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第８回「市立病院のあり方検討会議」の開催結果について 

１ 開催概要 

(1) 開催日時  平成２８年１１月１日（火）１５：００～１６：３０ 

(2) 開催場所  総合保健福祉センター（アシスト２１）２階・講堂 

(3) 内  容  ・平成２７年度病院事業決算の状況等について 

        ・本市の政策医療の提供体制について 

        ・改革プラン（たたき台）について 

２ 意見交換趣旨 

(1) 平成２７年度決算の状況等について 

○佐多構成員（産業医科大学病院・病院長） 

   ・医療センターは、産業医科大学病院と同じような病院機能だと思うが、平均在院日

数の１４日台は長いと思う。もっと短くすれば診療単価は上がると思う。 

・どの急性期病院も、平均在院日数の短縮による病床利用率の低下に悩んでいる。福

岡県内の大学病院でも来年４月に病床を１００床減らすという話もある。医療セン

ターの５８５床で７６％ということは、１４０～１５０床余っていることになる。

経営効率化のために、病棟の必要性の検討も行うべきではないか。 

○花岡構成員（福岡県看護協会・会長） 

 ・医療センターと八幡病院の病床利用率はずっと右肩下がりになっており、平成２７

年の７６％という数字は、急性期の病院としては少し低いと思う。病床利用率を維

持するためには、新入院患者を増やす必要があると思う。 

○小松構成員（手をつなぐ育成会・理事長） 

・平成２７年度の決算を見ると、非常にショッキングな数値だが、こういう数値が出

るからこそ、独法化することが重要だと思う。一部診療科のドクターの欠員も１つ

の要因だったと聞くと、独法化を急がなくてはならないと思う。 

 ○古川病院局長 

・医師の確保については、独法化すれば集まるというものではない。ただ、独法化に

よって経営の柔軟性が高まるので、それを人材確保や経営改善にどう活かすかが重

要だと思う。 

・病床利用率については、例えば医療センターでは、周産期医療や感染症など政策医

資料１ 
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療で一定の病床数を確保する必要があるという事情もあるが、新入院患者に選んで

もらえるよう努力していきたい。 

(2) 政策医療の提供体制、改革プラン修正案について 

○権頭構成員（もやい聖友会・理事長） 

  ・医師の初期臨床研修の受入れ機関として、優秀な人材が確保できるような魅力的な

病院になってほしい。 

○近藤座長（北九州市立大学・学長） 

 ・優秀な人材の確保については、北九州市立大学においても、独法化による柔軟なマ

ネジメントによって改善された。第３回会議の臨時構成員の話にあったように、医

師や看護師などでチームを作り、やる気の出るような取組みを積極的に進めるなど、

独法化によって随分できることがあると思う。 

○下河邉構成員（北九州市医師会・会長） 

  ・人材育成は、１つの病院が単独で努力してもできるものではない。大学病院の医師

でも地域医療のため民間病院を回っている。地域がネットワークをつくりながら、

地域で人を育てるという視点が大切。 

○小松構成員（手をつなぐ育成会・理事長） 

  ・病院のあり方については、市立病院だけでという考え方ではなく、地域全体でどう

底上げしていくかが大事であり、いかにコーディネートしていくのかが課題だと思

う。 

○近藤座長（北九州市立大学・学長） 

 ・北九州市立大学では、「知の拠点」という考えの下、北九大がリーダーとなり、関門

地域を含んだ１３大学でネットワークを組み、様々な取組みを行っている。これま

でのように競合するのではなく、補い合わなければ立ち行かない時代だと思う。 

・今回作成した医療マップを見ると、民間病院も含めてたくさんの病院がある。いか

にコーディネートするかが非常に重要になってくると思う。まさに「医の拠点」と

いう役割を担わなければ、これほどたくさんある病院の連携は難しいと思う。 

・この医療マップは地域全体の医療のあり方を示した資料になったと思う。１５０床

以下の病院や周辺地域の病院も加えて、これを基に作り上げてほしい。 

○花岡構成員（福岡県看護協会・会長） 

・改革プラン修正案は、随分分かりやすくなったと思う。 

・独法化を含めたその他の部分はどうなるのか。 

  ○事務局 

・改革プランには今後の収支見通しや経営形態の見直しについても記載することにな

っており、現在内容を検討している。今後、段階的にお示ししていきたい。 
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○平田構成員（戸畑区親子ふれあいルーム・代表） 

