・周産期医療に関して，周辺地域を含めた関係医療機関が役割分担
を行いながら体制の強化を図ることにより，住民が身近な地域で良質の
医療が受けられる体制を構築する。

イ 救急・周産期医療体制について
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７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると想定される事業は次のと

おりである。 

ただし，県の財政状況や地域医療を取り巻く環境の変化等に応じて見直し等を行っていく。 

 

《県全体で取り組む事業》 

① 宮城県医師育成機構の運営 

・単年度事業予定額 ２，０００千円 

② 地域医療研修センターの運営 

 ・単年度事業予定額 ２０，０００千円 

③ 医学生を対象とする奨学金の拡充 

 ・単年度事業予定額 １２５，０００千円 ※ ただし，金額は年度により変動する。 

④ 地域医療現場医師，地域医療を志す医学生，臨床研修病院等のネットワーク構築 

 ・単年度事業予定額 １，０００千円 

⑤ 女性医師支援事業 

 ・単年度事業予定額 １，０００千円 

⑥ 救急患者退院コーディネーター事業の実施 

 ・単年度事業予定額 ７，２００千円 

⑦ 周産期救急搬送コーディネーター事業の実施 

・単年度事業予定額 １７，４７２千円 

⑧ 極低出生体重児に対する一括評価と要支援児に対する継続支援を行うセンターの運営 

 ・単年度事業予定額 ２０，０００千円 

 

《県南地域で取り組む事業》 

① 地域救命救急センターの運営（みやぎ県南中核病院） 

 ・単年度事業予定額 １１０，７３２千円 

② ２４時間院内保育の運営（みやぎ県南中核病院） 

 ・単年度事業予定額 ８０，０００千円 

③ 回復期リハビリテーション病棟の運営（公立刈田綜合病院） 

 ・単年度事業予定額 １２５，４０９千円 ※ 人件費 

④ 人工透析部門の運営（公立刈田綜合病院） 

 ・単年度事業予定額 １５，１２９千円 ※ 機能強化に伴う増員分の人件費 

⑤ 看護師修学資金貸付事業（公立刈田綜合病院） 

 ・単年度事業予定額 ２４，０００千円 

 

 地域医療再生計画が終了し，地域医療再生基金が無くなった後においても，５に掲げる目標を

達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業について

は，平成２６年度以降も，引き続き実施していくこととする。 



 24 

⑥ ２病院間患者情報供覧システムメンテナンス料（みやぎ県南中核病院及び公立刈田綜合病院） 

・単年度事業予定額 ７，０００千円 

⑦ 平日夜間の初期救急外来の開設（総合南東北病院ほか） 

 ・単年度事業予定額 ５１，１１０千円 

⑧ 在宅歯科医療センターの運営 

 ・単年度事業予定額 ５，３７０千円 
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８ 計画の策定及び進行管理 

 

 本計画の策定に当たっては，平成２０年４月に公示した「宮城県地域医療計画」に示された本県

の現状・課題や二次医療圏ごとの機能分化及び連携の在り方，４疾病５事業の医療提供体制の方向

性等を基本としながら，平成２０年度に各自治体等が策定した「公立病院改革プラン」や県内の関

係機関・団体からの事業計画の提案の内容を踏まえながら，対象地域の選定及び計画内容の検討を

行った。 

また，これらの検討に当たっては，医療法第３０条の１２の規定に基づいて設置している宮城県

地域医療推進委員会を開催し，その意見を聴きながら進めてきた。 

 

《計画の策定経過》 
 

平成２１年 ７月１６日 関係機関・団体に対する説明会開催 

７月中 関係機関・団体から事業計画の募集（５０機関・団体から１４８事業） 

８月１７日 第１回地域医療推進委員会開催 

・計画対象地域の選定について 

９月２５日 第２回地域医療推進委員会開催 

・計画（中間案）について 

１０月１４日 計画（案）の決定 

 

 

 今後，本計画に示された様々な事業を確実に実行し，目指す目標を達成するには，その計画全体

の進捗状況を適時確認しながら，それを踏まえた適切な事業の実施や事業間の相互調整を行うなど，

適切に対応する必要がある。 

このため，県において定期的に施策の進捗状況を把握・点検するとともに，その結果については

広く情報公開し，関係機関・団体や県民の理解・協力を得ながら，目標達成を目指していく。 

また，宮城県地域医療推進委員会において，専門的な見地から各事業の効果的・効率的な推進方

策の検討や進捗状況の評価を行うとともに，地域においては，医師会，歯科医師会，薬剤師会，医

療機関，行政等の関係者から構成されている地域医療対策委員会等の場を活用して，各事業の積極

的な推進に向けた合意形成や具体的な実施方法の検討を行っていく。 

 

※ 計画の策定及び進行管理に要する経費 

  ・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

  ・事業総額 ３，０４８千円 

（基金負担分 ３，０４８千円，県北地域 ０千円，県南地域 ３，０４８千円－） 

 



 26 

宮城県地域医療推進委員会委員名簿 

 

         （敬称略） 

種    別 所属・役職 氏  名 備 考 

特定機能病院（東北大学病院）の管理者 東北大学病院長 里 見   進 副委員長 

地域医療支援病院の管理者 みやぎ県南中核病院長 内 藤 広 郎  

公的医療機関の管理者 栗原市立栗原中央病院長 小 泉   勝  

    〃 登米市立佐沼病院長 石 井   洋  

    〃 気仙沼市立病院長 遠 藤   渉  

臨床研修病院の管理者 大崎市民病院長 太 田 耕 造  

    〃 石巻赤十字病院長 飯 沼 一 宇  

大学その他の医療従事者の養成に関する機関 東北大学大学院医学系研究科教授 本 郷 道 夫  

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター院長 菊 地   秀  

地域の医療関係団体 宮城県医師会長 伊 東 潤 造 委員長 

〃     宮城県医師会副会長 嘉 数 研 二  

〃     宮城県歯科医師会長 細 谷 仁 憲  

〃     宮城県薬剤師会長 生 出 泉太郎  

〃     宮城県看護協会長 上 田 笑 子  

市町村 白石市長 風 間 康 静  

地域住民を代表する団体 河北新報社論説委員  佐 藤 陽 二  

学識経験者 東北大学大学院医学系研究科教授 濃 沼 信 夫  

  〃 東北大学大学院医学系研究科教授 篠 澤 洋太郎  

  〃 東北大学大学院医学系研究科教授 八重樫 伸 生  

  〃 東北大学大学院医学系研究科教授 土 屋   滋 
 

 


