
令和５年７月３１日 

松阪市議会 

議長 山本 芳敬 様 

                            報告者 久松 倫生 

視 察 報 告 書 

 

標記の件について、下記の通り報告いたします。 

記 

１．日 程  令和５年７月２５日（水）９：００～１１：００ 

２．目 的  松阪市議会日本共産党行政視察： 

尾道市における地域医療と地域包括システムの現状などについて学ぶ  

３．会 場  尾道市役所市議会会議室 

 

４．参加者  松阪市議会日本共産党議員 久松倫生・殿村峰代  

 

５．対応・解説議員：尾道市役所職員 議会事務局 次長 高原俊樹氏 

         福祉保健部 高齢者福祉課 課長 柏原美由紀氏、係長 久松寛明氏 

６．内容                           

１）尾道市の概要 

  総人口：2023 年 6 月末 129,314 人  

高齢者人口：47,780 人（高齢化率：３９，９５％） 

 広島県南東部・瀬戸尚会のほぼ中央に位置し、古くから海運により栄えた。現在、山

陽自動車道・瀬戸内しまなみ海道・中国やまなみ海道により「瀬戸内の十字路」とも Y

ばれ、交通物流の結節点となっている。平成 17 年御調町・向島町と平成 18 年に因島

市・瀬戸田島町を編入。中山間・市街地・島しょ部等南北に広がる。 

 港まち、坂のまち、文学のまち、芸術のまち、猫のまち、日本遺産のまち 

 サイクリング、尾道ラーメン、はっさく、レモンなどが特産 

２）幸齢社会おのみち～住み慣れた地域で元気でいきいきと暮らすために～ 



（①から⑦まで事前質問への回答形式） 

①尾道市地域医療を守る条例について 

平成 22 年 4 月制定。 

条例制定の背景：新医師臨床研修制度などの影響により、全国的に医師確保が困難な

中で「コンビニ受診（軽症患者の安易な救急外来等の受診）」、「モンスターペイシェ

ント」などの増加により医師に疲弊が顕在化した。市民、市、医療機関がそれぞれ努

力目標（役割）を課し、地域全体で医療問題などに対する意識を高め、持続可能な地

域医療体制を構築することにより、安心の町つくりを進め、県工文化の創造と確立を

図った。 

具体的な役割 

 市民：  ａ）かかりつけ医を持つ。 

      ｂ）安易な夜間・休日の受診を控える。 

      ｃ）医師・医療機関とのより良い関係の構築 

      ｄ）健康診査や健康づくり事業に積極的に参加し、健康管理に努める。 

 医療機関：ａ）それぞれの地域にあった地域医療体制の充実を図る。 

      ｂ）それぞれの地域にあった地域医療体制の充実を図る。 

 市：   ａ）地域医療を守るための施策を推進する。 

     ｂ）健康増進のための施策を構築する。 

  

②尾道市の地域包括ケアシステム   

 「基本理念」 

 目指す姿：幸齢社会 おのみち～住みなれた地域でいきいきと暮らすために～ 

      最重要なことは,高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分らしい普通

の暮らしを続けられるようにすること 

      その結果として、2025 年問題の解決につながる。 

       ・介護人材不足の軽減 

       ・被保険者の支払う保険料上昇の抑制（介護保険制度の持続） 

       ・給付費上昇の抑制（介護保険制度の持続） 

地域特性を踏まえた尾道 3 つの地域包括ケアシステム 

 「みつぎモデル」⇒公立みつぎ総合病院を中心とした地域包括ケアシステム 

      1970 編代半ばには病院機能の総合化・複合化を図り、訪問看護・リハ

ビリ等、在宅ケアの充実で寝たきりを防ぐ「寝たきりゼロ作戦」に取り

組むとともに、医療と予防の融和による疾病予防等、地域の一体的なケ

アシステム。 

 「尾道方式」⇒尾道医師会・在宅かかりつけ医を中心とした地域包括ケアシステム 

      尾道医師会を中心に中核病院の支援のもと在宅主治医機能を核とした



病診連携、「ケアカンファレンス」等による医療介護・多職種連携等。

地域の一体的なケアシステム。 

  「因島モデル」⇒因島医師会中心の地域包括ケアシステム 

        因島医師会病院・因島総合病院などを中心に、早くから往診等の在

宅医療・在宅介護の連携の推進等、地域の一体的なケアシステム。 

 

③医療と介護の連携について 

 「尾道市地域包括ケア連絡協議会」を平成 28 年 7 月に設立。 

 ⇒連携の始まりは顔の見える関係づくりから 

地域包括支援センター7 カ所が中心に（直営 2 か所・委託 5 カ所） 

ａ）医療・介護のレベルアップ 

ｂ）医療・介護・行政の連携システムの確立 

ｃ）地域課題解決に向けた検討、政策提言    を目的に開催。 

 