 ・改革プラン修正案は、私のような一般市民にも分かりやすい内容になっていると思

う。人材の確保の面で意見を言うと、良い人材の確保のためには、働く方の人権や

ワーク・ライフ・バランスが保障されたものになるべきだと感じた。 

・多様化している生活様式に対応できるよう、医療や福祉のサービスなどがバランス

良く融合された市立病院になるような改革プランになればと思う。 

○原田構成員（乳がん患者会あすかの会・代表） 

・医療センターの医師や看護師は素晴しい方が多く、他の病院から転院した患者さん

もうらやましがっている。今以上に素晴らしい医師や看護師が集まる病院になって

ほしい。 

○小野構成員（北九州市薬剤師会・会長） 

・プランの中に、医療センターの老朽化対策等とあるが、こういう時を利用して、看

護学校や門司病院について検討してはどうか。例えば、北九州市立大学に看護学科

をつくって専門学校から大学にし、今の看護学校のスペースに門司病院の結核病棟

を移設するということも考えられるのではないか。 

○近藤座長（北九州市立大学・学長） 

・学科の創設については、大学からのアプローチというより、議会や行政を含めた市

民ニーズの高まりを受けての対応になるだろう。 

・現在、北九大では６年間の中期目標・中期計画のもとで運営を行っており、仮に、

その中でそうした内容が盛り込まれれば積極的に検討していくことになると思う。 

○小松構成員（手をつなぐ育成会・理事長） 

・看護学校はつぶさないでほしい。むしろ、福祉や障害などに対応できるスペシャリ

ストを育成できるような仕組みも考えてほしい。大学にすればいいというものでは

なく、どういう人材が必要なのかということをしっかり考えなければならない。 

３ 第８回会議のまとめ 

○近藤座長（北九州市立大学・学長） 

改革プランについては、前回のたたき台に対する厳しい意見を受け、市立病院の役割

の部分は、かなり練られたものになってきたと思う。 

改革プラン全体としては、収支見通しや経営形態の見直しなども含めて作り上げる必

要がある。次回は、平成２７年度の決算も踏まえた今後の収支見通しについて資料を準

備していただきたい。 
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Ⅰ 市立病院の現状と課題

１ 北九州市病院事業の推移 

 ・ 北九州市の市立病院は、昭和３８年の五市合併により、旧市時代からあった門

司・小倉・若松・八幡・戸畑市の５つの総合病院と、旧五市共立の２つの結核療

養所の７病院が北九州市に引き継がれて発足した。 

・ 合併当時の市立病院は旧衛生局が所管していたが、病院事業が多額の不良債務

を抱えた危機的状況にあったことから、財政再建計画を実施するため、昭和４２

年に病院局を新たに設置し、地方公営企業法の全部適用を受けて財政再建を進め

ることになった。 

・ １１年間の財政再建計画期間において、２つの結核療養所を１つに統合したほ

か、昭和５３年には八幡病院に救命救急センターを開設、平成３年には、小倉病

院を医療センターに改称して市立病院群の中核病院として再整備するなど、病院

施設や医療機器を整備充実し、市立病院としての基盤を整えてきた。 

・ 平成５年には、門司病院に結核病棟を開設することで、結核療養所を廃止し、

市立病院は５病院体制となった。 

・ 市立病院の経営状況は、不安定な状態が続き、平成１３年には不良債務が発生

したことから、平成１４年に戸畑病院を民間譲渡した。 

・ 戸畑病院売却後も国による診療報酬の引き下げや医師不足の影響等により、厳

しい経営状況が続いたことから、市立病院の経営改善に向けて、平成２０年１月

に「北九州市病院事業経営改革プラン」を策定した。 

２ 旧改革プランの概要及び実施状況 

 ・ 平成２０年１月に策定した「北九州市病院事業改革プラン（以下「旧改革プラ

ン」）」は、平成１９年度から平成２２年度の４ヵ年を計画期間とし、計画期間内

に単年度実質収支の均衡を図ることを目指した。 

・ 旧改革プランでは、恒常的に赤字となっている門司病院については指定管理者

制度を導入することとし、同様に赤字が続いている若松病院については、計画期

間中に経営改善が見込めない場合は経営形態の見直しを検討することとした。 

・ 計画期間中は、平成２１年度には門司病院に指定管理者制度を導入したほか、

医師確保をはじめとする経営改善策に着実に取り組んだ結果、平成２２年度決算
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において、単年度実質収支の黒字を確保することができた。 

