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Ⅰ はじめに                        

１ 計画改定の経緯 

東京都（以下「都」という。）においては、安心して子供を産み育てることがで

きる環境づくりの推進を図ることを目的として、平成９年度から東京都周産期医

療※１対策事業を開始し、地域において妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な

医療を効果的に提供する総合的な周産期医療体制の整備を進めてきました。 

近年、高年齢の出産などのハイリスク妊産婦が増加し、また、リスクの高い低

出生体重児数※２が１万人を超えて推移していることなどから、周産期医療に対す

るニーズは一層増加しています。その一方で、産科及び小児（新生児）科医師、

分娩取扱施設等の医療資源の減少が社会問題化する中、平成 20 年秋に区東部及

び多摩地域で発生した母体搬送困難事案を受けて、都では、東京都周産期医療協

議会の協力を得ながら、母体救命搬送システム、周産期搬送コーディネーター等

の周産期医療体制の充実・強化に向けた新たな取組を講じてきました。 

これまで都では、「周産期医療体制整備指針」（「周産期医療の確保について」（平

成 22 年１月 26 日付医政発 0126 第１号））に基づく「東京都周産期医療体制整

備計画」において、周産期医療体制の具体的な内容を定めてきています。 

一方で、国が平成 27 年度から開催した「周産期医療体制のあり方に関する検

討会」及び平成 28 年度に開催した「医療計画の見直し等に関する検討会」にお

いて、周産期医療体制の整備に当たっては、災害、救急等の他事業、精神疾患等

の他疾患の診療体制との一層の連携強化が指摘され、周産期医療体制整備計画と

医療法に基づく医療計画（周産期）との一体化により両計画の整合性を図ること

などが議論されました。 

これを受け、国は「医療計画について」（平成 29 年３月 31 日付医政発 0331

第 57 号）により、「周産期医療の確保について」（平成 22 年１月 26 日付医政発

0126 号第１号）を廃止し、今後、都道府県における周産期医療体制は、「周産期

医療の体制構築に係る指針」（以下「指針」という。「疾病・事業及び在宅医療に

係る医療体制について」（平成 29 年３月 31 日付医政地発 0331 第３号））に基

づき、構築されることになりました。 

都は、「東京都周産期医療体制整備計画」を平成 27 年３月に改定し（計画期間 

平成 27 年度～平成 31 年度）、安心・安全な周産期医療体制を充実・強化するた

めの様々な取組を進めてきたところです。国の動きを受け、計画期間の途中では

ありますが、近年の都における出生状況やＮＩＣＵ等の増床、周産期搬送システ

ムの運用状況などを踏まえた上で、本計画について、必要な見直しを行うことと

しました。 
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２ 周産期医療体制整備計画の位置づけ 

この計画は、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４の規定により策

定している「東京都保健医療計画」と整合性を図ることで同計画と一体のものと

して扱い、指針に沿った都の中長期的な周産期医療体制に対する整備方針とする

ものです。 

なお、計画期間は、平成 30 年度から平成 35 年度（2023 年度）までの６か

年としますが、今後この計画を推進する中で情勢の変化に対応し、必要に応じ見

直しを行うものとします。 

 

３ 改定の視点 

本計画では、都の周産期医療を取り巻く現状やこれまでの計画に基づく取組状

況などを踏まえ、次の３つの取組の視点に基づき計画の改定を行い、今後６年間

の中長期的な整備方針を示します。 

 

  

取組の視点１ 

高年齢の出産の増加やリスクの高い低出生体重児等に対応するため、ハイリ

スク妊産婦・新生児へのケアを強化します 

（計画Ⅲ１、２、５、７） 

取組の視点２ 

母体救命が必要なハイリスク妊産婦への対応を強化します 

（計画Ⅲ３、４、７） 

取組の視点３ 

ＮＩＣＵ等長期入院児に対する在宅移行支援を強化します 

（計画Ⅲ６、７） 

３つの取組の視点 

＜３つの視点を支える取組＞ 

周産期に係る保健医療サービスを安定して提供する体制の確保を推進します 

（計画Ⅲ７、８） 
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Ⅱ 東京都の周産期医療を取り巻く現状            

１ 母子保健指標の動向 

(１) 出生数及び合計特殊出生率※３ 

都における年間の出生数は、昭和 42 年の 235,583 人をピークとして減少傾

向が続いていましたが、平成 17 年を底に微増傾向がみられ、平成 28 年の出生

数は 111,962 人となっています。 

なお、平成 35 年（2023 年）の出生数は 109,563 人と推計され、今後６年

間ではほぼ横ばいの見込みです。（図Ⅱ-１-１） 

合計特殊出生率は、昭和47年以降減少傾向にありましたが、平成17年の1.00

を底に平成 28 年には 1.24 へと微増しています。しかし、平成 28 年の全国の

合計特殊出生率の 1.44 より低い水準にあります。 

 

図Ⅱ-１-１ 出生数、低出生体重児数及び低出生体重児の割合（出生千対）の推移 

 

 

出典：人口動態統計 

 

(２) 低出生体重児の出生数及び全出生数に占める割合 

リスクの高い低出生体重児の出生数は、平成 12 年には 8,679 人であったの

に対し、平成 28 年は 10,293 人と大幅に増加しており、平成 20 年以降は１万

人を超える数で推移しています。全出生数に占める低出生体重児の割合について

も増加傾向がみられ、出生千に対する割合は、平成 16 年から平成 25 年までは
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95 前後で推移していましたが、平成 28 年は 91.9 と微減しています。（図Ⅱ-

１-１） 

また、極低出生体重児の出生数は、平成 12 年には 698 人であったのに対し、

平成 28 年は 765 人と増加しています。 

 

（３）母の年齢別にみた出生数 

母の年齢別の出生数をみると、平成 10 年以降、30 歳から 34 歳までの母か

らの出生数が最も多く、更に 35 歳以上の母からの出生数は、平成 12 年には

16,517 人であったのに対し、平成 28 年は 41,137 人となっており、約 2.5

倍に増加しています。（図Ⅱ-１-２） 

また、35 歳以上の母からの出生数及び全出生数に占める割合は全国的に増加

傾向にありますが、都は全国の傾向を上回る状況にあります。全出生数に占める

35 歳以上の母からの出生数の割合は、平成 28 年は全国では 28.5％であるのに

対し、都では 36.7％となっています。（図Ⅱ-１-３） 

 

（４）新生児死亡率※４ 

新生児死亡率は、平成 12 年には出生千に対する割合が 2.0 でしたが、平成

28 年は 0.9 と半減しており、新生児医療技術の著しい向上、周産期医療体制の

充実、診療ガイドラインの策定による診療水準の均てん化などによるものとうか

がえます。 

 

（５）周産期死亡率※５及び妊産婦死亡数※６ 

周産期死亡率は、平成 12 には出産千に対する割合が 5.6 でしたが、平成 28

年には 3.6 に減少しています。 

妊産婦死亡数は、昭和 55 年の 40 人から平成 28 年には３人に減少していま

す。いずれも、周産期医療技術の著しい向上、周産期医療体制の充実、診療ガイ

ドラインの策定による診療水準の均てん化等によるものとうかがえます。 
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図Ⅱ-１-２ 東京都における母の年齢（５歳階級）別出生数の推移 

 

出典：人口動態統計 

 

図Ⅱ-１-３ 全出生数に占める 35歳以上の母からの出生数の割合の推移 

 
出典：人口動態統計 
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２ 東京都の周産期医療資源 

(１) 産科・産婦人科及び小児科を標榜する医療機関数 

都内の一般医療機関数は増加傾向にあるものの、産科・産婦人科を標榜する医

療機関数は、平成８年には 851 施設であったのに対し、平成 27 年には 568 施

設となっており、年々減少しています。 

また、都内の小児科を標榜する医療機関数は、平成８年の 3,671 施設から年々

減少していましたが、平成 23 年からはほぼ横ばいの傾向にあり、平成 27 年に

は 2,779 施設となっています。（図Ⅱ-２-１） 

なお、都内の分娩取扱施設については、平成 20 年には 191 施設ありました

が、平成 26 年には 169 施設と減少しています。 

 

図Ⅱ-２-１ 東京都の産科・産婦人科及び小児科標榜医療機関数の推移 

（診療科目重複計上） 

 
出典：医療施設（動態）調査、東京都の医療施設 

 

(２) ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）※７ 

都は、平成９年に出生１万人対 20 床を基本として、200 床を目標にＮＩＣＵ

の整備を進めてきました。その後、ハイリスク妊産婦や低出生体重児の増加等を

踏まえ、平成 27 年３月に改定した東京都周産期医療体制整備計画において、出

生１万人に対して 30 床を基本として、平成 31 年度末までに都全域でＮＩＣＵ
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標の達成に向けて周産期母子医療センター※８の運営や施設・設備整備等に対する

支援を行ってきたところであり、平成 30 年３月現在、ＮＩＣＵ病床は都全域で

329 床あります。（図Ⅱ-２-２） 

しかし、高年齢の出産などのハイリスク妊産婦は年々増加し、また、近年はリ

スクの高い低出生体重児数が１万人を超えて推移しているなど、引き続きＮＩＣ

Ｕの必要性が高い状況が続いています。 

 

図Ⅱ-２-２ 東京都のＮＩＣＵ病床数の推移 

 

出典：東京都福祉保健局資料 

 

(３) 周産期医療を担う医師 

都内の医療施設に従事する医師総数については、平成８年には 29,136 人でし

たが、平成 28 年は 41,445 人と近年大幅に増加しています。 

これに対し、周産期医療を担う医師のうち産科・産婦人科医は、平成８年の

1,573 人から年々減少していましたが、平成 18 年を底に増加に転じ、平成 28

年は 1,737 人となっています。小児科医は、平成８年の 4,217 人から年々減少

し、平成 20 年を底に増加傾向にあったものの、平成 28 年は 3,664 人となっ

ています。このように、医師総数の増加傾向と比較して、産科・産婦人科及び小

児科の医師数は伸び悩んでいる状況が続いています。（図Ⅱ-２-３） 
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区部

多摩

都全域

※各年度３月現在の病床数 

※周産期母子医療センター・周産期連携病院※９以外の医療機関で整備されている病床数を含む 
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図Ⅱ—２-３ 都内の医療施設に従事する医師数 

（総数、小児科、産科・産婦人科医師数）（診療科目重複計上） 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 

 

一方で、医療施設で働いている医師に占める女性医師の比率は、平成 26 年は

都では 28.4％で年々増加傾向にあり、全国の 20.4％と比較しても高く、特に産

科・産婦人科や小児科では、全体の約 3～４割が女性医師となっています。（図Ⅱ

-２-４） 

 

図Ⅱ—２-４ 医療施設に従事する女性医師比率（診療科目重複計上） 

 
出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 東京都集計結果報告 
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このように、減少傾向にあった産科・産婦人科の医師数は、近年増加に転じて

おり、また、小児科も含めた周産期医療を担う女性医師の比率は増加傾向にあり

ます。 

そのため、短時間正職員制度の導入や当直体制の見直しなどを通じて、子育て

中の女性医師が働きやすい勤務環境の整備が必要です。 

 

３ 東京都の地域特性 

(１) 人口 

都の人口は、平成 30 年１月１日現在の推計で 13,754,059 人であり、全国

の約１割を占めています。近年の推移でみると、全国的に人口は減少傾向となっ

ていますが、都においては年々増加しています。 

 

(２) 人口流出入の状況 

平成 27 年の都の人口流出入の状況をみると、夜間人口（13,515,271 人）

と昼間人口（15,920,405 人）の差が大きく、全国と比較して、他県からの人

口流入が多いことが大きな特徴といえます。 

 

(３) 医療資源の状況 

都には、高度な医療を提供する大学病院等が多数存在しますが、多摩地域には

比較的少ない状況です。このため、多摩地域の周産期を含む高度医療については、

民間病院に加えて公立病院が大きな役割を担っています。 
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Ⅲ 東京都における周産期医療体制整備計画           

１ 東京都における周産期医療に必要な病床 

(１) ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室） 

【現状及び課題】 

都では、診療報酬上の「新生児集中治療室管理料」又は「新生児特定集中治療

室管理料」を算定する病床をＮＩＣＵと定義し、ハイリスク妊産婦や低出生体重

児の増加等を踏まえ、出生１万人対 30 床を基本として、平成 31 年度末までに

都全域でＮＩＣＵ病床 320 床を確保することを目標に整備を進めてきました。

平成 30 年３月現在、ＮＩＣＵ病床は都全域で 329 床ありますが、そのうち都

の周産期医療ネットワークに参画している周産期母子医療センター及び周産期連

携病院においては 321 床が整備され、前回計画改定時の平成 27 年３月時点の

300 床から 21 床増加しています。（表Ⅲ-１-１） 

しかし、高年齢の出産などのハイリスク妊産婦は年々増加し、また、近年はリ

スクの高い低出生体重児数が１万人を超えて推移しているなど、引き続きＮＩＣ

Ｕの必要性が高い状況が続いています。 

 

表Ⅲ—１-１ 年次別ＮＩＣＵ病床数 

 平成 26 年度 27年度 28年度 29年度 

ＮＩＣＵ病床数 315床 326床 329床 329床 

  うち周産期母子医療センター及び
周産期連携病院のＮＩＣＵ病床数 300床 318床 321床 321床 

※ 各年度３月現在の病床数 

出典：東京都福祉保健局資料 

 

