
これからの地域包括ケアに求められること

医療ひっ迫の状況と在宅医療の必然

沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 高山義浩
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沖縄県における医療ひっ迫の状況分析図 ver_3.1
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一般病院の病床利用率（2019年度）

全国 79.2%
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2025年に見込まれる必要病床数の2023年時点における充足率
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沖縄県医師会による調査（2024年）

病床の稼働制限の状況と理由（沖縄県）

27病院

16病院

12病院

59.3%
44.4%

回答あり 病床を稼働制限 看護師不足が理由

看護師不足により

244床が稼働できず
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令和３年度介護保険事業状況報告（年報）、令和２年国勢調査をもとに算出

全国 1.42%
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令和４年度病床機能報告（施設票）

時間外受診者数（人口千人対／2022年度）

人口千人あたり休日・夜間・時間外に受診した患者延べ数
141.4 
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全国 83.5
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令和２年度病床機能報告公表データをもとに作図

時間外受診者のうち緊急入院数（人口千人対／2022年度）

人口千人あたり休日・夜間・時間外に受診した患者のうち緊急入院した患者数

全国 16.2



第９回ＮＤＢオープンデータ（令和４年度のレセプト情報）

都道府県別にみる往診料の算定回数（人口千人対／2022年度）
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令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計

診療所と介護老人保健施設に勤務する医師の年齢（沖縄県）

n=1041 n=43

要支援

診療所 介護老人保健施設
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高齢医師の有する経験と調整力、そして当事者性を
活かしつつ、いかに若手医師がバックアップするか。

高齢者が働き続けられる社会づくりは、ひいては若
者が成長し、適正に実力を発揮できる環境となる。



国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）

2020年の75歳以上人口を1.0としたときの指数

都道府県別にみる後期高齢者人口の将来推計
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沖縄県の地域社会が直面する医療環境の変化

１）少子高齢化の急速な進行（地域差あり）

２）回復期、慢性期、精神科病床の相対的不足

３）福祉との複合ニーズを有する患者数の増加

４）医療ニーズの高圧状態による健康危機

５）現役世代の減少と外国人労働者の増加



ご清聴ありがとうございました
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