・ 若松病院については、依然として収支が改善されなかったことから、経営形態

の見直しについて検討を行い、平成２３年度に民間譲渡した。 

・ 旧改革プランに基づいて経営改善に取り組んだ結果、平成２２年度から平成 

２６年度まで５年連続で単年度実質収支の黒字を確保することができた。 

３ 病院事業の概要 

  本市の病院事業では、現在、地方公営企業法の全部適用の下で「医療センター」

「八幡病院」「看護専門学校」を、また、指定管理者制度の下で「門司病院」を運営

している。それぞれの概要は以下のとおり。 

 医療センター  

   開  設  明治６年、企救郡立小倉医学校兼病院として開設 

建 築 年  本館：平成３年、別館：平成１３年、管理棟：昭和４３年 

病 床 数  ５８５床 （一般５６９床、感染症１６床） 

   診療科目  ２５科：内科､心療内科､精神科､呼吸器内科､消化器内科､循環

器内科､腫瘍内科､糖尿病内科､緩和ケア内科､小児科､

外科､整形外科､脳神経外科､呼吸器外科､心臓血管外

科､小児外科､皮膚科､泌尿器科､産婦人科､眼科､耳鼻

咽喉科､放射線科､病理診断科､麻酔科､歯科 

  主な機能  ○がん診療 

         「地域がん診療連携拠点病院」として、外来化学療法センタ

ー・がん相談支援センターの設置、セカンドオピニオン外

来の実施等 

○周産期医療 

  「総合周産期母子医療センター」として、妊産婦集中治療

室（ＭＦＩＣＵ）・新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の設置、

２４時間３６５日受入可能等 

○感染症医療 

 第二種感染症指定医療機関（福岡県指定） 
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 八幡病院  

   開  設  昭和５年、八幡市立診療所として開設 

建 築 年  西棟：昭和５３年、東棟：昭和５８年、北棟：平成８年 

病 床 数  ３１３床 （一般３１３床） 

診療科目  １９科：内科､精神科､循環器内科､小児科､外科､整形外科､形 

成外科､脳神経外科､呼吸器外科､消化器外科､皮膚科､

泌尿器科､産婦人科､眼科､耳鼻咽喉科､放射線科､救急

科､麻酔科､歯科 

主な機能  ○救命救急医療 

        第三次救急医療機関（福岡県指定）「救命救急センター」 

○小児救急医療 

  ２４時間３６５日受入可能な小児救急センターを設置 

○災害拠点基幹病院 

  市内８箇所の災害拠点病院の基幹病院として位置づけ 

※新八幡病院の概要  

    建設場所  八幡東区尾倉小学校跡地 

診 療 科  １９科 ※現病院の体制を維持 

病 床 数  最大３５０床 

主な機能  救急医療・小児医療・災害医療の充実・強化 

整備時期  平成２８年度 実施設計完了、建設工事着工 

平成３０年度 竣工、開院（予定） 

 門司病院  

   開  設  昭和２４年、社会保険門司市民病院として開設 

建 築 年  東棟：平成１２年、西棟：平成１４年 

   病 床 数  １５５床 （一般５０床、療養５０床、結核５５床） 

   診療科目  １４科：内科､呼吸器内科､消化器内科､循環器内科､血液内科､

神経内科､小児科､外科､整形外科､リハビリテーショ

ン科､皮膚科､泌尿器科､眼科､放射線科 

   主な機能  ○結核医療 

           第二種感染症指定医療機関（福岡県指定） 

           北九州市で唯一の結核病床を設置 
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 看護専門学校  

   創    立  明治３３年、小倉市立病院付属看護婦養成所として創立 

   定  員  １学年４０名 

   修学年限  ３年 

   特  色  地域に貢献する看護師を養成するため設立され、２，５００

人以上の卒業生を輩出。北九州市内をはじめ、全国の医療分野 

         等で広く活躍。 

４ 市立病院の課題 

 (1) 公共性と経営効率化の両立 

  ・ 市立病院は、市民の命と健康を守る重要な拠点である。 

政策医療については、現在、小児救急を含む小児医療、救急医療（救命救急）、

周産期医療、災害時における医療を提供するとともに、結核・感染症対策にお

いて重要な役割を担っている。 

  ・ 政策医療の提供は、特定の診療科だけで成り立つものではなく、関連する診

療科を含めて、それぞれの市立病院の特色を生かしながら、病院全体で高度な

医療レベルを維持する必要がある。 

・ 政策医療の実施に際しては、一般会計からの繰入れを行っているが、市立病

院としては、可能な限り自立した経営を目指す必要がある。 

  ・ 病院経営を取り巻く環境は、今後、少子高齢化や人口減少によって医療需要

が変化し、民間医療機関を含めて、全国的にますます厳しくなることが予想さ

れている。 

・ 地域に必要な政策医療を持続的、安定的に提供していくためには、市立病院

としての「公共性・公益性」と「経営の効率化」のバランスを確保しながら、

病院運営を行っていくことが重要である。 

 (2) 経営状況 

・ 本市の病院事業は、平成２０年の旧改革プラン策定後、平成２２年度から５

年連続で単年度実質収支の黒字を達成してきた。 

・ しかしながら、国の診療報酬改定等の影響によって、黒字額は年々減少して

おり、平成２７年度は６年ぶりに単年度実質収支が赤字となった。 
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 ・ 近年の経営指標を見ると、医療センターでは、診療報酬の改定に合わせて平

均在院日数の短縮に取組んだ結果、入院診療単価や入院実患者数は伸びている

一方、入院延患者数、病床利用率が年々低下している。 

・ 八幡病院においても、診療報酬の改定に合わせた取組みを進めており、医療

センターほど顕著ではないが、同様の傾向となっている。 

また、八幡病院は、併設されていた第２夜間・休日急患センターが移転した

平成２５年から外来延患者数が減少している。 

・ 医療センター、八幡病院ともに、平成２２年度以降の病院規模等は大きく変

化していないが、給与や委託料などの費用が増加している一方で、病床利用率

の低下により、費用に見合った収入が得られていない状況となっていることが、

収支バランスの悪化の大きな要因であると考えられる。 

・ このように、市立病院の経営状況は年々厳しさを増しているが、将来的にも、

少子高齢化や人口減少によって医療需要が変化し、病院経営を取り巻く環境は

ますます厳しくなると予想されている。 

・ 市立病院としては、政策医療をはじめ地域に必要な医療を安定的に提供でき

るよう、経営改善に向けて、医療の質の向上や地域連携の強化に引き続き取組

むとともに、将来的な医療需要の変化にも柔軟に対応できるよう一層の経営改

革にも取り組んでいく必要がある。 
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■単年度実質収支の推移