【今後の方向性】 

ア 定義 

診療報酬上の「新生児集中治療室管理料」又は「新生児特定集中治療室管理料」

を算定する病床 

イ 整備方針 

都は、ハイリスク妊産婦の増加や低出生体重児の出生状況等を踏まえ、引き続

き出生１万人に対して 30 床を基本として、都全域で周産期母子医療センター及

び周産期連携病院に「ＮＩＣＵ病床 340 床」を確保します。 
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(２) ＧＣＵ (回復期治療室)※10 

【現状及び課題】 

都では、診療報酬上の「新生児治療回復室入院医療管理料」の算定にかかわら

ず、ＮＩＣＵの後方病床として運営する病床で、施設が都に届け出た病床をＧＣ

Ｕと定義しています。ＧＣＵは、平成 30 年３月現在 564 床が整備されており、

前回計画改定時の平成 27 年３月時点の 558 床から増加しています。都では、

周産期母子医療センターにおいてＧＣＵをＮＩＣＵの２倍以上整備することが望

ましいとしていますが、周産期母子医療センターの約４割はＮＩＣＵの２倍未満

の病床数で運営されています。 

こうした中、ＧＣＵは、ＮＩＣＵに引き続いて入院する児等に対し、より良い

発達を支援するケアや、患者や家族を中心としたケアを提供する場としても重要

な役割を担っています。 

 

【今後の方向性】 

ア 定義 

診療報酬上の「新生児治療回復室入院医療管理料」の算定にかかわらず、ＮＩ

ＣＵの後方病床として運営する病床で、施設が都に届け出た病床 

イ 整備方針 

各施設においてＮＩＣＵの２倍以上を確保できるよう、施設や地域の状況を踏

まえ、整備を推進します。 

 

(３) ＭＦＩＣＵ (母体･胎児集中治療管理室)※11 

【現状及び課題】 

ＭＦＩＣＵは、平成 30 年３月現在 122 床が整備されており、前回計画改定

時の平成 27 年３月時点の 119 床から増加しています。 

一方、ハイリスク妊婦の増加に伴い、ＭＦＩＣＵの一層の整備が必要となって

います。 

 

【今後の方向性】 

ア 定義 

東京都周産期母子医療センター整備基準（以下「整備基準」という。）を満たし、

かつ、診療報酬上の「母体・胎児集中治療室管理料」を算定する病床 

イ 整備方針 

都では、ハイリスク妊婦の増加に伴い、ＭＦＩＣＵが不足している状況です。

そのため、引き続き周産期母子医療センターにＭＦＩＣＵの整備を推進します。 
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２ 各周産期医療関連施設の機能 

限られた医療資源の下、周産期医療機能が適切かつ円滑に提供されるためには、

一次から三次までの周産期医療施設がリスクに応じた役割分担や、それに基づく

医療機関相互の連携体制を強化することが重要です。 

そのため、都では、都内の周産期医療施設がそれぞれの役割に応じた機能分担

を図り、リスクに応じた周産期医療が提供される体制の構築に努めています。 

 

(１) 周産期母子医療センター 

【現状及び課題】 

都では、産科・小児科双方から一貫した総合的かつ高度な周産期医療を提供す

る周産期母子医療センターを、平成 30 年３月現在 27 施設指定・認定し、リス

クの高い母体・胎児・新生児に対する周産期医療体制を確保しています。 

一方で、高年齢の出産の増加や低出生体重児が 1 万人を超える状況が続いてい

ることなどから、ハイリスク妊産婦・新生児に対するケアの向上が求められてい

ます。ＮＩＣＵやＧＣＵに入院する児に対し、より良い発達を支援するケアや、

患者や家族を中心としたケアを提供することは、ますます重要になっています。 

 

① 総合周産期母子医療センター 

常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、母体救命を含むハイリスク妊娠

に対する医療、高度な新生児医療等を行う総合周産期母子医療センターを、平

成 30 年３月現在 13 施設指定しています。 

 

② 地域周産期母子医療センター 

産科・小児科（新生児医療を担当するもの）を備え、周産期にかかる比較的

高度な医療行為を行う地域周産期母子医療センターは、平成 27 年４月に東京

医科歯科大学医学部附属病院及び国家公務員共済組合連合会立川病院を新たに

認定し、平成 30 年３月現在 14 施設となっています。 

都では、整備基準を定め、ＭＦＩＣＵの設置を推進しています。平成 30 年

３月現在、ＭＦＩＣＵは、順天堂大学医学部附属順天堂医院、慶應義塾大学病

院及び公立昭和病院の３施設に整備されています。 

 

【今後の方向性】 

ハイリスク妊産婦や新生児の状況及び地域の医療資源の実情を踏まえ、必要に

応じて、総合周産期母子医療センターの指定や地域周産期母子医療センターの認

定を検討します。 
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また、周産期母子医療センターにおいて、児の望ましい成長発達を支援する理

学療法士の配置を推進するとともに、整備基準に基づくＭＦＩＣＵの整備を進め

ることなどにより、ハイリスク妊産婦・新生児に対し、より良いケアを提供する

体制の強化を図ります。 

 

① 総合周産期母子医療センター 

ア 診療機能、病床数及び確保すべき医療従事者等 

機 能 

○ 相当規模のＭＦＩＣＵを含む産科病棟、ＮＩＣＵ及びＮＩＣＵに併設されたＧＣＵ

を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、母体の救命救

急に対応するとともに、合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等）、胎児・

新生児異常（超低出生体重児、先天異常児等）等の母体又は児におけるリスクの高い

妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができるとともに、

必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外の合併症

（脳血管障害、心疾患、敗血症、外傷、精神疾患等）を有する母体に対応することが

できる。 

○ 地域周産期医療関連施設等、消防機関又は周産期搬送コーディネーターからの依頼

により母体・新生児搬送を受け入れるとともに、地域周産期医療関連施設等の診療機

能や患者情報を総合的に判断して、周産期医療体制の中核として地域の各周産期医療

関連施設等との連携を図り、担当する地域の患者の搬送先確保に努める。 

診療科目 

○ 産科及び新生児医療を専門とする小児科（ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵを有するものに

限る。）のほか、麻酔科、内科、外科、脳神経外科、精神科、ＩＣＵなどの関係診療

科等を有するものとし、日頃から緊密な連携を図る。 

○ 内科については呼吸器、消化器、循環器、血液、腎臓、代謝、感染症、膠原病等の

自己免疫疾患等に対する専門性を有する。 

○ 小児外科を有しない場合には、小児外科を有する他の施設と緊密な連携を図る。 

○ 原則として、救命救急センター※12 を設置し、又は救命救急センターと同等の機能

を有する（救急科、脳神経外科、心臓血管外科又は循環器内科、放射線科、内科、外

科等を有することをいう。）ものとする。やむを得ず、救命救急センター又は同等の

機能を有していない場合は、当該施設で対応できない母体及び新生児の疾患について

連携して対応する協力医療施設を確保し、医療機能の向上を図ることが望ましい。 

○ 精神科を有していない場合は、連携して対応する協力医療施設を確保し、精神疾患

を合併する妊産婦についても対応可能な体制を整える。 

病

床

数 

ＭＦＩＣＵ 

○ ６床以上とし、診療報酬上の母体・胎児集中治療室管理料を算定する病床とする。 

○ 原則として１床あたり 15 ㎡以上の面積を確保することとし、バイオクリーンルー

ムであることが望ましい。 

○ 後方病室（一般産科病床等）は、ＭＦＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望

ましい。 

ＮＩＣＵ 

○ ９床以上（12床以上とすることが望ましい。）とし、診療報酬上の新生児集中治療

室管理料を算定する病床とする。 

○ 原則として１床あたり７㎡以上の面積を確保することとし、バイオクリーンルーム

であることが望ましい。 

ＧＣＵ ○ ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましい。 
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確

保

す

べ

き

医

療

従

事

者

 

 
○ 次に掲げる職員をはじめとして適切な勤務体制を維持する上で必要な数の職員の

確保に努める。 

ＭＦＩＣＵ 

○ 24時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること。 

○ ＭＦＩＣＵの全病床を通じて常時３床に１人の助産師又は看護師が勤務している

こと。 

○ 帝王切開術が必要な場合に、迅速（おおむね 30 分以内）に手術への対応が可能と

なる医師各種職員を配置すること。 

ＮＩＣＵ 

○ 24時間体制で新生児医療を担当する医師が勤務していること。（16床以上の場合は

複数の新生児医療を担当する医師が勤務していること。） 

○ 常時３床に１人の看護師が勤務していること。 

○ 臨床心理士等の臨床心理技術者を配置することが望ましい。 

○ 理学療法士を配置することが望ましい。 

ＧＣＵ ○ 常時６床に１人以上の看護師が勤務していることが望ましい。 

分娩室 
○ 原則として、助産師及び看護師が病棟とは独立して勤務していること。ただし、Ｍ

ＦＩＣＵの勤務を兼ねることは差し支えない。 

麻酔科医 
○ 麻酔科医を配置すること（総合周産期母子医療センター内に配置することが望まし

い。）。 

ＮＩＣＵ入

院児支援コ

ーディネー

ター 

○ ＮＩＣＵ等の入院児に対し、その状態に応じた望ましい在宅療養等への円滑な移行

を図るため、新生児医療、地域の医療施設、訪問看護ステーション、療育施設・福祉

施設、在宅医療・福祉サービス等に精通した看護師、社会福祉士等をＮＩＣＵ入院児

支援コーディネーターとして配置することが望ましい。 

連携機能 

○ 地域の周産期医療ネットワークグループの中心となり、救急搬送の受入れ、合同症

例検討会の開催等により、地域周産期母子医療センター、地域周産期医療関連施設等

と連携を図るものとする。 

災害対策 

○ 災害時を見据えて業務継続計画を策定する。 

○ 都内のみならず近隣県の被災時においても、災害時小児周産期リエゾン等を介して

物資や人員の支援を積極的に行う。 
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イ 指定状況（平成 30年３月現在） 

施設名 所在地 
MFICU 
（床） 

NICU 
（床） 

GCU 
（床） 

救命救急セ
ンター又は
同等の機能 

精神科 

総

合

周

産

期

母

子

医

療

セ

ン

タ

ー 

愛育病院 港 区 9 12 24 ※１ ※２ 

東京大学医学部附属病院 文 京 区 6 9 15 ○ ○ 

昭和大学病院 品 川 区 9 15 25 ○ ○ 

東邦大学医療センター大森病院 大 田 区 9 15 18 ○ ○ 

日本赤十字社医療センター 渋 谷 区 6 15 40 ○ ○ 

国立成育医療研究センター 世田谷区 6 21 30 ※１ ※３ 

東京女子医科大学病院 新 宿 区 9 18 21 ○ ○ 

都立大塚病院  豊 島 区 6 15 30 ○ ○ 

帝京大学医学部附属病院 板 橋 区 10 12 24 ○ ○ 

日本大学医学部附属板橋病院 板 橋 区 9 12 24 ○ ○ 

都立墨東病院  墨 田 区 9 15 30 ○ ○ 

杏林大学医学部付属病院 三 鷹 市 12 15 24 ○ ○ 

都立多摩総合医療センター・小児
総合医療センター 

府 中 市 9 24 48 ○ ○ 

合   計    （ 13 施設 ） 109 198 353     

 

※１ 救命救急センター又は同等の機能を有していない施設 

施設名 当該施設で対応不可能な疾患 協力医療機関 

愛育病院 
産科合併症以外の母体 
及び新生児疾患 

・東京大学医学部附属病院 
・昭和大学病院 
・東京慈恵会医科大学附属病院 

国立成育医療 
研究センター 

産科合併症以外の母体 
・独立行政法人国立病院機構 
東京医療センター 

 

※２ 精神科を有していない施設 

施設名 協力医療機関 

愛育病院 
・東京大学医学部附属病院 
・東京慈恵会医科大学附属病院 
・国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

 

※３ 診療対象は基本的に子ども又はその保護者だが、自院かかりつけの妊産婦にも対応 
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② 地域周産期母子医療センター 

ア 診療機能、病床数及び確保すべき医療従事者等 

機 能 

○ 産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え、周産期に係る比較的高度

な医療行為を常時行うことができる。 

○ 総合周産期母子医療センター、地域周産期医療関連施設、消防機関、周産期搬送コ

ーディネーター等からの依頼により、比較的ハイリスクな母体・新生児搬送を受け入

れる。 

診療科目 
○ 産科及び新生児医療を専門とする小児科（ＮＩＣＵを有するものに限る。）を有す

るものとし、麻酔科その他関連診療科を有することが望ましい。 

病

床

数 

ＭＦＩＣＵ 

〔ＭＦＩＣＵを設置する場合〕 

○ 原則として１床あたり 15 ㎡以上の面積を確保し、バイオクリーンルームであるこ

とが望ましい。 

ＮＩＣＵ 

○ ３床以上（６床以上とすることが望ましい。）とし、診療報酬上の新生児特定集中

治療室管理料を算定する病床とする。 

○ 原則としてバイオクリーンルームであることが望ましい。 

ＧＣＵ ○ ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましい。 

確

保

す

べ

き

医

療

従

事

者

 