④地域づくり（生活支援体制整備など） 

 地域包括支援センターがある日常生活圏域 7 カ所に 

「生活支援コーディネーター（支え合い推進員）」を配置。 

 地域の生活支援や高齢者の社会参加などの促進につながる仕組みを構築する推進

役（コーディネート役）。地域ニーズと資源を確認し、地域の生活課題を共有。 

課題解決とネットワークづくりを地域と一緒に考えながら進める。 

フレイル予防⇒シルバーリハビリ体操教室、尾道あるこーかー 

認知症にやさしいまちづくり⇒ 

認知症カフェ、尾道見守り訓練、認知症サポーター養成講座等 

 

⑤地域共生・重点的支援 

 高齢者福祉計画及び第 8 期介護保険事業計画として、令和 2 年までを振り返り、

令和 3 年 1 月から「尾道市地域共生包括化推進会議」として課長級の職員が分野

を超えて協議。係長級職員は「実務者会議」として「個別ケース会議」で複合的課

題を持つ事例を協議し、「課題解決型会議」にて、重要課題となった案件について

協議・検討・試験的実施を行うことを決定する。令和 3 年度からの重層的支援体制

整備事業への移行事業を行った。 

   

⑥自立支援型ケアマネジメント 

  「尾道市自立支援型地域ケア会議」 

⇒要支援１・２の対象者（改善見込みのある方）の会議を開催。 

        その中から地域課題が抽出された。 



    地域課題⇒a)フレイル・疾病の重度化を含めた予防のための専門職の支援体制整備 

         b)歩いて行ける距離にある介護予防効果のある通いの場づくり 

 

   ⑦保険と介護の一体化 

   健康寿命延伸プラン⇒2024 年までにすべての市町村において一体的な実施を展開 

    a)ハイリスクアプローチとして「服薬情報通知事業」 

令和 4 年度より「重複・多剤投薬患者への相談・指導」 

医療レセプトデータで、2 医療機関以上からの処方薬数が 6 剤以上処方されてお

り、かつ 14 日以上継続している方に対し、改善を指導する。 

令和 4 年度：30000 名に通知し、多剤処方 27.9％改善、重複服薬 63,6％改善 

    ｂ）ポピュレーションアプローチとして「おのみちフレイル予防チャレンジ」 

    令和 4 年度は各圏域の高齢者通いの場 10 カ所において計 20 機実施。 

    栄養、運動、口腔、人とのつながりについて取り組む。 

    成 果：介護保険料５９９８円に据え置き！（参考：松阪市６７３０円） 

 

これからのキーワード：「本人の強み」「地域の強み」これを再確認することから始める！ 

 

  

７．所感 

地域医療をまもる条例を制定している広島県尾道市を訪問し①尾道市地域医療をまもる

条例の実践②包括ケアシステムと地域医療を視察の課題としました。内容としてはいわゆ

る「尾道方式」といわれている医療介護の取組、地域医療構想の下で大きな３病院(尾道市

立病院、御調病院、JA 系病院)を持つ地域医療体制をどう進めておられるかなど学びたいと

考えました。 

 尾道市の地域包括システムは・公立みつぎ総合病院を中心とした「みつぎモデル」・尾道

市医師会・在宅かかりつけ医を中心とした「尾道方式」、因島医師会中心の「因島モデル」

という地域性を生かした地域一体的ケアシステムですすめられているとのことです。みつ

ぎ病院は１９７０年代から地域包括ケアの先駆けとしてよく知られています。「尾道方式」

は開業医の方々が連携のかなめとなって病診連携、「ケアカンファレンス」等による医療介

護、多職種連携がはかられていますが、指導的な方々の役割の大きさを感じました。医師会

のみなさんの能動的な役割が大きいと思いました。 

 地域共生社会が提起され、分野を超えた支援者のネットワークづくりでいわゆる重層的

支援事業が取り組まれます。コロナ禍を経て、とりのこされる方がないよう「福祉まるごと

相談窓口」…多機関協働による“断らない窓口”が進められているということです。市として

の体制では「地域共生包括化推進会議」などが設置されているとのことです。 

 担当者と担当課長からは松阪市の資料も活用して詳細な説明があり、突っ込んだ意見交



換もできました。視察対応の姿勢も学びました。共通の認識としては顔の見える信頼関係が

大事だということでした。 

 これまでの蓄積と地域性を生かした取り組みの大事さを学べたと思います。 

「ねこのて手帳」の実践が面白いと思いました。 日常生活に支援が必要になった高齢者に

様々なサービスを提供しているお店等の情報を掲載した冊子で、高齢者と高齢者にやさし

いお店等をつなぐ役割を担うものです。商品の配達や訪問の際、高齢者を温かく見守りなが

ら、何か異変があったときには、近くの地域包括支援センター等へつないでいただくことで、

地域の見守りネットワークの強化につながっているという説明があります。 

 