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

単年度実質収支 515,442 1,768,263 1,389,735 1,134,958 757,411 ▲576,646

※上記の単年度実質収支は、医療センター・八幡病院に、門司病院・看護専門学校・旧若松病院・本庁分を加えた病院事業全体のもの 

■各病院の主な経営の推移

＜ 医療センター ＞

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

単年度実質収支(千円) 952,424 944,091 1,500,507 1,359,809 997,630 99,110

病床利用率(%) 84.8 83.2 81.5 79.4 78.5 76.0

延患者数(人) 181,014 178,155 173,980 169,534 167,514 162,741

実患者数(人) 9,937 10,143 10,327 10,100 10,563 10,450

平均在院日数(日) 17.2 16.5 15.8 15.8 14.9 14.6

診療単価(円) 49,337 52,787 58,746 60,112 60,032 59,865

手術件数(件) 3,661 3,650 3,947 4,001 4,050 3,852

延患者数(人) 258,631 260,744 263,847 257,600 260,704 265,722

紹介率(%) 65.8 71.5 72.0 75.8 72.2 75.2

診療単価(円) 14,689 15,485 15,855 16,457 17,534 18,375

＜ 八幡病院 ＞

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

単年度実質収支(千円) 898,357 657,767 472,706 521,089 159,455 231,150

病床利用率(%) 78.1 78.5 76.0 80.3 82.2 76.0

延患者数(人) 98,905 98,498 95,088 91,689 93,951 87,041

実患者数(人) 7,090 6,954 6,594 6,943 7,043 7,518

平均在院日数(日) 12.9 13.1 13.4 12.2 12.3 10.6

診療単価(円) 45,958 47,223 46,664 48,179 48,471 50,377

救急車搬入患者数(人) 4,658 4,048 3,888 3,760 3,684 3,360

延患者数(人) 162,254 157,582 151,305 138,127 126,408 128,134

紹介率(%) 52.1 55.4 51.9 59.9 43.8 45.5

診療単価(円) 7,867 7,950 8,517 8,616 9,541 9,606

入

院

外

来

外

来

（単位：千円）

入

院
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Ⅱ 新改革プラン策定の経緯 

１ 国による「新公立病院改革ガイドライン」の公表 

 ・ 我が国では、人口減少や少子高齢化が急速に進展し、医療需要の大きな変化が

見込まれる中、公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療を安定的、

継続的に提供していくためには、更なる公立病院改革が必要であるとして、平成

２７年３月、総務省より「新公立病院改革ガイドライン（以下「新ガイドライン」）」

が公表された。 

・ 新ガイドラインは、病院事業を設置している地方公共団体に対して、都道府県

が策定する地域医療構想の策定状況を踏まえつつ、「新公立病院改革プラン（以

下「新改革プラン」）」を策定するよう求めている。 

・ 新改革プランの対象期間は、策定年度あるいはその次年度から平成３２年度ま

でとし、新改革プランには、次の項目について記載することになっている。 

(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

・地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

・一般会計負担の考え方 

・医療機能等指標に係る数値目標の設定 

(2) 経営の効率化 

  ・経営指標に係る数値目標の設定 

  ・目標達成に向けた具体的な取組み 

  ・新公立病院改革プラン期間中の各年度の収支計画等 

(3) 再編・ネットワーク化 

(4) 経営形態の見直し 

２ 市立病院のあり方検討会議の開催 

・ 本市では、新改革プランの策定にあたり、今後の市立病院のあり方を含めて広

く意見を聞くため、平成２７年８月、地元医師会や薬剤師会などの医療関係者、

学識経験者、公認会計士、市立病院利用者などの外部有識者で構成する「市立病

院のあり方検討会議」を開催して検討することになった。



- 8 - 

３ 市立病院のあり方検討会議における議論 

  平成２７年８月に立ち上げた「市立病院のあり方検討会議」では、新ガイドライ

ンにおいて検討が求められている内容を中心に議論が行われ、各構成員の専門的な

立場から様々なご意見をいただいた。 

各会議におけるテーマや議論の主な内容は以下のとおり。 

 (1) 第１回会議（平成２７年８月４日）

  ・ 事務局より、市立病院の概要等を説明した後、意見交換を行った。 

  ・ 意見交換では、市立病院院長から病院現場における人事組織上の問題点が示

され、構成員から「病院経営には診療報酬改定等に迅速に対応できる機動的な

人事制度が必要」との指摘もあったことから、次回は経営形態について掘り下

げて議論することになった。 

 (2) 第２回会議（平成２７年１０月２６日）

  ・ 事務局より、市立病院のあり方に関するこれまでの審議会等の状況、政令市

における市立病院の経営形態、新ガイドラインで示されている経営形態におけ

る制度の違い等について説明した後、意見交換を行った。 

・ 意見交換では、病院現場の裁量権の必要性、中長期的な展望の重要性、患者

サービスの向上、職員が働きやすい環境づくり等、市立病院の経営形態のあり

方を中心に様々な意見が出された。 

・ 次回は、地方独立行政法人のメリットや課題等について理解を深めるため、

先進都市から関係者を招いて議論することになった。 

 (3) 第３回会議（平成２７年１２月２１日）

  ・ 事務局より、既に独法化している政令市の市立病院の状況、本市の市立病院

が経営形態を移行する場合の課題等について説明した後、地方独立行政法人病

院の先進事例について、他都市から招いた臨時構成員２名による講演を行った。 

・ 講演では、独法化前後の経営状況の変化、独法化のメリット・デメリット、

全国の独法化病院へのアンケート結果等について詳しい説明があり、その後、

理事長・院長のリーダーシップや裁量権の重要性、独法化による患者へのメリ

ット等について意見交換が行われた。 

  ・ 次回は、本市が独法化する場合の課題等について確認することになった。 



- 9 - 

 (4) 第４回会議（平成２８年２月５日）

  ・ 事務局より、政令市における地方独立行政法人病院の役員等の状況、これま

での市立病院のあり方検討会議における論点整理、今後の検討テーマ、本市の

市立病院の地方独立行政法人への移行の可能性等について説明した後、市立病

院の経営形態のあり方を中心に意見交換を行った。 

  ・ 意見交換の結果、市立病院の経営形態のあり方については、これまでの議論

を踏まえ、構成員の総意として「医療センターと八幡病院については、地方独

立行政法人化に向けて準備を進めるべき」との意見が示された。 

  ・ 次回以降は、地域医療構想を踏まえた市立病院の役割等を中心に議論をして

いくことになった。 

 (5) 第５回会議（平成２８年４月１８日）

  ・ 事務局より、今後の検討テーマ等について説明した後、福岡県における地域

医療構想等について、臨時構成員による講演を行った。 

・ 講演では、地域医療構想の目的、福岡県における検討状況、北九州医療圏の

実情、市立病院の需要予測等について、詳細なデータに基づいた説明が行われ、

その後、現在建替えを進めている八幡病院のあり方、医療センターのあり方等

について意見交換が行われた。 

・ 次回も引き続き市立病院のあり方について議論を行うことになった。 

 (6) 第６回会議（平成２８年６月３日）

  ・ 事務局より、新改革プランに記載すべき項目とこれまでの主な意見について

説明した後、市立病院のあり方について意見交換を行った。 

  ・ 意見交換では、障害者や家族を医療面で支援する必要性、市立病院における

地域連携強化の必要性、地域包括ケアシステムのあり方、大学や企業との連携、

看護専門学校のあり方、医療センターにおけるがん患者や家族への支援等、

様々な意見が示された。 

  ・ 次回は、これまでの議論を踏まえ、事務局から新改革プランのたたき台を示

すことになった。 
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 (7) 第７回会議（平成２８年８月５日） 

・ 事務局より、新改革プランのたたき台について説明した後、意見交換を行っ

た。 

  ・ 意見交換では、新改革プランたたき台の記載内容のうち、「市立病院の役割」

や「目標に向けた具体的な取組み」等について、様々な意見や要望が示された。 

  ・ 次回も引き続き新改革プランについて議論を行うことになった。

 (8) 第８回会議（平成２８年１１月１日）

・ 事務局より、平成２７年度決算の状況、本市の政策医療の提供体制、新改革

プランたたき台の修正案について説明した後、意見交換を行った。 

  ・ 意見交換では、市立病院の病床利用率、医師の確保、人材育成、看護専門学

校のあり方等について、様々な意見が示された。 

  ・ また、新改革プランたたき台のうち、「市立病院の役割」について、前回の議

論を踏まえた修正案を提示したところ、おおむね了承を得た。 

  ・ 次回は、新改革プランのうち、平成２７年度決算を踏まえた今後の収支見通

し等について、議論を行うことになった。

(9) 第９回会議（平成２９年４月１９日）

※会議終了後に追記 
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Ⅲ 新北九州市病院事業経営改革プラン 