 ○ 次に掲げる職員の確保に努める。 

産科 

○ 24時間体制を確保するために必要な職員 

○ 帝王切開術が必要な場合に迅速（おおむね 30 分以内）に手術への対応が可能とな

る医師（麻酔科医を含む。）その他各種職員 

ＭＦＩＣＵ 

〔ＭＦＩＣＵを設置する場合〕 

○ 24時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること。 

○ ＭＦＩＣＵの全病床を通じて常時３床に１人の助産師又は看護師が勤務している

こと。 

ＮＩＣＵ 

○ 24時間体制で病院内に小児科（新生児医療）を担当する医師が勤務していること。 

なお、24 時間体制でＮＩＣＵ内に新生児医療を担当する医師が勤務していること

が望ましい。 

○ 常時３床に１人の看護師が勤務していること。 

○ 臨床心理士等の臨床心理技術者を配置することが望ましい。 

○ 理学療法士を配置することが望ましい。 

ＧＣＵ ○ 常時６床に１人の看護師が勤務していることが望ましい。 

ＮＩＣＵ入

院児支援コ

ーディネー

ター 

○ ＮＩＣＵ等の入院児に対し、その状態に応じた望ましい在宅療養等への円滑な移行

を図るため、新生児医療、地域の医療施設、訪問看護ステーション、療育施設・福祉

施設、在宅医療・福祉サービス等に精通した看護師、社会福祉士等をＮＩＣＵ入院児

支援コーディネーターとして配置することが望ましい。 

連携機能 

○ 総合周産期母子医療センターからの戻り搬送※13 の受入れや、周産期医療ネットワ

ークグループへの参画などにより、総合周産期母子医療センター、地域周産期医療関

連施設等と連携を図るものとする。 
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イ 認定状況（平成 30年３月現在） 

施設名 所在地 
MFICU 
（床） 

NICU 
（床） 

GCU 
（床） 

地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

 

聖路加国際病院 中 央 区 － 6 10 

東京慈恵会医科大学附属病院 港 区 － 9 24 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文 京 区 4 6 22 

東京医科歯科大学医学部附属病院 文 京 区 － 6 6 

東京医科大学病院 新 宿 区 － 12 14 

慶應義塾大学病院 新 宿 区 6 9 18 

国立国際医療研究センター病院 新 宿 区 － 6 6 

東京女子医科大学東医療センター 荒 川 区 － 9 18 

葛飾赤十字産院 葛 飾 区  － 12 18 

賛育会病院 墨 田 区 － 6 13 

町田市民病院 町 田 市 － 6 12 

国家公務員共済組合連合会 立川病院 立 川 市 － 6 6 

武蔵野赤十字病院 武蔵野市 － 6 12 

公立昭和病院 小 平 市 3 6 12 

合  計  （ 14施設 ） 13 105 191 
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(２) 周産期連携病院 

【現状及び課題】 

都では、分娩取扱施設が年々減少する中、周産期母子医療センターへの分娩・

搬送の集中を緩和するため、周産期母子医療センターとの連携の下、ミドルリス

クの妊産婦に対応する施設を周産期連携病院として指定しています。平成 27 年

12 月に昭和大学江東豊洲病院を新たに指定し、平成 30 年３月現在 10 施設を

指定しています。 

ＮＩＣＵについては、平成 30 年３月現在４施設において 18 床整備されてい

ます。 

 

【今後の方向性】 

地域の医療資源の状況を踏まえ、引き続き周産期連携病院を指定し、周産期母

子医療センターとの連携の下、ミドルリスクの妊産婦に対応する体制を確保しま

す。 

 

ア 診療機能、病床数及び確保すべき医療従事者等 

機 能 

○ 周産期母子医療センターとの連携の下、ミドルリスクの妊産婦に対応する。 

○ ＮＩＣＵ病床を有する場合には、従来、周産期母子医療センターへ搬送受入れを要

請してきた母体・新生児に対応するとともに、地域周産期医療関連施設等からのハイ

リスク新生児も受け入れるよう努める。 

診療体制 

○ 二次救急指定医療機関であること。（24時間対応で自院のかかりつけ以外の妊産婦

の搬送受入れに対応可能であること。） 

○ 重症でない（ＮＩＣＵまでは必要としない）新生児の診療が可能な体制を有するこ

と。 

○ 地域周産期医療関連施設等からの紹介（搬送）や周産期母子医療センターからの逆

紹介を受け、産科手術（帝王切開術・異所性妊娠手術等）や内科合併症のある妊産婦

の母体管理等が可能であること。 

職員体制 

○ ミドルリスクの妊産婦に対応できる産科医師による 24 時間診療体制を確保するこ

と。 

○ 産科医師、小児科医師及び麻酔科医師の当直又はオンコール体制を確保すること。 

○ 産科手術（帝王切開術・異所性妊娠手術等）や内科合併症のある妊婦の母体管理が

可能な体制を確保すること。 

連携機能 

○ 周産期医療情報システム※14 の適正な入力や周産期医療ネットワークグループな

どへの参画により、周産期母子医療センター等との役割分担や機能的な連携体制が図

れること。 
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イ 指定状況（平成 30年３月現在） 

施設名 所在地 
NICU 
（床） 

GCU 
（床） 

周

産

期

連

携

病

院

 

日本医科大学付属病院 文 京 区 － － 

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 目 黒 区 3 6 

東京北医療センター 北 区 3 6 

東京都保健医療公社豊島病院  板 橋 区 － － 

順天堂大学医学部附属練馬病院 練 馬 区 － － 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛 飾 区  － － 

昭和大学江東豊洲病院 江 東 区 9 － 

青梅市立総合病院 青 梅 市 － － 

日本医科大学多摩永山病院 多 摩 市 3 8 

東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛 江 市 － － 

合  計  （ 10施設 ） 18 20 

 

(３) 地域周産期医療関連施設 

【現状及び課題】 

病院、診療所及び助産所などの地域周産期医療関連施設は、主にローリスク妊

婦・正常分娩、ローリスク新生児の診察や治療を行う施設であり、周産期医療ネ

ットワークグループに参画し、三次・二次医療機関とリスクに応じた役割分担と

連携を図っています。 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き周産期医療ネットワークグループにおいて、三次・二次医療機

関とのリスクに応じた役割分担と連携を進め、地域の実情を踏まえながら、機能

の維持に努めていきます。 
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図Ⅲ-２-１ 東京都における周産期医療体制のイメージ図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 母体救命対応総合周産期母子医療センター：救命救急センターと総合周産期

母子医療センターとの密接な連携により、緊急に母体救命処置が必要な妊産褥

婦を必ず受け入れる施設 

※ 周産期搬送コーディネーター：総合周産期母子医療センターの担当する周産

期搬送ブロック内では受入困難な妊産褥婦及び新生児について、24 時間体制

で全都域を対象に搬送調整を行うコーディネーター 

※ 多摩新生児連携病院：周産期母子医療センターの少ない多摩地域において、

比較的リスクの高い新生児に対応する施設 

  

 

一次（正常分娩等ローリスク） 
産婦人科病院、診療所、助産所 

二次（ミドルリスク） 
周産期連携病院 

三次（ハイリスク） 
周産期母子医療センター 

周産期搬送 

コーディネーター 

 

多摩新生児連携病院 

他の搬送 

ブロック 

他の搬送 

ブロック 

周産期搬送ブロック 

母体救命対応総合周産期母子医療センター 
（スーパー総合周産期センター） 

 
 救命救急センター 

連携 
総合周産期母子医療センター 
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  【取組】 

○ 東京都周産期母子医療センター運営費等補助 

周産期母子医療センターの運営に要する費用の一部を補助することによ

り、リスクの高い母体・胎児や新生児に対する高度な周産期医療を提供し、

24 時間体制でハイリスク患者を受け入れる機能を確保します。 

○ 東京都周産期母子医療センター施設整備費等補助 

周産期母子医療センターの施設整備及び設備整備に要する費用の一部を補

助することにより、高度な周産期医療を適切に提供する医療基盤を整備しま

す。 

○ 周産期連携病院等施設設備整備費補助 

周産期連携病院の施設整備及び設備整備に要する費用の一部を補助するこ

とにより、ミドルリスク妊産婦の受入体制の確保を図ります。 



- 22 - 

 

３ 東京都の周産期搬送体制 

都は、救急医療事業として、昭和 53 年度から「新生児未熟児救急医療事業※15」

を実施し、平成９年度からは周産期医療対策事業として、周産期母子医療センタ

ーを中心に搬送体制の整備を進めてきました。 

区部は、二次保健医療圏ごとに７ブロックに分け、東京消防庁の救急車による

母体搬送及び新生児搬送を実施しており、多摩地域においては、全体を１ブロッ

クとして、東京消防庁等の救急車による搬送に加え、都立八王子小児病院におい

て実施してきたドクターカー※16 による新生児搬送を都立小児総合医療センターで

引き続き実施する併用体制を取るなど、妊産婦や新生児の状態に応じた、きめ細

やかな搬送体制を構築しています。このほか、多摩地域については、区部の総合

周産期母子医療センターの輪番制によるバックアップ体制を確保しています。 

また、緊急に母体救命処置が必要な妊産褥婦については、救急医療と周産期医

療が連携して迅速に受入先を確保する母体救命搬送システムにより対応していま

す。 

更に、母体救命搬送以外の母体搬送及び新生児搬送については、各ブロックの

総合周産期母子医療センターが搬送受入れ及び担当ブロック内の搬送調整を行っ

ています。 

これらの仕組みに加え、周産期搬送コーディネーター、胎児救急搬送システム、

周産期医療情報システム等の搬送体制を更に強化する仕組みにより、周産期搬送

体制を構築しています。（図Ⅲ-3-1） 

 

図Ⅲ-３-１ 母体の初診時診断程度（重症度）と搬送イメージ（母体搬送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胎児救急 

搬送システム 

胎児の緊急性が低い 

母体の重症度が高い 

「母体救命搬送システム 

及び胎児救急搬送システム」 

以外の母体搬送 

胎児の緊急性が高い 

母体救命搬送システム（スーパー母体搬送） 

母体の重症度が低い 
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都の周産期搬送体制を構築する各搬送システム等の運用状況については、医療

関係者や学識経験者等による検証を行うとともに、システムの更なる定着に向け

て、東京都医師会、東京産婦人科医会、東京都助産師会等の協力を得ながら、都

内周産期医療施設等に対する周知を行っています。 

 

(１) 母体救命搬送システム 

【現状及び課題】 

都では、緊急に母体救命処置が必要な妊産褥婦について、救急医療と周産期医

療が連携して迅速に受入先を確保する仕組みを「東京都母体救命搬送システム」

として定め、平成 21 年３月から運用を開始しました。 

本システムの対象症例であると判断される場合には、119 番通報を行い、通報

を受けた各消防本部指令室から直近の救急医療機関に患者の受入れを要請します。

当該救急医療機関で受入れが難しい場合は、都内で６か所指定されている母体救

命対応総合周産期母子医療センター（以下「スーパー総合周産期センター」とい

う。）が患者を必ず受け入れることで、受入先の選定にかかる時間をできる限り短

縮し、迅速に母体の救命処置を行う体制を確保しています。 

母体救命搬送システムの運用実績は、ハイリスク妊産婦の増加等を背景に、平

成 21 年度の 51 件に対し、平成 28 年度は 231 件と、制度開始当初と比較して

４倍以上増加しています。（図Ⅲ-３-２） 

都では、母体救命搬送システムの運用開始以降、搬送事例についてスーパー総

合周産期センター等から情報収集を行い、東京都周産期医療協議会※17 の「周産期

搬送体制検証部会」において運用状況の検証を行うとともに、本システムの改善

を行っています。 

また、スーパー総合周産期センターその他の救急医療機関等の協力を得ながら、

本システムの更なる定着を図っています。 
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図Ⅲ-３-２ 母体救命搬送システムの運用実績の推移 

 

出典：東京都福祉保健局資料 

 

【今後の方向性】 

母体救命搬送システムについて、対象症例の増加や搬送状況等を踏まえ、必要

に応じて新たなスーパー総合周産期センターの指定を検討するなど、制度の適正

な運用を推進していきます。 

また、スーパー総合周産期センターその他の救急医療機関等の協力を得ながら、

本システムの更なる定着と円滑な運用を図っていきます。 
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(２) 周産期搬送コーディネーター 

【現状及び課題】 

都では、助産師等による周産期搬送コーディネーターを平成 21 年８月から東

京消防庁指令室に配置しました。都内産科施設等において搬送が必要となった妊

産褥婦及び新生児について、総合周産期母子医療センターにおいて受入れ不能か

つ当該ブロックにおいて搬送調整が困難な場合に、24 時間体制でブロックを越

えて全都域を対象に搬送調整を行うことで、選定困難事案の減少及び選定時間の

短縮や、周産期母子医療センター等の医師の負担軽減を図っています。 

また、周産期搬送コーディネーターは、119 番通報による搬送調整にも対応し

ており、各消防本部と連携を図りながら搬送先選定を行っています。 

都全域で搬送調整を行う周産期搬送コーディネーターの取扱実績は、周産期母

子医療センターにかかる患者が増えていることなどを背景に増加傾向にあります。

これに伴い、ブロックを越えて搬送された患者について、症状が安定した後、患

者受入病院において転院先の調整が必要になるなど、転院調整が課題となってい

ます。（図Ⅲ-３-３） 

 

図Ⅲ-３-３ 周産期搬送コーディネーターの取扱実績の推移 
（他県からの受入調整を除く） 

 
出典：東京都福祉保健局資料 

 

【今後の方向性】 

周産期搬送コーディネーター制度の円滑な運用を図るため、ブロックを越えて

搬送された患者等の症状安定後の転院搬送について、引き続き検討を行っていき

ます。 

また、周産期搬送コーディネーター制度の更なる定着と円滑な運用に向けて、

東京都医師会、東京産婦人科医会、東京都助産師会等の協力を得ながら、都内周

産期医療施設等に対する周知を引き続き行っていきます。 
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(３) 胎児救急搬送システム 

【現状及び課題】 

都では、母体救命搬送システムや周産期搬送コーディネーター制度などにより、

母体及び新生児の搬送体制を構築していますが、常位胎盤早期剥離※18 のように、

母体の救急であると同時に胎児の状態が悪化する場合や、母体に特段の異常はな

いものの胎児の状態が悪化するような、いわゆる「胎児救急」の場合の搬送につ

いては、地域ごとのルールや搬送に関わる医師の判断により取扱いが異なる状況

にありました。 

そこで、常位胎盤早期剥離及び早産期に胎児機能不全※19 の徴候がある場合など、

胎児の生命に危険が生じている可能性があり、急速遂娩が必要と判断した場合に、

速やかに母体搬送及び分娩を行う「東京都胎児救急搬送システム」の運用を平成

25 年３月から開始しました。 

本システムの対象症例であると判断される場合には、産科施設等は「胎児救急」

として、ブロック内の搬送先調整担当の総合周産期母子医療センターに患者の搬

送受入れを要請します。総合周産期母子医療センターは、原則として母体搬送を

受け入れ、必要とする処置を行いますが、当該総合周産期母子医療センターで受

入れが難しい場合は、ブロック内で搬送先を調整するか又は周産期搬送コーディ

ネーターへ搬送先の選定を依頼します。 

なお、地域の事情に応じて、直近の周産期母子医療センター等への受入要請を

優先することも可能です。 

本システムについては、運用開始から５年が経過していますが、本システムの

内容が必ずしも全ての都内周産期医療施設等に定着していない現状があります。 

 

【今後の方向性】 

本システムの更なる定着を図るため、東京都医師会、東京産婦人科医会、東京

都助産師会等の協力を得ながら、都内周産期医療施設等に対する周知を引き続き

行っていきます。 

また、実施状況の把握や検証等を行い、必要に応じて本システムの改善を図っ

ていきます。 
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(４) 県域を越えた周産期搬送 

【現状及び課題】 

近隣各県において周産期医療体制整備計画が策定され、周産期医療体制が整備

される中、他県からの患者受入れは減少傾向にあるものの、平成 28 年度の実績

をみると、都内周産期母子医療センターの母体搬送受入件数のうち、約５％が他

県からの搬送となっています。 

こうした状況を受け、都への昼間人口の流入が多く、また、県域を越えた周産

期搬送件数が多い近隣３県（埼玉県・神奈川県・千葉県）との連携体制を構築す

るため、ルール作りなどの検討を行い、平成 24 年１月から神奈川県と、平成 26

年４月から埼玉県と、平成 29 年４月から千葉県との間で、連携の試行を開始し

ました。 

 

【今後の方向性】 

近隣３県（埼玉・神奈川・千葉）と周産期搬送体制等について情報共有を行う

とともに、試行の実施状況を検証の上、本格実施に向けた検討を行っていきます。 

 

(５) 周産期医療情報センター（周産期医療情報システム） 

【現状及び課題】 

都では、昭和 62 年からオンライン専用端末による産科及び新生児科双方の診

療情報のネットワーク化を図り、現在、都内全ての周産期母子医療センター、周

産期連携病院及び東京消防庁指令室内に「東京都周産期医療情報システム」を設

置しています。 

本システムにより、都内の周産期母子医療センター及び周産期連携病院の産科

及び新生児科の空床状況等の搬送受入可否を示す診療能力情報※20 を共有し、搬送

先の選定等に活用しています。（図Ⅲ-３-４） 

また、本システムは、周産期母子医療センター等から収集した妊産褥婦及び新

生児の症例データを蓄積する周産期医療情報データベースを有しています。周産

期母子医療センター等は本データベースを利用し、症例データの解析を行うこと

ができます。 

 

【今後の方向性】 

本システムを活用し、医療機関相互の連絡・協力体制を推進するとともに、周

産期搬送コーディネーターによる詳細情報の収集を適宜行うことにより、円滑な

搬送先選定を行っていきます。 

また、周産期母子医療センター等から引き続き妊婦・新生児の症例データを収

集し、解析等を行っていきます。 
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図Ⅲ-３-４ 周産期医療情報システム画面イメージ 

 

 

(６) 災害時の周産期医療体制 

【現状及び課題】 

平成 23 年に発生した東日本大震災においては、情報伝達網の遮断や小児・周

産期医療に精通した医療従事者の不足などから、妊産褥婦及び新生児の搬送に混

乱が生じました。 

また、地域における周産期医療に関する情報が周産期医療従事者間のみでしか

共有されず、災害医療体制下で有効に活用されない状況がみられました。 

これらを踏まえ、都においても、首都直下地震などの大規模災害に備えて、災

害時も機能する周産期医療体制を平時から構築する必要があります。 

  

【今後の方向性】 

東京都災害対策本部等に災害医療コーディネーターのサポートとして、小児・

周産期医療に特化した調整役である「災害時小児周産期リエゾン」を指定します。 

災害時小児周産期リエゾンに指定された者は、平時からの各関係機関等との連

携や訓練等を通じて、地域のネットワークを災害時に有効に活用する仕組みを構

築します。 

災害時の課題への対応や具体的な体制等については、東京都周産期医療協議会

の「災害時周産期医療体制検討部会」において検討していきます。 
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４ 周産期医療施設間連携の推進 

(１) 周産期医療ネットワークグループ 

【現状及び課題】 

都では、８つの周産期搬送ブロックごとにブロック内の医療機関等との連携を

推進するため、周産期母子医療センターを中核として周産期医療ネットワークグ

ループを構築しています。 

各グループにおいては、医療機関の機能分担と連携を強化するため、診療機能

情報の共有や搬送基準等について検討を行うとともに、症例検討会や研修を開催

するなど、一次から三次までの医療機関等の医師等による「顔の見える連携」を

目指した、各グループの実情に即した連携体制の構築を進めています。 

 

【今後の方向性】 

今後も、周産期母子医療センターを中核とした「顔の見える連携」を更に進め、

地域におけるそれぞれの役割分担の下、周産期医療施設間の連携体制を構築して

いきます。 

また、周産期医療ネットワークグループを通じて、地域における精神科等の関

連医療機関や保健所等との連携及び情報共有を図るなど、精神疾患を合併する妊

産婦への対応を検討します。 

 

(２) セミオープンシステム（オープンシステム）を活用した連携 

【現状及び課題】 

セミオープンシステムとは、分娩を受け持つ中核病院と、身近な地域の診療所

等（以下「連携医療機関」という。）との相互の紹介を通して、患者のリスクを踏

まえ、医療機能に応じた役割分担を進める取組です。例えば、妊婦健康診査はセ

ミオープンシステムに参画している連携医療機関が受け持ち、分娩は提携してい

る中核病院で行います。（図Ⅲ-４-１） 

オープンシステムとは、妊婦健康診査は連携医療機関で行い、分娩は提携して

いる中核病院で連携医療機関の医師・助産師が行うシステムです。 

これらのシステムについては、妊産婦の利便性が保たれるだけでなく、早めの

紹介等により、地域の診療所等の妊娠・分娩管理に伴うリスクが軽減されたり、

中核病院の外来患者数の減少により負担が軽減されたりするなど、妊産婦と医療

機関の双方にメリットのある取組です。しかし、これらのシステムを実施してい

る施設が少ないことから、都ではその導入を推進しています。 
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【今後の方向性】 

セミオープンシステム等については、「周産期医療ネットワークグループ」によ

る各地域の連携体制を生かし、各周産期医療関連施設がリスクに応じて、妊婦健

康診査と分娩などの役割分担を進めることが重要です。これらのシステムを導入

する施設の増加へ向けて、引き続き関係機関等への働きかけや周知を行っていき

ます。 

 

図Ⅲ-４-１ セミオープンシステムのイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜セミオープンシステムの主な例＞ 

① 妊婦健康診査は、妊婦の身近な地域の診療所、病院、助産所（登録医療機関）で行い、

分娩等は提携している中核病院で行う。 

② 妊婦健康診査とローリスク妊婦の分娩は、妊婦の身近な地域の診療所、病院、助産所

（登録医療機関）で行い、ハイリスク妊婦の分娩等は提携している中核病院で行う。 

オープン病院 
（提携している中核病院） 

健診・ローリスク妊婦の分娩 

ローリスク 

妊 婦 妊 婦 

健診・分娩 

健診 

ハイリスク 

妊 婦 

分娩取扱なし 
診療所・病院・助産所 

（登録医療機関） 

分娩取扱あり 
診療所・病院・助産所 

（登録医療機関） 
 

健診 

健診・ハイリスク妊婦の分娩 
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５ 多摩地域における周産期医療体制 

(１) 多摩地域における周産期医療体制 

【現状及び課題】 

多摩地域においては、年々減少していた分娩取扱施設数については近年はほぼ

横ばいになっていますが、出生千人当たりの産科・産婦人科医師数は全国平均を

下回る状況となっています。 

こうした中、杏林大学医学部付属病院と都立多摩総合医療センター・小児総合

医療センターが総合周産期母子医療センターとして、多摩地域の周産期医療体制

の中核を担っています。 

多摩地域では、５つの二次保健医療圏を併せ、多摩地域全体を１つのブロック

として、母体搬送及び新生児搬送を実施しています。母体搬送については、杏林

大学医学部付属病院が担当し、院内の助産師が搬送コーディネーターとして、搬

送受入れ及び調整を行っています。新生児搬送については、都立小児総合医療セ

ンターが担当し、ドクターカーを活用しながら搬送受入れ及び調整を行っていま

す。 

また、全都での取組に加え、多摩地域における周産期医療ネットワークグルー

プにより、連携体制の強化を図っています。 

 

【今後の方向性】 

多摩地域全体で１つのブロックとし、杏林大学医学部付属病院と都立多摩総合

医療センター・小児総合医療センターを中心に、一次から三次までの機能に応じ

た役割分担と連携を更に進めていきます。 

また、全都での取組に加え、多摩地域における周産期医療体制を引き続き確保

するため、多摩地域における周産期医療ネットワークグループの連携体制の強化

や新生児搬送体制の充実などを更に図っていきます。 

 

(２) 多摩地域における周産期医療ネットワークグループ 

【現状及び課題】 

杏林大学医学部付属病院と都立多摩総合医療センター・小児総合医療センター

の２つの総合周産期母子医療センターがリーダーとなり、多摩地域に所在する周

産期母子医療センター、周産期連携病院、その他主要な二次医療機関、一次医療

機関、助産所の代表等が参加して、多摩地域における周産期医療ネットワークグ

ループを構築しています。 

更に、多摩地域を６つのサブグループに分け、各サブグループにおいて周産期

母子医療センター又は周産期連携病院が中心となり連携会議を開催し、地域の実

情に応じた連携を図っています。 
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【今後の方向性】 

杏林大学医学部付属病院と都立多摩総合医療センター・小児総合医療センター

の２つの総合周産期母子医療センターが役割分担を行い、一層の協力の下、多摩

地域における周産期医療施設間の連携体制の充実を図っていきます。併せて、６

つのサブグループにおいても、各グループの実情に即した連携を推進していきま

す。 

 

(３) 多摩地域における母体救命対応総合周産期母子医療センター 

【現状及び課題】 

緊急に母体救命処置を必要とする妊産褥婦を必ず受け入れる母体救命対応総合

周産期母子医療センターとして、都立多摩総合医療センター・小児総合医療セン

ターに加え、平成 27 年４月に杏林大学医学部付属病院を指定し、多摩地域にお

ける母体救命体制の強化を図りました。 

多摩地域における母体救命対応総合周産期母子医療センターの指定は２施設に

なりましたが、母体救命搬送システム対象症例の増加や搬送状況等を踏まえると、

今後も母体救命体制の強化が必要です。 

 

【今後の方向性】 

母体救命搬送システム対象症例の増加や搬送状況等を踏まえ、引き続き多摩地

域における母体救命体制の充実強化を図っていきます。 

 

(４) 多摩新生児連携病院 

【現状及び課題】 

周産期母子医療センターの少ない多摩地域において、比較的リスクの高い新生

児に対応する医療機関を「多摩新生児連携病院」として、平成 30 年３月現在１

施設を指定しています。多摩新生児連携病院において、24 時間体制での新生児

搬送の受入れや周産期母子医療センターからの逆紹介等に対応することで、多摩

地域の新生児搬送受入体制の強化を図っています。 

なお、多摩地域の周産期母子医療センター及び周産期連携病院におけるＮＩＣ

Ｕ病床数は、平成 30 年３月現在 66 床が整備され、平成 27 年３月時点の 63

床と比較すると３床増加しています。 

 

【今後の方向性】 

多摩新生児連携病院の指定により、比較的リスクの高い新生児に対応する施設

を確保し、多摩地域の新生児搬送受入体制の強化を引き続き図っていきます。 

 