１ 計画期間 

 ・ プラン策定とともに速やかに経営効率化の取組みを進めるため、計画期間は「平

成２９年度から平成３２年度」とする。 

２ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 (1) 地域医療構想を踏まえた市立病院の役割 

ア 福岡県地域医療構想 

・ 福岡県では、平成２９年３月に「福岡県地域医療構想」が策定された。 

・ 福岡県地域医療構想は、病床の機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性

期）ごとに、平成３７年（２０２５年）の医療需要と病床の必要数を推計し、

あるべき医療提供体制の姿を明らかにするとともに、その実現に必要となる

施策を示すものである。 

■北九州区域の状況（福岡県地域医療構想より抜粋） 

【現状と課題】

・ 総人口はすでに減少局面に入っており、６５歳以上人口は平成３２ 

（２０２０）年がピーク、７５歳以上人口は平成４２年（２０３０）年

がピークと予想されている。  

・ 人口１０万人対の一般・療養病床の数、及び医師の数は全国平均を上

回り、医療資源は豊富である。  

・ 自己完結率は救急で９７．５％、くも膜下出血で９７．５％、急性心

筋梗塞１００％、悪性腫瘍９６．５％、小児の入院体制で９７．８％と

非常に高く、医療提供体制は全般的に充実した状況であり、周辺区域か

らも患者が流入している状況である。  

・ 必要病床数の推計値と現状の病床数との比較では回復期が２，４１１

床不足する見込みである。  
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・ 高度医療機関が集積し、高度急性期、急性期について広域的に医療提

供を支える役割を果たしつつ、高齢化の進展に伴い増加する慢性期・在

宅医療等の医療需要に適切に対応することが必要である。  

【施策の方向性】  

・ 不足する回復期病床については、医療機関の自主的な取組を基本とし

つつ、急性期又は慢性期病床からの機能転換により確保を図っていく

（地域医療介護総合確保基金による支援を実施）。  

・ 北九州区域の実情に応じた在宅医療等の提供体制の構築を進める（事

業の実施に基金を活用）。  

・ 救急医療、小児・周産期医療、５疾病にかかる医療提供体制について

は充実しており、引き続き、提供体制の維持を図るとともに、医療機関

間の連携の強化など質の向上に努めていく。  

・ 今後増加が見込まれる認知症高齢者について、関係者、関係機関の連

携等適切に対応していく。 

イ 市立病院の役割 

・ 現在の市立病院の一般病床の病床機能は、以下のとおりとなっている。 

医療センター 高度急性期 ４２床 急性期 ５２７床 

   八幡病院   高度急性期 ３４床 急性期 ２７９床 

   門司病院   回復期 １００床 

・ 福岡県地域医療構想に示されたとおり、今後、少子高齢化や人口減少によ

る医療需要の変化に対応していくためには、北九州区域全体における医療資

源の効率的な活用が求められる。 

・ 市立病院においては、医療資源の効率的な活用に向けて、各病院の強みを

活かしつつ、市立病院間の連携を深めるとともに、民間病院を含む地域の医

療機関との役割分担と連携を推進していく。 

・ また、地域医療構想調整会議の協議等を踏まえて、市立病院の病床機能の

見直しも視野に入れながら、民間病院を含む地域の医療機関とのさらなる機

能分化についても検討していく。 

・ 市立病院は、医療センターはがん診療において、また、八幡病院は小児救

急医療において、それぞれ区域内有数の実績を示しているほか、周産期医療、
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感染症医療、結核医療、災害拠点基幹病院等の政策医療を担うなど、北九州