 

 

【取組】 

○ 周産期医療ネットワークグループ（多摩地域） 

○ 多摩新生児連携病院 

○ 東京都地域医療支援ドクター事業 



- 36 - 

 

６ ＮＩＣＵ等入院児の在宅等への移行支援 

ＮＩＣＵの恒常的な満床状態を解消できない要因の一つとして、ＮＩＣＵ・Ｇ

ＣＵに入院している児が、在宅療養等へ円滑に移行できないことがあります。集

中治療を脱しても医療ニーズや療育支援の必要性が高いＮＩＣＵ等入院児は、家

族が在宅療養について不安を感じており、また、地域の支援体制が十分とは言え

ず、適切な時期での退院が難しい状況にあります。 

こうした中、平成 22 年度から平成 23 年度までの２年間、都立墨東病院のＮ

ＩＣＵ等の入院児を対象に、在宅移行が望ましい児に対する退院支援及び継続し

た在宅生活を支援するための取組や周産期母子医療センター・保健所・保健セン

ター職員等の研修をモデル的に行い、その成果を踏まえ、ＮＩＣＵ等入院児の在

宅等への移行支援の取組を実施しています。 

周産期母子医療センター等のＮＩＣＵ又はＧＣＵに新生児期から引き続き 90

日以上入院している児は、平成 28 年 10 月１日現在 83 人です。このうち、児

の状態や家族の状況などにより 1 年以上入院している長期入院児は、14 人いま

す。（表Ⅲ-６-１） 

  

表Ⅲ-６-１ ＮＩＣＵ・ＧＣＵでの長期入院児の推移 

調査基準日 総数 
9 0 日 以 上 

半年未満 

半年以上 

１年未満 

１年以上 

２年未満 
２年以上 

平成 22年５月 1日 100人 37人 41人 22人 

平成 23年 10月 1日 104人 57人 21人 16人 10人 

平成 24年 10月 1日 80人 44人 19人 11人 6人 

平成 25年 10月 1日 80人 46人 20人 6人 8人 

平成 26年 10月 1日 72人 36人 23人 7人 6人 

平成 27年 10月 1日 70人 40人 15人 10人 5人 

平成 28年 10月 1日 83人 50人 19人 8人 6人 

出典：東京都周産期医療施設実態調査（平成 22年５月１日）、 

東京都周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ入院児実態調査（平成 23年 10月１日以降） 
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(１) ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの機能の強化 

【現状及び課題】 

低出生体重児の増加等を背景としたＮＩＣＵ等長期入院児への在宅移行支援と

して、都立墨東病院における退院支援モデル事業の成果を踏まえ、周産期母子医

療センター等にＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの配置を推進し、平成 28

年度は 26 施設に配置されています。 

ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターは、従来は医師が中心となって行ってい

た退院に向けた調整を、看護師やＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）等が担うこ

とにより、院内外とのコーディネート機能を強化するとともに、家族に対して在

宅療養に向けた医療的ケアの指導や相談・助言等を行うなど、家族が自信を持っ

て日々の療育や看護に当たれるよう支援しています。 

ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの配置等により、ＮＩＣＵ等長期入院児

の数は減少傾向にあります。 

 

【今後の方向性】 

周産期母子医療センター等に対し、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの配

置を働きかけるとともに、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの支援の質の向

上に向けた取組を行い、在宅移行に向けたコーディネート機能の強化を図り、Ｎ

ＩＣＵ等入院児の在宅療養等への移行を引き続き支援していきます。 

 

(２) 周産期母子医療センター等における在宅移行支援体制の整備 

【現状及び課題】 

都では、周産期母子医療センター等に対し、在宅療養への移行に向けた退院準

備や在宅移行後の急性増悪時の受入れのための在宅移行支援病床の設置を進めて

おり、平成 28 年度は８施設に整備されています。しかし、周産期母子医療セン

ターにおける小児重症患者の増加に伴い、在宅移行支援病床の設置や運営が困難

な状況があります。 

また、都では、周産期母子医療センターや小児指定二次救急医療機関において、

在宅移行後の家族を支えるためのレスパイト病床※21 の整備を進める事業を、平成

28 年度は 16 施設において実施していますが、レスパイトのニーズは高く、一

層の整備が求められています。 

 

【今後の方向性】 

周産期母子医療センターに加えて、地域の医療機関にも在宅移行支援病床の整

備を進めるとともに、レスパイト病床の整備を更に進めるなど、ＮＩＣＵ等入院

児と家族に対する円滑な在宅療養への移行を引き続き支援していきます。 
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(３) 地域における在宅療養支援体制の整備 

【現状及び課題】 

周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵの確保及び在宅療養への円滑な移行

を促進するため、ＮＩＣＵ等入院児に関わるＮＩＣＵ等スタッフ（医師、助産師、

看護師、ＭＳＷ等）、診療所医師、訪問看護ステーション看護師、保健師等を対象

とした研修を実施してきました。 

また、保健所や福祉関係機関、療育機関との連携を強化することで、ハイリス

ク妊婦等に対する出産前後からの支援体制を構築するとともに、平成 29 年度か

らＮＩＣＵ等入院児の退院前の自宅訪問や外泊訓練等の退院に向けた支援の充実

を図るための事業を実施しています。 

低出生体重児や退院時に医療・介護ケアが必要な児の増加を踏まえて、地域に

おける在宅療養への移行支援を更に強化する必要があります。 

 

【今後の方向性】 

ＮＩＣＵ等入院児に関わるスタッフ等が連携して、円滑な在宅等への移行及び

地域での療養生活を支える仕組みを構築するため、多職種連携を目的とした研修

の充実を図ります。 

また、小児患者の在宅療養について、これまでの検討を踏まえ、小児等在宅医

療の提供体制を整備していきます。 
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図Ⅲ-６-１ 退院後の在宅療養を支える仕組み 
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【取組】 

○ 東京都周産期母子医療センター運営費等補助 

 （ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター配置加算） 

○ 東京都在宅移行支援病床運営費補助 

ＮＩＣＵやＧＣＵに長期入院している又は同等の病状を有する気管切開以上

の呼吸管理を必要とする小児について、ＮＩＣＵ・ＧＣＵと在宅療養の間に中間

的な病床として在宅移行支援病床を設置し、在宅療養等への円滑な移行の促進を

図ります。 

○ 東京都在宅移行支援病床整備費補助 

在宅移行支援病床の施設及び設備整備に要する費用の一部を補助することに

より、在宅療養等への円滑な移行の促進を図ります。 

○ 東京都在宅療養児一時受入支援事業補助 

ＮＩＣＵ等長期入院児等の在宅療養中の定期的医学管理及び保護者のレスパ

イトケアを実施します。 

○ 東京都小児等在宅移行研修事業 

周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵの確保及び在宅療養等への円滑な

移行を促進するため、医師・看護師・理学療法士・ＭＳＷ・保健師等に向けた職

種別研修や多職種合同研修を実施します。 

○ 東京都重症心身障害児等在宅療育支援事業 

在宅重症心身障害児（者）等訪問事業、在宅療育相談事業、訪問看護師等育成

研修事業、在宅療育支援地域連携事業を柱にした、重症心身障害児及び医療的ケ

ア児の在宅移行支援と療育支援を行います。 

○ ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援事業補助 

ＮＩＣＵ・ＧＣＵ・ＰＩＣＵ等に入院している小児の外泊訓練等を支援するた

めの経費を補助することにより、退院に向けた支援の充実を図り、退院後に医療

ケア等が必要なＮＩＣＵ等入院児の在宅療養への円滑な移行を一層推進すると

ともに、退院後の安定した生活の継続に役立てていきます。 
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７ 周産期医療関係者の確保と育成 

(１) 医師 

【現状及び課題】 

都内の分娩を取り扱う産科・産婦人科常勤医師数は、平成 22 年は 784 人で

したが、平成 26 年は 775 人と微減となっています。地域により分娩を取り扱

う産科・産婦人科医師の高齢化が課題となっています。 

新生児診療を行う小児科常勤医師数は、平成 22 年の 396 人に対し、平成 26

年は 397 人とほぼ同数でしたが、そのうち新生児専任の常勤医師数は、平成 22

年の 136 人から平成 26 年は 161 人と増加しています。しかし、特に周産期母

子医療センターにおける新生児医療に従事する医師の不足により、診療体制の確

保に苦慮する医療施設があるなど、人材の確保が課題となっています。（表Ⅲ-７-

１） 

 

表Ⅲ—７-１ 産科・産婦人科常勤医師数（分娩を取り扱う者）及び 

                新生児診療を行う小児科常勤医師数の推移 

 平成 22年 平成 26年 

男性 女性 計 男性 女性 計 

産科・産婦人科 

常勤医師 

498人 

(63.5%) 

286人 

(36.5%) 

784人 

(100.0%) 

456人 

(58.8%) 

319人

(41.2%) 

775人 

(100.0%) 

新生児診療を行う

小児科常勤医師 

248人 

(62.6%) 

148人 

(37.4%) 

396人 

(100.0%) 

237人 

(59.7%) 

160人 

(40.3%) 

397人 

(100.0%) 

 うち新生児専任 

常勤医師 

89人 

(65.4%) 

47人 

(34.6%) 

136人 

(100.0%) 

114人 

(70.8%) 

47人 

(29.2%) 

161人 

(100.0%) 
※各年４月１日現在の医師数 

出典：東京都周産期医療施設実態調査（平成 22年度、平成 26年度） 
 

また、都内の医療施設に従事する医師に占める女性医師の比率は、平成 26 年

は 28.4％で年々増加傾向にあり、全国の 20.4％と比較しても高く、特に産科・

産婦人科や小児科では、全体の約３～４割が女性医師となっています。このため、

子育て中の女性医師が働きやすい勤務環境の整備が必要です。（表Ⅲ-７-２） 

 

表Ⅲ—７-２ 医療施設に従事する女性医師数・比率 

                      （診療科目重複計上・平成 26年） 

医師（都） 29,172人 (71.6%) 11,597人 (28.4%) 40,769人 (100.0%)

うち産科・産婦人科 935人 (57.1%) 703人 (42.9%) 1,638人 (100.0%)

うち小児科 2,652人 (66.2%) 1,356人 (33.8%) 4,008人 (100.0%)

医師（国） 236,350人 (79.6%) 60,495人 (20.4%) 296,845人 (100.0%)

男性 女性 合計

※12月１日現在の医師数 出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 東京都集計結果報告 
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都では、医師の確保が困難な地域や診療科等に従事する医師を確保するため、

平成 21 年度から東京都地域医療医師奨学金制度を設け、将来的に周産期医療に

従事する医師の確保を図っています。これに加え、周産期医療を担っている産科

及び新生児医療を担当する医師に対する処遇改善や、都立病院における新生児専

門医の研修の実施などにより、周産期医療を担当する医師の確保と新生児専門医

の育成を図っています。 

また、女性医師の確保・定着に向け、短時間正職員制度や当直体制の見直し等

の勤務環境の改善に対する支援を行うとともに、保育所や学童クラブなどの拡充

にも努めています。 

更に、都では、確保が困難な診療科の医師を多摩・島しょの公立病院等に一定

期間派遣する「東京都地域医療支援ドクター事業」を実施し、地域の医療体制の

確保を支援しています。 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、東京都地域医療医師奨学金制度及び東京都地域医療支援ドク

ター事業を実施するとともに、医師に対する処遇改善や、女性医師の確保・定着

に向けた勤務環境の改善に対する支援を行うなど、周産期医療を担う医師の確保

を図っていきます。 

 

(２) 助産師・看護師 

【現状及び課題】 

周産期母子医療センターにおける常勤の助産師及び看護師の数は、平成 22 年

は助産師が 1,194 人、看護師が 971 人でしたが、平成 26 年は助産師が 1,391

人、看護師が 966 人で、助産師については増加しています。しかしながら、Ｎ

ＩＣＵ増床時などに新たに助産師及び看護師を確保することは依然困難であり、

施設によっては、十分な看護体制の確保が難しい状況にあります。（表Ⅲ-７-３） 

 

表Ⅲ-７-３ 周産期母子医療センターにおける助産師及び看護師数（常勤）の推移 

 平成 22年 平成 26年 

助産師 

産科 988人 1,113人 

新生児 206人 278人 

合計 1,194人 1,391人 

看護師 

産科 246人 244人 

新生児 725人 722人 

合計 971人 966人 

※各年４月１日現在の助産師・看護師数 
出典：東京都周産期医療施設実態調査（平成 22年度、平成 26年度） 
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現在、都では、助産師・看護師については「養成・定着・再就業」を柱とした

確保対策を実施するとともに、質の向上を図るため認定看護師等の資格取得を支

援しています。 

また、助産師については、分娩取扱施設が減少する中、周産期母子医療センタ

ー以外でもハイリスク妊産婦が増加しており、分娩介助の少ない施設における介

助スキルをアップさせるための出向ニーズが高まっています。限られた助産師が、

より良い助産ケアを提供するためにも、実践能力の向上が必要です。 

 

【今後の方向性】 

「養成・定着・再就業」を柱とした助産師・看護師確保対策を更に充実してい

くとともに、認定看護師等の資格取得支援を行うなど、質の高い助産師・看護師

の確保を図っていきます。 

また、分娩取扱施設間での助産師の出向を支援し、助産師実践能力の向上等を

図っていきます。 

 