区域において重要な役割を果たしている。 

・ 今後も、医療センターと八幡病院の２病院を中心に、大規模な災害や感染

症に備えるなど、北九州区域全体及び各地域で必要とされる医療を引き続き

担っていく。 

・ 現在、医療センターで行っている周産期医療、感染症医療、門司病院で行

っている結核医療については、国・県の計画や指針、地域の状況や市民ニー

ズ等を踏まえ、将来的に必要とされる医療提供体制について、引き続き検討

を行う。 

  こうした医療提供体制の検討結果等を踏まえ、建築後２５年を経過してい

る医療センターの老朽化対策等について検討していく。 

・ 市立病院の役割については、基本的な考え方は上記としつつ、改革プラン

の計画期間における当面の各病院等の役割は、以下のとおりとする。 

 医療センター 

○ 「地域がん診療連携拠点病院」として、引き続き、がん診療における高

度で専門的な医療を提供していく。 

○ がん医療については、患者や家族の支援機能を充実するとともに、地域

医療機関等との連携の強化に努める。 

○ 周産期医療、感染症医療についても、引き続き、地域で求められる役割

を果たしていくため、高度で専門的な医療を提供していく。 

 八幡病院  

○ 「救命救急センター」「小児救急センター」として、本市の救急医療、小

児医療の拠点としての機能を果たし、市民の安全・安心を支える医療を提

供していく。 

○ 小児医療については、新八幡病院において診療機能のさらなる充実を図

るほか、障害者や家族に対する医療面での支援の充実に向けて、障害児や

在宅医療の支援に加え、市立総合療育センターとのさらなる連携強化等に

ついて検討していく。 

○ 平成３０年度中の新八幡病院開院にあたり、災害拠点基幹病院としての

機能を強化する。 
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 門司病院  

○ 北九州市で唯一結核医療を提供する病院であり、当分の間、指定管理者

制度の下、結核医療を中心に地域に必要な医療を提供していく。 

○ ただし、門司病院のあり方については、今後の本市における政策医療の

提供体制に関する検討結果を踏まえ、改めて抜本的に検討する。 

 看護専門学校  

○ 市立病院を含めた地域の医療機関にとって必要な人材育成機関であり、

当面、市立看護専門学校として運営を継続していく。 

○ ただし、近年、民間等の看護師養成機関が増加していることから、市立

病院を含めた地域医療機関への看護師の需給状況を見ながら、将来的な看

護専門学校のあり方について引き続き検討していく。 

 (2) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

・ 本市の地域包括ケアシステムは、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援

のサービス提供体制を各地域で包括的に構築することを目指しており、医療面

においては、在宅医療体制の充実に向けた取組みを進めている。 

・ 市立病院は、他の医療機関との役割分担を図りつつ、在宅医療等における緊

急時の後方支援など、地域の実情に合わせて必要な役割を担っていく。 

なお、具体的な役割については、地域医療構想調整会議の協議等を踏まえて

検討する。 

 (3) 一般会計負担の考え方 

・ 不採算医療である政策医療の実施等にあたっては、市立病院の公共性を考慮

し、国が示す繰入基準等に基づいて、一般会計から繰入れを行っている。 

・ 病院事業に対する一般会計負担については、政策医療の実施状況とともに、

市立病院の経営状況を見ながら、適切に行うこととする。 

３ 再編・ネットワーク化 

・ 今後、少子高齢化や人口減少による医療需要の変化に対応していくためには、

北九州区域全体における医療資源の効率的な活用が求められる。 
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・ 市立病院においては、医療資源の効率的な活用に向けて、各病院の強みを活か

しつつ、市立病院間の連携を深めるとともに、民間病院を含む地域の医療機関と

の役割分担と連携を推進していく。 

・ また、地域医療構想調整会議の協議等を踏まえて、市立病院の病床機能の見直

しも視野に入れながら、民間病院を含む地域の医療機関とのさらなる機能分化に

ついても検討していく。 

４ 経営形態の見直し 

(1) 基本的な考え方 

・ 今後、少子高齢化や人口減少によって医療需要が変化し、病院経営を取り巻

く環境は全国的に厳しくなることが予想されており、今後の環境の変化に柔軟

かつ迅速に対応していくためには、市立病院の経営改革は待ったなしの状況に

ある。 

・ 医療センターと八幡病院については、地方公営企業法の全部適用の下、不断

の経営改善に努めている。しかしながら現在の病院局は市の組織の一部である

ことから、人事や給与等について、他の部局との均衡を図る必要があるほか、

契約事務等についても、地方自治法等による一定の制約があり、診療報酬改定

等の環境の変化に迅速に対応できないのが現状である。 

・ 市立病院の経営形態については、「市立病院のあり方検討会議」において、新

ガイドラインで示されている「地方公営企業法の全部適用」「地方独立行政法

人」「指定管理者制度」「民間譲渡」という４つの経営形態について、制度の違

いやメリット・デメリットなどの比較検討を行ってきた。 

・ 地方独立行政法人については、すでに西日本地域の大部分の政令市の市立病

院で導入が進んでおり、先進事例を見ても、政策医療を提供しつつ、経営の柔

軟性を確保することにより、経営改善を実現している。 

・ 地方独立行政法人化は、小児医療や周産期医療、救急医療等における人材確

保などの面で、より現場のニーズに対応した柔軟かつ迅速な対応が可能となる

など、市立病院が担う政策医療の質の向上にも資すると考えられる。 

・ 本市としては、医療センターと八幡病院については、現在の地方公営企業法

の全部適用から、地方独立行政法人への移行に向けて、市民や議会、職員等の

意見を聞きながら、準備を進める。 
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・ また、門司病院については、現在の指定管理期間が平成３０年度で終了する

ことから、指定管理期間を更新する方向で準備を進める。 

・ 看護専門学校については、今後、設立準備を進める地方独立行政法人に運営

させる方向とする。 

(2) 経営形態見直しのスケジュール 

※経営形態見直しのスケジュールについては、現在検討中 
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５ 経営の効率化 

(1) 数値目標の設定 

  ア 医療センター 

29 年度 

(目標) 

30 年度 

(目標) 

31 年度 

(目標) 

32 年度 

(目標) 

33 年度 

(目標) 

病床利用率（％） 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

入院延患者数（人） 170,820 170,820 171,288 170,820 170,820

外来延患者数（人） 245,342 245,342 246,348 245,342 244,337

医業収支比率（％） 96.5 96.7 95.4 96.1 95.8

経常収支比率（％） 100.3 100.6 99.3 100.0 99.8

イ 八幡病院 

29 年度 

(目標) 

30 年度 

(目標) 

31 年度 

(目標) 

32 年度 

(目標) 

33 年度 

(目標) 

病床利用率（％） 81.6 75.0 85.0 85.0 85.0

入院延患者数（人） 93,224 85,702 97,374 97,108 97,108

外来延患者数（人） 130,819 130,808 131,345 130,808 130,272

医業収支比率（％） 95.1 89.9 86.6 92.6 92.6

経常収支比率（％） 97.8 91.9 88.1 94.0 94.0

      ※平成 30 年度は、新八幡病院への移転のため病床利用率を 75%で見込む 

      ※平成 31 年度以降は、新八幡病院の開院効果を見込み病床利用率を 85%で見込む 

ウ 門司病院（指定管理者制度） 

29 年度 

(目標) 

30 年度 

(目標) 

31 年度 

(目標) 

32 年度 

(目標) 

33 年度 

(目標) 

病床利用率〈結核〉（％） 46.0

前年度の評価結果等を踏まえ、毎年度の計画を作成
〃〈一般・療養〉（％） 89.3

入院延患者数（人） 49,568

外来延患者数（人） 41,829

※現在の指定管理期間は、平成 21年度から平成 30年度まで
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(2) 計画期間中の収支計画 

ア 収益的収支 

29 年度 

(目標) 

30 年度 

(目標) 

31 年度 

(目標) 

32 年度 

(目標) 

33 年度 

(目標) 

収

入

医業収益(a) 25,178,371 24,794,735 25,449,956 25,375,597 25,343,169

医業外収益 1,451,880 1,463,803 1,491,863 1,484,359 1,471,137

経常収益(A) 26,630,251 26,258,538 26,941,819 26,859,956 26,814,306

支

出

医業費用(b) 27,014,319 27,024,351 28,314,715 27,524,116 27,548,699

医業外費用 441,641 506,948 570,623 558,613 533,177

経常費用(B) 27,455,960 27,531,299 28,885,338 28,082,729 28,081,876

経常損益(A-B)(C) ▲825,709 ▲1,272,761 ▲1,943,519 ▲1,222,773 ▲1,267,570

特別損益(F) ▲129,104 ▲129,114 ▲129,114 ▲129,114 ▲129,114

純損益(C+F) ① ▲954,813 ▲1,401,875 ▲2,072,633 ▲1,351,887 ▲1,396,684

医業収支比率(a/b) 93.2％ 91.7％ 89.9％ 92.2％ 92.0％

経常収支比率(A/B) 97.0％ 95.4％ 93.3％ 95.6％ 95.5％

イ 資本的収支 

29 年度 

(目標) 

30 年度 

(目標) 

31 年度 

(目標) 

32 年度 

(目標) 

33 年度 

(目標) 

収

入

企業債 7,239,400 7,345,100 1,600,500 510,000 1,210,000

出資金 1,093,257 1,424,995 1,259,991 1,213,441 939,751

収入計(a) 8,577,867 9,392,495 2,860,491 1,723,441 2,149,751

支

出

建設改良費 7,497,678 8,194,173 1,617,145 526,640 1,226,640

企業債償還金 2,017,078 2,759,197 2,657,657 2,661,776 2,092,007

支出計(b) 9,714,756 10,953,370 4,274,802 3,188,416 3,318,647

差引過不足額 ② ▲1,136,889 ▲1,560,875 ▲1,414,311 ▲1,464,975 ▲1,168,896

ウ 単年度実質収支等 

29 年度 

(目標) 

30 年度 

(目標) 

31 年度 

(目標) 

32 年度 

(目標) 

33 年度 

(目標) 

内部留保資金等 ③ 
（減価償却費、退職給付引当金等）

2,108,161 2,320,782 2,745,288 2,658,820 2,658,820

単年度実質収支 ①+②+③ 16,459 ▲641,968 ▲741,655 ▲158,041 93,241

年度末資金剰余 3,752,042 3,110,074 2,368,418 2,210,377 2,303,618

     ※収支に影響を与える一時的な要因 

      ・新八幡病院の建設費（29 年：6,068,124 千円、30 年：7,773,533 千円） 
      ・旧八幡病院の廃止に伴う繰上償還（30 年：617,098 千円） 

      ・旧八幡病院の解体費用（31 年：442,000 千円） 
      ・医療センター本館建設費用の償還元金（29年：595,370千円、30年：636,850千円、31年：810,750千円、32年：464,270千円） 
       （2 年度借入、32 年度償還完了） 

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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 (3) 目標達成に向けた取組み 

 基本的事項  

  ○組織風土の変革 

  ・ 病院経営には組織としての一体感の醸成が極めて重要。 

・ 院長のリーダーシップの下で、全ての職員が一丸となって病院運営にあ

たることができる組織づくりを目指す。 

○経営意識の向上 

    ・ 幹部職員だけでなく、全ての職員が高い経営意識を持って病院運営にあ

たることが重要。 

・ 経営会議の開催、目標管理等により、職員の経営意識の向上に取り組む。 

○地域連携の強化 

    ・ 市立病院として地域に必要な医療を安定的に提供するためには、地域の

医療機関等との連携が重要。 

・ 患者の紹介率や逆紹介率の向上など、地域の医療機関等との連携の強化

に取り組む。 

 収入増加・確保対策  

○医師の確保 

・ 病院経営には優秀な医師の安定的な確保が不可欠。 

・ 大学医局との連携強化、臨床研修の充実等により医師の確保に取り組む。 

○病床利用率の向上 

 ・ 適切な平均在院日数を維持しながら病床利用率を向上させることが重要。 

    ・ 医療の質の向上や地域連携の強化に取り組むほか、柔軟なベッドコント

ロール等により病床利用率を向上させる。 

○適切な診療報酬の確保 

 ・ 病院経営には診療報酬改定に適確に対応することが重要。 

・ 適切な診療報酬の確保に向けて、外部人材の登用等により、医療事務能

力の強化に努める。 

 経費削減・抑制対策  

○医療機器の計画的な整備 

・ 医療機器については、費用対効果等を勘案して計画的な整備を行う。 
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○後発医薬品の使用拡大 