(３) 院内助産システム※22 

【現状及び課題】 

都では、医師と助産師の役割分担・連携の下、助産師がハイリスクも含めた妊

産褥婦やその家族の意向を尊重し、個々のケースに応じた助産ケアを提供するこ

とができるよう、院内助産システム（院内助産※23・助産師外来※24）の積極的な活

用を促進し、平成 29 年度は、院内助産が７施設、助産師外来が 54 施設開設さ

れています。（表Ⅲ-７-４） 

 

表Ⅲ-７-４ 院内助産システムの実施状況の推移 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

  平成 23年度 平成 29年度 

院内助産 5施設 7施設 

助産師外来 52施設 54施設 
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出典：東京都福祉保健局調べ 

 

【今後の方向性】 

院内助産システムの積極的な活用と開設を引き続き促進し、医師と助産師によ

るチーム医療を行うことで、妊産褥婦の安全と快適な妊娠・出産との両立を図り

ます。 

 

(４) 研修 

【現状及び課題】 

都では、一次医療機関から三次医療機関までの周産期医療関係者に対し、周産

期医療の基本的手技、最新の周産期医療技術などの研修を総合周産期母子医療セ

ンターにおいて実施しています。 

また、平成 22 年度から、新生児蘇生に関する研修を東京産婦人科医会に委託

し、毎年度、区部及び多摩地域の２か所で実施しています。 

一方、高年齢の出産などのハイリスク妊産婦の増加等により、母体救命搬送シ

ステムによる搬送件数は増加傾向にあり、そのうち約半数が産科危機的出血等の

患者となっています。妊産婦死亡率が顕著に低下している中、出血は依然として

妊産婦の主たる死亡原因であることから、本システムをより有効に機能させるた

め、搬送元となる一次周産期医療機関等における産科救急対応能力の向上が必要

です。 

 

【今後の方向性】 

一次医療機関から三次医療機関までの周産期医療関係者に対し、周産期医療の

基本的手技、最新の周産期医療技術、ＮＩＣＵ等高次医療施設を退院後に地域で

医療的なケアを必要とする児やその家族のための環境整備や地域連携のために必

要な手続き等に関する基礎的な知識等を習得させるための研修を、引き続き総合

周産期母子医療センターにおいて実施していきます。 

また、一次周産期医療機関等の周産期医療関係者を対象として、新生児蘇生に

関する研修に加え、産科危機的出血時等の母体急変時における初期対応の強化を

図る研修等を行うことで、周産期医療全体の質の向上を図っていきます。 
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  【取組】 

○ 東京都地域医療医師奨学金制度 

○ 医師勤務環境改善事業 

病院における医師の勤務環境を改善する取組、離職した女性医師等の復職を

支援する取組等に係る経費の一部を補助することにより、勤務医の離職防止と

定着対策の導入促進を図ります。 

○ 東京都地域医療支援ドクター事業 

多摩･島しょの公立病院等を支援し、地域の医療体制を確保するため、医師不

足が深刻な公立病院等へ医師を一定期間派遣します。 

地域医療の支援に意欲をもつ医師を都職員として採用し派遣することによ

り、公立病院等を支援し地域の医療体制を確保します。 

○ 産科医等確保支援事業（分娩手当） 

○ 産科医等育成支援事業（研修医手当） 

○ 新生児医療担当医（新生児科医）確保支援事業 

○ 新生児医療担当医（新生児科医）育成支援事業 

○ 院内助産所・助産師外来開設研修事業 

○ 助産師出向支援導入事業 

限られた助産師がより良い助産ケアを提供するために、助産師の出向を通し

て、助産師として必要な知識及び技術を習得させ、助産師実践能力の向上等を

図ります。 

○ 周産期医療関係者研修 

○ 新生児救命研修 

一次周産期医療機関等の医師及び助産師等を対象として、新生児蘇生に関す

る研修を実施します。 

○ 産科救急対応向上研修 

一次周産期医療機関等の医師及び助産師等を対象として、産科救急に関する

研修を実施します。 
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８ 都民に対する情報提供と普及啓発 

(１) 都民への情報提供 

【現状及び課題】 

都の周産期医療対策事業については、都民に対し、周産期母子医療センター等

の診療機能や実績、都の周産期医療に係る各種統計を都ホームページなどにおい

て情報提供を行っています。 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、都民に対し、周産期母子医療センター等の診療機能や実績、

都の周産期医療に係る各種統計について、都ホームページなどにおいて情報提供

を行っていきます。 

 

(２) 都民への普及啓発 

ア 妊婦健康診査 

【現状及び課題】 

妊婦健康診査については、現在、都内全区市町村において、望ましい回数とさ

れる 14 回分の公費負担が実施されています。 

しかし、一方では、ほとんど妊婦健康診査を受けずに出産する、いわゆる未受

診妊婦も依然として存在しており、周産期搬送コーディネーターによる搬送調整

事例をみると、119 番通報における周産期搬送案件のうち、未受診妊婦の搬送が

約２割を占めています。未受診妊婦については、妊娠経過に関する情報が少なく

出産時の母体及び新生児の安全が確保しにくいこと、妊娠・出産に対する意識が

低く出産後の子育てにも影響が出やすいことなど、いわゆるハイリスクである場

合が多くなっています。 

妊娠届を提出しない妊婦については、区市町村による把握が困難であることも、

課題となっています。 

 

【今後の方向性】 

交通広告等を実施するとともに、区市町村や医療機関、大学等でリーフレット

を配布することにより、妊婦健康診査の重要性を啓発し、受診を促進します。併

せて、妊娠・出産に関する相談窓口の周知も図ります。 
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イ 相談・支援体制 

【現状及び課題】 

都では、「女性のための健康ホットライン」とともに、妊娠・出産に関する不安

や悩みなどを電話やメールにより匿名で相談できる「妊娠相談ほっとライン」を

実施しており、平成28年度からは相談時間を１日６時間から12時間に延長し、

相談体制の強化を図っています。 

また、「ゆりかご・とうきょう事業」により、区市町村に対し、全ての妊婦を対

象に専門職が面接を行い、心身の状態や家庭の状況を把握し、ニーズに応じた支

援を妊娠期から子育て期にわたって行う取組や、出産前後に支援を要する子育て

家庭を早期に発見し、産後ケア事業等のサービスにつなげる取組を支援していま

す。 

これらの取組に加えて、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図る観点から、

産後間もない時期から支援が必要な母子を発見し、地域の関係機関による支援に

つなげる仕組みが必要です。 

更に、特定妊婦※25 については、医療機関だけでなく地域の関係機関による出産

前からの支援が必要です。母子保健サービスなどの保健所・保健センターでの支

援に加え、子供家庭支援センターや児童相談所などの相談機関での取組や、要保

護児童対策地域協議会※26 等によるネットワークの構築など、在宅生活を支援する

体制の整備を進めていますが、適切な支援を行うためには、これらの関係者の連

携が重要です。 

 

【今後の方向性】 

「妊娠相談ほっとライン」による相談対応等を着実に行い、相談内容によって

は、適切な関係機関を紹介するなどして継続的な支援につなげていきます。 

また、今後、より多くの区市町村が、「ゆりかご・とうきょう事業」や産後ケア

事業に取り組めるよう、支援や働きかけを行っていきます。 

更に、産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図る観点から、出産後間もない

時期の産婦に対する健康診査を実施する区市町村の取組を支援します。 

特定妊婦については、医療機関・保健機関・福祉機関（福祉事務所、子供家庭

支援センター、児童相談所、女性相談センター）等が連携して特定妊婦を支援で

きるよう、相談窓口を周知します。 

こうした取組を通じて、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の構築を目

指し、区市町村の取組を支援していきます。 
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Ⅳ 用語解説                                              

 

１ 周産期医療 

妊娠期から産褥期までの母体・胎児に対する主として産科的医療と、病的新生児に対する医

療を合わせた医療をいう。産科・小児科双方からの一貫した総合的な医療体制が必要であるこ

とから、特に「周産期医療」と表現されている。 

なお、統計上、「周産期」とは、妊娠 22 週から出生後７日未満までの期間を指すが、周産期

医療の対象はこの期間に限らない。 

 

２ 低出生体重児 

出生体重 2,500 グラム未満の児。他に、1,500 グラム未満は極低出生体重児、1,000 グ

ラム未満は超低出生体重児という。 

 

３ 合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮にその年次

の年齢別出生率で一生の間に生むとした場合の子の数を表す。合計特殊出生率が 2.1 を下回る

と、将来、人口が減少するとされている。 

 

４ 新生児死亡率 

新生児とは、出生日を 0 日と数えた場合に、生後 0 日から 28 日未満の児のことをいう。新

生児死亡率とは、年間出生数 1,000 に対する年間新生児死亡数をいう。  

 

５ 周産期死亡率 

年間出産数（後期死産数：妊娠 22 週以後の死産数＋出生数）1,000 に対する年間周産期死

亡数（後期死産数＋年間早期新生児死亡数：生後１週間未満の死亡）をいう。 

 

６ 妊産婦死亡数 

妊娠中又は妊娠終了後満 42 日未満の女性の死亡で、妊娠の期間及び部位には関係しないが、

妊娠若しくはその管理に関連した又はそれらによって悪化した全ての原因によるものをいう。

ただし、不慮又は偶発の原因のものを除く。 

 

７ ＮＩＣＵ（Neonatal Intensive Care Unit：新生児集中治療管理室） 

新生児の治療に必要な保育器、人工呼吸器等を備え、24 時間体制で集中治療が必要な新生

児の治療を行う場である。 

 

８  周産期母子医療センター 

産科･小児科双方から一貫した総合的かつ高度な周産期医療が提供できる施設である。 

産科側では、緊急帝王切開術等に速やかに対応する体制、小児科では新生児集中治療管理室

等の医療設備や体制を備えている。総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センタ

ーがあり、施設･設備の状況や体制によって、都道府県知事が指定･認定する。 

 

９ 周産期連携病院 

周産期母子医療センターとの連携のもと、産科の 24 時間体制に加え、産科医師、小児科医

師、麻酔科医師の当直（オンコール）体制等を確保し、ミドルリスクの妊産婦に対応する病院。 
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10 ＧＣＵ（Growing Care Unit ：回復期治療室） 

ＮＩＣＵの後方病床。ＮＩＣＵにおける治療により急性期を脱した児、又は入院時より中等

症であってＮＩＣＵによる集中治療までは必要としないものの、これに準じた医療的管理を要

する児を収容する。 

 

11 ＭＦＩＣＵ（Maternal-Fetal Intensive Care Unit：母体・胎児集中治療管理室） 

合併症妊娠、胎児異常等、母体又は胎児におけるハイリスク妊娠に対応するため、分娩監視

装置、人工呼吸器等を備え、主として産科のスタッフが 24 時間体制で治療を行う場である。 

 

12 救命救急センター 

生命危機を伴う重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し高度な医療技術を

提供する三次救急医療機関である。都内では、平成 30 年３月１日現在 26 か所指定されてい

る。 

 

13 戻り搬送 

状態が改善した妊婦又は新生児を受入医療機関から搬送元又は地域の医療機関に搬送するこ

と。 

 

14 周産期医療情報システム 

都内の周産期母子医療センター、周産期連携病院及び東京消防庁指令室において、産科・新

生児科の空床状況等の診療能力情報を相互に照会できるシステム。 

また、周産期母子医療センター等から収集した妊婦・新生児の症例データを蓄積・集計・解

析するデータベースも有している。 

 

15  新生児未熟児救急医療事業 

都が休日における救急医療体制を充実強化するために、昭和 53 年に全国に先駆けて開始し

た事業（準夜診療・脳神経外科救急医療を含む三事業）の一つである。都内の病産院などで出

生し、かつ、在院中の新生児・未熟児で緊急に専門的治療（ＮＩＣＵ等）を必要とする救急患

児が対象で、東京都新生児救急協議会傘下の 11 病院の輪番により、一休日３施設３床以上の

確保を行っていた。 

 

16 ドクターカー 

専門医が同乗し、搬送中に治療・管理を行う救急車のこと。都立小児総合医療センターには、

緊急に高度医療を要する新生児を搬送するために保育器、人工呼吸器等を搭載した新生児専用

救急車を配置している。 

 

17 東京都周産期医療協議会 

東京都周産期医療協議会設置要綱により平成９年７月に設置され、都の周産期医療体制に関

する事項（体制整備、情報システム、研修、調査等）について協議する。学識経験者、保健医

療機関・団体の代表、周産期医療施設の代表、行政機関の代表、医療を受ける側の代表で構成

する。 

 

18 常位胎盤早期剥離 

正常位置、すなわち子宮体部に付着している胎盤が、妊娠中又は分娩経過中の胎児娩出以前

に、子宮壁より剥離するものをいう。 
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19 胎児機能不全 

胎児が子宮内において、呼吸及び循環機能が障害された状態をいう。妊娠中・分娩中いずれ

の場合にもみられる。 

 

20 診療能力情報 

周産期医療情報ネットワークに参画する医療機関の診療可否を判断するための、産科やＮＩ

ＣＵの空床の状況や手術の可否などの情報のこと。この情報を基に、搬送先の選定等を行う。 

 

21 レスパイト病床 

ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅医療中の定期的医学管理及び保護者の労力の一時的支援を目的

とした病床のこと。 

 

22 院内助産システム 

病院や診療所において、保健師助産師看護師法で定められている業務範囲に則って、妊婦健

康診査、分娩介助及び保健指導（健康相談･教育）を助産師が主体的に行う看護・助産提供体制

としての「助産師外来」や「院内助産」を持ち、助産師を活用する仕組みをいう。 

 

23 院内助産 

分娩を目的に入院する産婦及び産後の母子に対して、助産師が主体的なケア提供を行う方

法・体制をいう。 

 

24 助産師外来 

妊婦・褥婦の健康診査及び保健指導が助産師により行われる外来をいう。 

 

25  特定妊婦 

出産後の養育について出産前の支援が特に必要な妊婦のこと。 

 

26 要保護児童対策地域協議会 

地方公共団体が、要保護児童（保護者の無い児童又は保護者に監護させることが不適当であ

ると認められる児童）の適切な保護を図るために設置する協議会。関係機関、関係団体及び児

童の福祉に関連する職務に従事する者等の関係者により構成される。同協議会は、要保護児童

の適切な保護又は要支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童）若

しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等

に対する支援の内容に関する協議を行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 資料編 
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Ⅴ 資料編                           
１ 人口動態等保健指標 

(１) 東京都の母子保健指標 

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

 出 生 数 139,953 126,178 103,983 96,823 100,209 96,542 101,674 103,837 106,015 106,613 108,135 106,027 107,401 109,986 110,629 113,194 111,962

区部 96,156 86,564 68,852 62,411 65,224 64,171 67,732 69,709 71,738 72,743 73,740 72,995 74,591 77,107 78,423 80,619 80,213

多摩 43,375 39,214 34,860 34,144 34,736 32,146 33,724 33,922 34,067 33,661 34,178 32,826 32,606 32,673 32,022 32,374 31,561

島しょ 422 400 271 268 249 225 218 206 210 209 217 206 204 206 184 201 188

体重別      ～　999ｇ 146 217 201 205 255 283 320 314 267 318 276 296 327 336 300 319 318

1,000～1,499ｇ 380 380 398 371 443 442 440 479 460 484 477 415 468 503 491 481 447

1,500～1,999ｇ 1,055 1,013 925 984 1,097 1,142 1,178 1,185 1,285 1,266 1,172 1,288 1,225 1,193 1,217 1,230 1,253

2,000～2,499ｇ 5,645 5,257 5,059 5,883 6,884 7,238 7,626 7,809 8,128 8,020 8,222 8,065 8,011 8,320 8,156 8,283 8,275

2,500ｇ～ 注１ 132,727 119,311 97,400 89,380 91,530 87,437 92,110 94,050 95,875 96,525 97,988 95,963 97,370 99,634 100,465 102,881 101,669

低出生体重児（再掲） 7,226 6,867 6,583 7,443 8,679 9,105 9,564 9,787 10,140 10,088 10,147 10,064 10,031 10,352 10,164 10,313 10,293

(出生千対) 51.6 54.4 63.3 76.9 86.6 94.3 94.1 94.3 95.6 94.6 93.8 94.9 93.4 94.1 91.9 91.1 91.9

区部 5,098 4,780 4,409 4,909 5,713 6,110 6,429 6,588 6,809 6,890 6,882 6,951 6,859 7,181 7,129 7,347 7,503

(出生千対) 53.0 55.2 64.0 78.7 87.6 95.2 94.9 94.5 94.9 94.7 93.3 95.2 92.0 93.1 90.9 91.1 93.5

多摩 2,101 2,061 2,153 2,518 2,954 2,981 3,120 3,174 3,306 3,174 3,244 3,100 3,156 3,148 3,014 2,947 2,777

(出生千対) 48.4 52.6 61.8 73.7 85.0 92.7 92.5 93.6 97.0 94.3 94.9 94.4 96.8 96.3 94.1 91.0 88.0

島しょ 27 26 21 16 12 14 15 25 25 24 21 13 16 23 21 19 13

満22週未満 － 3 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0

満22週～23週 15 25 28 40 48 39 29 43 38 42 51 49 53 37

満24週～27週 190 161 168 187 205 248 211 224 197 200 204 223 199 206

満28週～31週 399 406 517 445 453 467 470 488 465 499 477 500 469 517

満32週～35週 1,801 1,808 1,987 1,897 2,021 2,000 2,121 2,163 2,209 2,134 2,240 2,205 2,238 2,222

満36週～39週 59,040 55,927 58,603 57,306 60,583 62,591 64,732 64,785 66,428 65,850 67,415 69,270 69,925 72,221

満40週～43週 注２ 42,497 38,430 38,872 36,633 38,327 38,460 38,408 38,874 38,764 37,280 36,984 37,711 37,710 37,971

満44週～47週 17 10 － － － － － － － － － － － －

満48週以上 1 1 － － － － － － － － － － － －

不詳 23 52 34 33 36 31 42 34 34 22 29 28 34 20

人口千対 12.2 10.7 8.9 8.4 8.5 7.8 8.2 8.3 8.4 8.5 8.4 8.2 8.3 8.5 8.5 8.6 8.5

合計特殊出生率 1.44 1.44 1.23 1.11 1.07 1.00 1.02 1.05 1.09 1.12 1.12 1.06 1.09 1.13 1.15 1.24 1.24

区部 1.02 1.00 0.95 0.98 1.01 1.04 1.06 1.08 1.08 1.12 1.16 1.19 1.22 1.22

市部 1.23 1.18 1.09 1.15 1.18 1.20 1.20 1.24 1.22 1.24 1.27 1.28 1.32 1.31

郡部 1.39 1.23 1.14 1.15 1.02 1.16 1.13 1.19 1.24 1.39 1.34 1.34 1.28 1.45

島しょ 1.78 1.74 1.67 1.64 1.57 1.65 1.76 1.80 1.74 1.72 1.76 1.61 1.80 1.69

35歳以上の母からの出生 8,994 13,182 12,385 12,115 16,517 22,362 25,047 27,685 29,895 32,045 34,160 34,118 35,684 38,389 39,509 41,047 41,137

(出生千対) 64.3 104.5 119.1 125.1 164.8 231.6 246.3 266.6 282.0 300.6 315.9 321.8 332.3 349.0 357.1 362.6 367.4

区部 6,430 9,228 8,434 8,116 11,104 15,465 17,228 19,125 20,678 22,558 23,915 24,195 25,361 27,682 28,616 30,129 30,238

多摩 2,527 3,914 3,916 3,963 5,377 6,855 7,776 8,511 9,160 9,431 10,188 9,875 10,271 10,644 10,834 10,863 10,829

島しょ 37 40 35 36 36 42 43 49 57 56 57 48 52 63 59 55 70

 第１子 2,483 3,381 3,248 3,728 5,524 8,852 10,120 11,248 12,138 13,380 14,724 14,714 15,486 16,813 17,886 18,393 18,190

(出生千対) 17.7 26.8 31.2 38.5 55.1 91.7 99.5 108.3 114.5 125.5 136.2 138.8 144.2 152.9 161.7 162.5 162.5

925 1,146 1,679 1,488 1,838 2,923 3,334 3,807 4,307 5,030 5,584 5,857 6,835 7,542 8,257 8,791 8,832

注３ 1,024 642 396 584 423 370 366 353 383 342 352 330 314 327 324 308 322

934 622 438 423 354 257 290 278 261 246 212 216 236 215 205 189 222

608 378 245 219 200 129 154 146 119 119 95 98 117 96 89 89 97

早期新生児死亡 469 278 166 144 143 91 112 102 75 79 72 66 86 71 64 60 80

注４ 1,493 920 562 728 566 461 478 455 458 421 424 396 400 398 388 368 402

妊産婦死亡 40 22 11 6 4 2 4 3 3 7 8 3 7 3 3 2 3

後期死産率（出産千対） 7.3 5.1 3.8 6.0 4.2 3.8 3.6 3.4 3.6 3.2 3.2 3.1 2.9 3.0 2.9 2.7 2.9

乳児死亡率（出生千対） 6.7 4.9 4.2 4.4 3.5 2.7 2.9 2.7 2.5 2.3 2.0 2.0 2.2 2.0 1.9 1.7 2.0

新生児死亡率（出生千対） 4.3 3.0 2.4 2.3 2.0 1.3 1.5 1.4 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9

3.4 2.2 1.6 1.5 1.4 0.9 1.1 1.0 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7

注５ 10.7 7.3 5.4 7.5 5.6 4.8 4.7 4.4 4.3 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6 3.5 3.2 3.6

注６ 27.2 16.7 10.1 6.0 3.9 2.0 3.8 2.8 2.8 6.4 7.2 2.8 6.4 2.7 2.7 1.7 2.6

注１ 出生数「2,500ｇ～｣には体重不詳を含む。

注２ 平成9（1997）年以降は妊娠満40週以上

注３ 後期死産の定義は、平成6（1994）年まで「妊娠満28週以後の死産」、平成7（1995）年以降「妊娠満22週以後の死産」

注４ 周産期死亡とは、後期死産と早期新生児死亡（生後１週未満の死亡）の合計である。

注５ 周産期死亡率＝（早期新生児死亡＋後期死産）÷（出生数＋後期死産数）×1,000

注６ 妊産婦死亡率＝妊産婦死亡数÷出産数×100,000

出典：東京都衛生年報（平成15年まで）・人口動態統計（平成16年から）

項　     目

出生率

妊産婦死亡率（出産十万対）

後期死産

乳児死亡

新生児死亡

周産期死亡

早期新生児死亡率（出生千対）

周産期死亡率（出産千対）

週数

別

うち40歳以上母からの出生(都全体）



- 54 - 

 

(２) 東京都の人口、出生、死亡の推移 

（昭和55年～平成28年） 

 
出典：人口の動き、人口動態統計年報 

 

 

(３) 全国と東京都の合計特殊出生率 
（昭和55年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計年報 
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(４) 東京都の合計特殊出生率と平均初婚年齢 
（昭和55年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計、人口動態統計年報 

 

 

(５) 東京都の低出生体重児数（出生千対） 

（昭和55年～平成28年） 

 
出典：人口動態統計 
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(６) 東京都の低出生体重児の出生状況（体重別） 
（昭和55年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計 

 

 

(７) 全国の低出生体重児の出生状況（体重別） 

（昭和55年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計 
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(８) 人口動態総覧（率）の国際比較 

    （2014年・平成26年） 

（人口千対） （人口千対） （出生千対） （出生千対） （人口千対） （人口千対）

日本 8.0 1.42 10.1 2.1 1.8 5.1 1.77

カナダ 10.9 ･･･ 7.5 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･

アメリカ合衆国 12.5 1.86 8.2 5.8 ･･･ ･･･ ･･･

フランス 12.2 ･･･ 8.5 3.3 ･･･ 3.7 ･･･

ドイツ 8.8 ･･･ 10.7 3.2 3.6 4.8 2.05

イタリア 8.3 ･･･ 9.8 3.0 2.7 3.1 0.86

ロシア ... ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･

イギリス 12.0 ･･･ 8.8 3.9 ･･･ ･･･ ･･･

注：斜体は暫定値である。

　　※諸外国は、妊娠期間不詳の死産を含む。フランスについては、妊娠期間180日以後の死産である。

資料：日本は厚生労働省「人口動態統計」、諸外国はUN, Demographic Yearbook

離婚率出生率
 合計特殊
 出生率

死亡率 乳児死亡率
 妊娠満28週
以後の死産

比※
婚姻率

 

出典：人口動態統計 

 

 

(９) 全国と東京都の主たる母子保健指標 

（昭和55年～平成28年） 

昭和
55年

60年
平成
2年

7年 12年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年

全国 7.8 5.4 3.8 5.5 4.5 3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 3.0 2.9

東京都 7.3 5.1 3.8 6.0 4.2 3.8 3.6 3.4 3.6 3.2 3.2 3.1 2.9 3.0 2.9 2.7 2.9

全国 7.5 5.5 4.6 4.3 3.2 2.8 2.6 2.6 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9 2.0

東京都 6.7 4.9 4.2 4.4 3.5 2.7 2.9 2.7 2.5 2.3 2.0 2.0 2.2 2.0 1.9 1.7 2.0

全国 4.9 3.4 2.6 2.2 1.8 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9

東京都 4.3 3.0 2.4 2.3 2.0 1.3 1.5 1.4 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9

全国 3.9 2.6 1.9 1.5 1.3 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

東京都 3.4 2.2 1.6 1.5 1.4 0.9 1.1 1.0 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7

全国 11.7 8.0 5.7 7.0 5.8 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 3.7 3.7 3.7 3.6

東京都 10.7 7.3 5.4 7.5 5.6 4.8 4.7 4.4 4.3 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6 3.5 3.2 3.6

後期死産率
（出産千対）

乳児死亡率
（出生千対）

新生児死亡率
（出生千対）

早期
新生児死亡率
（出生千対）

周産期死亡率
（出産千対）

※後期死産の定義は、平成６年まで「妊娠満28週以後の死産」、平成７年以降「妊娠満22週以後の死産」 

※周産期死亡率＝（早期新生児死亡数＋後期死産数）÷（出生数＋後期死産数）×1,000 

出典：人口動態統計 
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(10) 東京都の外国人人口 
（平成13年～平成29年） 

 
※各年１月１日現在 

※平成 24年までは外国人登録者数、平成 25年からは住民基本台帳上の人口 

 出典：外国人人口 

 

 