・ 後発医薬品の導入を促進し、薬品費の引き下げに努める。 

○コスト削減の推進 

・ 病院運営にかかるコストの一層の削減に向けて、組織全体で業務の抜本

的な見直しに取り組む。 

 (4) 地方独立行政法人化後の更なる取組み 

※ 他都市の先進事例を参考に記載（別紙参照） 



政令市独法化病院における取組み 

病

院

運

営

○経営体制の刷新 

・理事長をトップとした経営責任の明確化 

・理事会による意思決定体制の構築 

・理事会への外部専門家の登用 

・行政、議会、市民による適切な関与 

（政策医療への財政措置、中期目標等重要案件の議決、情報公開等） 

・ＰＤＣＡサイクルによる病院運営及び経営状況チェック体制の確立 

・意識改革の取組み（経営情報の共有化、経営改善のアイデア募集等） 

○柔軟な病院運営の実現 

・組織体制の弾力化（経営企画・広報・契約部門の設置等） 

・設備投資の弾力化（最新高額医療機器の導入） 

・病院運営の弾力化（土曜日のＣＴ撮影、休日の入院リハビリ等） 

・地域連携の強化（増員による体制強化、オンライン予約の導入等） 

人 

事 

・ 

給 

与

○法人固有の人事制度の導入 

・医師等への業績評価制度の導入 

・看護師の認定制度、資格取得支援制度、留学制度の導入 

・看護師の職階制度の見直し（管理職の増設等） 

○職員採用の多様化 

・医療事務専任職員、メディカルソーシャルワーカー等の正規職員化 

・管理職への外部人材の登用（正規雇用化） 

○法人固有の給与制度の導入 

・法人固有の給料表の導入 

・手当の新設（救急勤務手当、専門看護手当、認定看護師手当等） 

・医師等への年俸制度の導入 

・業績に応じた賞与制度の導入 

・昇給制度の見直し（年功序列の見直し、業績の反映等） 

契 

約 

・ 

財 

務

○法人固有の契約方式の導入 

・入札後の価格交渉方式、複数年契約の導入 

・ＷＴＯ協定の適用対象外となることによる物品購入等の簡素化 

○事業予算の弾力的な運用 

・収入に応じた支出への迅速な対応 

資料３－２



北九州医療圏における政策医療の提供体制（病院の分布）

H28.4.1　現在

（平成27年(2015)医療施設（動態）調査）

H27.10.1　現在

堤病院

福岡新水巻病院
おんが病院

水北第一病院

水巻共立病院

八幡厚生病院

正和中央病院

救 急

東筑病院
丘ノ規病院

産業医科大学病院

救 急

災 害

周 産期

が ん

住田病院

若戸病院

折尾病院

小嶺江藤病院

河内病院

堤小倉病院

八幡西病院

太平ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱ病院

八幡大蔵病院

救 急

小児救急

周産 期

災 害

が ん

JCHO九州病院

市立八幡病院

北九州八幡東病院

救 急

小児救急

災 害

救命救急

製鉄記念八幡病院

済生会八幡総合病院

救 急

救 急

産業医科大学若松病院

戸畑けんわ病院

救 急

戸畑総合病院

小倉中井病院

戸畑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

救 急 が ん

戸畑共立病院

小倉蒲生病院

日明病院

新小倉病院

東和病院

救 急

南ヶ丘病院

小倉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

新栄会病院

救 急

小児救急

周 産期

国立小倉医療ｾﾝﾀｰ
松尾病院

北九州湯川病院

安部山公園病院救 急

救 急

小児救急

災 害

災 害

救命救急

北九州総合病院

九州労災病院

健和会大手町病院

大手町ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

救 急

災 害

北九州中央病院

三萩野病院

救 急

感染症

周 産期 が ん

小倉記念病院

北九州小倉病院

鳥巣病院

救 急

門司松ヶ江病院

新小文字病院
新門司病院

JR九州病院

市立門司病院

感染症（結核）

門司掖済会病院

春日病院

門司田野浦病院

門司メディカルセンター

救 急

救 急 災 害

災 害

市立医療ｾﾝﾀｰ

救 急

おかがき病院

芦屋中央病院

くらて病院

赤間病院

遠賀いそべ病院

中間市立病院 新中間病院

八幡慈恵病院

萩原中央病院

正和なみき病院

芳野病院

西野病院

小倉到津病院

市立総合療育ｾﾝﾀｰ

やまびこ学園

平尾台病院

小倉ｾﾝﾄﾗﾙ病院

あさひ松本病院

上曽根病院

緑ヶ丘病院

救命救急センター （２箇所）救命救急 救 急 小児救急 災 害 災害医療 （９箇所）小児救急医療 （４箇所）救急告示病院 （１８箇所）

が ん
総合周産期母子医療センター （２箇所）
地域周産期母子医療センター （２箇所）
高度周産期医療機関（１箇所）

感染症医療 （２箇所）
がん診療拠点病院 （４箇所）感染症周産期

※ 病床数が１００床以上の病院名を表示 （１００床未満は●で表示した）

※ 平成２８年８月１日現在

＜ 北九州医療圏の病院等の状況 ＞ ＜ （参考）政令市の病院等の状況 ＞

健和会京町病院

下関ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

下関医療ｾﾝﾀｰ

救 急

救 急

救 急

救 急 周産 期

救 急 救 急

救 急

北九州医療圏

直方・鞍手医療圏

北九州医療圏と
他医療圏の境界線

宗像医療圏
京築医療圏

下関医療圏

合計 一般 療養 精神 結核 感染症 病院数 病床数（合計）

門司区 11 2,478 925 662 836 55 0 1.11 250.4

小倉北区 21 4,948 2,961 1,395 576 0 16 1.16 273.1

小倉南区 19 3,789 1,659 962 1,165 3 0 0.90 178.9

若松区 5 778 304 37 437 0 0 0.61 94.3

八幡東区 7 2,275 1,416 479 380 0 0 1.03 333.7

八幡西区 23 3,936 2,121 943 872 0 0 0.90 154.3

戸畑区 4 849 526 323 0 0 0 0.68 144.4

合計 90 19,053 9,912 4,801 4,266 58 16 0.94 199.2

人口１万人あたり
総施設数

病床数

合計 一般 療養 精神 結核 感染症 病院数 病床数（合計）

中間市 2 267 225 42 0 0 0 0.48 64.2

芦屋町 1 137 97 40 0 0 0 0.72 98.2

水巻町 3 459 351 108 0 0 0 1.04 159.1

遠賀町 4 343 238 105 0 0 0 2.13 182.5

岡垣町 2 510 50 50 410 0 0 0.63 161.8

合計 12 1,716 961 345 410 0 0 0.89 127.4

総施設数
病床数 人口１万人あたり

北九州
医療圏合計 102 20,769 10,873 5,146 4,676 58 16 0.93 190.3

人口１万人あたり病院数 人口１万人あたり病床数（合計）

順位 都市名 病院数 順位 都市名 病院数

1 熊本市 1.27 11 仙台市 0.55
2 札幌市 1.04 12 新潟市 0.54
3 北九州市 0.94 13 堺市 0.54
4 岡山市 0.75 14 相模原市 0.51
5 福岡市 0.75 15 千葉市 0.49
6 神戸市 0.72 16 浜松市 0.44
7 広島市 0.71 17 静岡市 0.41
8 京都市 0.70 18 横浜市 0.36
9 大阪市 0.68 19 さいたま市 0.29
10 名古屋市 0.56 20 川崎市 0.28

順位 都市名 病床数 順位 都市名 病床数

1 熊本市 209.58 11 大阪市 121.30
2 北九州市 198.84 12 仙台市 117.35
3 札幌市 189.07 13 浜松市 113.64
4 京都市 156.36 14 名古屋市 109.18
5 岡山市 152.50 15 相模原市 108.69
6 堺市 148.31 16 静岡市 107.73
7 福岡市 141.80 17 千葉市 95.71
8 新潟市 135.31 18 横浜市 74.35
9 神戸市 123.64 19 川崎市 73.47
10 広島市 121.91 20 さいたま市 62.00

資料４

災 害 (H29.4.1追加）