(11) 東京都の昼夜間人口 

（昭和55年～平成27年） 

 

※各年10月１日現在 

出典：国勢調査、東京都統計年鑑 

148 159 165 169 167 173 176 185 194 198 198 190 182 185 199 217 
237 

158 
172 179 186 187 192 196 

205 
214 220 224 

216 
209 209 

218 

232 

249 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

平成

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

(千人）

女性

男性

0

400

800

1,200

1,600

昭和55年 60年 平成2年 7年 12年 17年 22年 27年

（万人）

東京都 昼間人口
東京都 夜間人口
区部 昼間人口
区部 夜間人口
多摩 昼間人口
多摩 夜間人口

東京都流入超過人口

多摩流出超過人口

区部流入超過人口



- 59 - 

 

(12) 東京都の流入・流出人口（昼間人口） 
（平成22年） 

出典：平成 22年国勢調査による東京都の昼間人口 

 

 

(13) 東京都における母の年齢（５歳階級）別出生数（出生千対） 

（昭和55年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計 
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(14) 東京都における出生順位（第一子）の母の年齢（５歳階級）別出生数 

（平成７年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計 

 

 

(15) 東京都における単産・複産の種類別にみた分娩件数 
（平成７年～平成28年） 

 

出典：人口動態統計 
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(16) 東京都における生存期間別乳児死亡数 

（平成28年） 

 

出典：人口動態統計 

 

 

(17) 東京都における主な死因別乳児死亡数 
（平成28年） 

 
                              出典：人口動態統計 
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２ 医療資源の状況 

(１) 東京都の病院数（総数、小児科、産科・産婦人科標榜数） 

（診療科目重複計上・平成８年～平成28年） 

 

出典：医療施設（動態）調査 

 

 

(２) 東京都の診療所数（総数、小児科、産科・産婦人科標榜数） 

（診療科目重複計上・平成８年～平成27年）

 
出典：医療施設（動態）調査、東京都の医療施設 

648 631 624 625 609 605
594 593 590 592 601

174 159
137 137 133

124 119 118 114 112 109

133 120
105 104 100 90 86 84 82 79 76

41 39 32 33 33 34 33 34 32 33 33

283
270

242 230 216 207
193 189 190 186 186

0

100

200

300

400

500

600

700

平成

8年 10年 12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年

（施設）

一般病院数 産科・産婦人科標榜数

産科・産婦人科標榜数(区部） 産科・産婦人科標榜数(多摩・島しょ）

小児科標榜数

11,329 
11,469 

11,647 11,848 
12,197 

12,458 12,572 12,684 12,711 12,780 

12,944 

3,388 3,351 3,283 3,121 3,120 3,127 
2,706 2,670 2,473 2,587 2,591 

677 661 

638 

590 

592 
574 

523 

515 

481 
453 

456 

518 506 
488 

458 459 442 
401 

391 
371 

347 349 

159 155 150 
132 133 132 122 124 110 106 107 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成

8年 10年 12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 27年

産
科
・
産
婦
人
科
標
榜
数(

点
線
）

総
数
・
小
児
科
標
榜
数(

実
線
）

一般診療所数 小児科標榜数
産科・産婦人科標榜数 産科・産婦人科標榜数（区部）
産科・産婦人科標榜数（多摩・島しょ）

（施設） （施設）



- 63 - 

 

(３) 都内の医療施設に従事する医師数（総数、小児科、産科・産婦人科医師数） 

（診療科目重複計上・平成８年～平成 28年） 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 

 

 

(４) 全国と東京都の出生千人当たりの産科・産婦人科医師数 

（診療科目重複計上、平成８年～平成 28年） 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、人口動態統計 
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(５) 東京都の小児科医師数（年齢別・性別） 

（診療科目重複計上・平成 26 年） 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 東京都集計結果報告 

 

 

(６) 東京都の産科・産婦人科医師数（年齢別・性別） 

（診療科目重複計上・平成 26 年） 

 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査 東京都集計結果報告 
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(７) 都内分娩取扱施設数（各年９月中の施設数） 

（平成８年～平成 26年） 

 

※平成17年までは、各年９月中に分娩を実施した施設の数 

※平成20年以降は、各年９月中の分娩の有無にかかわらず、分娩を取り扱っている施設の数 

出典：医療施設（静態）調査 

 

 

(８) 都内分娩取扱件数（各年９月中の実績） 

（平成８年～平成 26年） 

 
出典：医療施設（静態）調査 
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(９) 都内帝王切開実施施設数（各年９月中の実績）  

（平成８年～平成 26年） 

出典：医療施設（静態）調査 

 

 

(10) 都内帝王切開実施件数（各年９月中の実績）   

（平成８年～平成 26年） 

 

 出典：医療施設（静態）調査 

92 90
79 77

66 68 64

29 29 
29 28 

27 27 27 

61
43

38 38

38 40
38

28 

23 

18 
13 

15 
21 

23 

210

185

164 156

146

156 152

0

50

100

150

200

250

平成8年 11年 14年 17年 20年 23年 26年

（施設）

診療所（多摩・島しょ）

診療所（区部）

病院（多摩・島しょ）

病院（区部）

全数

618 646 650 
744 

958 921 
1,007 

221 210 
293 

313 

372 
347 

371 

144 114 

138 

128 

159 
191 

188 

78 77 

64 

56 

74 104 

136 

1,061 1,047

1,145

1,241

1,563 1,563

1,702

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

平成8年 11年 14年 17年 20年 23年 26年

（件）

診療所（多摩・島しょ）

診療所（区部）

病院（多摩・島しょ）

病院（区部）

全数



- 67 - 

 

(11) 体外受精・胚移植等の登録・実施施設数 

（平成９年～平成 27年） 

 

出典：日本産科婦人科学会資料 
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３ 周産期医療関係資料 

(１) 周産期医療対策事業の経緯 

                         ■：国の動向  ◇：都の動向 

年 月 主 な 動 き  

昭和 53年 10月 

昭和 62年 10月 

 

昭和 63年 2月 

平成 6年 7月 

平成 7年 3月 

4月 

平成 8年 3月 

 

4月 

5月 

10月 

 

 

平成 9年 4月 

 

 

 

 

 

7月 

 

 

 

9月 

10月 

平成 10年 2月 

 

4月 

平成 11年 2月 

 

3月 

平成 12年 3月 

4月 

 

 

平成 14年 12月 

 

◇ 新生児・未熟児救急医療事業開始（11病院輪番制） 

◇ 母子保健サービスセンター開設 

高度母子医療機関の空床状況、専門医の存否情報の提供 

◇ 母子保健情報システム稼動 

 母子保健法の改正 

 国研究班報告（出生千人に NICU2床が必要） 

 小児医療施設整備事業の実施 

◇ 施設整備費の補助 

◇ 母子保健情報システムのオンライン廃止 

 周産期医療対策事業開始 

◇ 母子医療対策検討委員会の設置 

◇ 母子医療対策検討委員会の中間報告 

① NICU整備目標を国の研究班報告に基づき 200床とする。 

② 多摩地域にドクターカーの整備が急務  

◇ 母子医療対策検討委員会の最終報告 

① NICU整備目標 200 床とし、多摩地域を優先して整備 

②  多摩地域の搬送体制として都立八王子小児病院にドクター

カーを整備 

③ NICUの後方病床として地域小児医療機関の活用が有効 

④ 保健所等によるフォロー体制と関係機関の連携 

◇ 都周産期医療協議会の設置 

都周産期母子医療センター整備基準の検討 

都周産期母子医療センターの指定・認定（総合 3、地域 15、

NICU148） 

◇ 新生児・未熟児救急医療事業の終了 

◇ 都周産期医療対策事業の開始 

◇ 新生児ドクターカーの配備（都立八王子小児病院） 

◇ 新生児ドクターカー委託事業開始 

◇ 都周産期医療協議会に部会を設置 

◇ 総合周産期母子医療センターと連携した周産期医療関係者研修

の開始 

◇ 多胎情報の提供開始 

◇ 母子保健サービスセンター廃止 

◇ 周産期医療情報ネットワーク事業開始（母子保健サービスセン

ター事業から引き継ぐ） 

◇ 多摩地域周産期医療連携強化事業実施（12施設で開始） 

◇ 都保健医療計画改定（NICU200床整備） 
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平成 17年 4月 

     

11月 

平成 18年 6月 

平成 19年 5月 

平成 20年 3月 

９月 

11月 

 

 

12月 

 

平成 21年１月 

3月 

 

 

7月 

8月 

 

11月 

12月 

平成 22年 1月 

3月 

5月 

6月 

9月 

10月 

 

平成 24年 1月 

平成 25年 3月 

 

8月 

平成 26年 4月 

6月 

平成 27年 3月 

8月 

11月 

平成 29年 3月 

4月 

5月 

12月 

 

 周産期医療施設オープン病院化モデル事業実施（平成 17～19 年

度） 

◇ 周産期医療施設オープン病院化モデル事業実施 

◇ 周産期医療対策部会の設置 検討開始 

◇ 搬送部会の設置 検討開始 

◇ 都保健医療計画の改定 

◇ 搬送事案発生 

◇ 周産期医療協議会で対応策検討 

◇ 周産期医療体制 PT 設置 検討 

 周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会設置 

◇ 母体救命対応の総合周産期母子医療センター(仮称)作業部会の

設置 検討開始 

◇ 搬送コーディネーター専門部会の設置 検討 

◇ 周産期連携病院の創設 指定 6病院 

◇ 母体救命対応総合周産期母子医療センター（いわゆる「スーパ

ー総合周産期センター」）創設 3病院指定 

◇ NICU退院支援検討会の設置、検討 

◇ 周産期搬送コーディネーターを東京消防庁に設置し搬送調整を

開始 

◇ 母体救命搬送システム検証部会の設置、検討 

◇ NICU整備目標を設定（平成 26年度末までに 320床） 

 周産期医療体制整備指針改定 

◇ 多摩総合医療センター・小児総合医療センターの開設 

◇ 周産期医療体制整備計画策定部会の設置、検討開始 

◇ 周産期搬送部会の設置、検討 

◇ 多摩新生児連携病院の創設 指定 1病院 

◇ 東京都周産期医療体制整備計画の策定（平成 26 年度末までに

NICU 320床） 

◇ 神奈川県との周産期搬送に係る連携体制の試行を開始 

◇ 胎児救急搬送システムを運用開始  

◇ 都保健医療計画の改定 

◇ NICU等退院支援検討部会の設置、検討 

◇ 埼玉県との周産期搬送に係る連携体制の試行を開始 

◇ 周産期医療体制整備計画策定部会の設置、検討開始 

◇ 東京都周産期医療体制整備計画改定 

 周産期医療体制のあり方に関する検討会設置 

◇ 周産期搬送体制検証部会の設置、検討開始 

 周産期医療の体制構築に係る指針改定 

◇ 千葉県との周産期搬送に係る連携体制の試行を開始 

◇ 周産期医療整備計画改定部会の設置、検討開始 

◇ 災害時周産期医療体制検討部会の設置、検討開始 
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(２) 周産期母子医療センター及び周産期連携病院の配置（平成30年３月１日現在） 
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(３) 周産期母子医療センター及び周産期連携病院の現況（平成 30年３月１日現在） 

■ 周産期母子医療センター

所 在 地
NICU
(床)

M-FICU
(床)

GCU
(床)

指定・認定
年　　　月

愛育病院 港 区 12 9 24 11年 4月

文 京 区 9 6 15 23年 4月

昭和大学病院 品 川 区 15 9 25 15年 4月

東邦大学医療センター大森病院 大 田 区 15 9 18  9年10月

日本赤十字社医療センター 渋 谷 区 15 6 40 13年11月

国立成育医療研究センター 世 田 谷 区 21 6 30 24年 8月

東京女子医科大学病院 新 宿 区 18 9 21  9年10月

都立大塚病院 豊 島 区 15 6 30 21年10月

帝京大学医学部附属病院 板 橋 区 12 10 24 10年 4月

日本大学医学部附属板橋病院 板 橋 区 12 9 24 14年 4月

都立墨東病院 墨 田 区 15 9 30 11年 6月

159 88 281

聖路加国際病院 中 央 区 6 － 10 12年 4月

東京慈恵会医科大学附属病院 港 区 9 － 24 11年 1月

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文 京 区 6 4 22  9年10月

東京医科歯科大学医学部附属病院 文 京 区 6 － 6 27年 4月

東京医科大学病院 新 宿 区 12 － 14  9年10月

慶應義塾大学病院 新 宿 区 9 6 18 16年 6月

国立国際医療研究センター病院 新 宿 区 6 － 6 22年10月

東京女子医科大学東医療センター 荒 川 区 9 － 18 16年 9月

葛飾赤十字産院 葛 飾 区 12 － 18  9年10月

賛育会病院 墨 田 区 6 － 13  9年10月

81 10 149

240 98 430

杏林大学医学部付属病院 三 鷹 市 15 12 24  9年10月

府 中 市 24 9 48 22年 4月

39 21 72

町 田 市 6 － 12 21年 2月

立 川 市 6 － 6 27年 4月

武蔵野市 6 － 12 18年 4月

小 平 市 6 3 12 25年 4月

24 3 42

63 24 114

303 122 544

■ 周産期連携病院

区分 所 在 地
NICU

(床)

M-FICU

(床)

GCU

(床)
指定年月

日本医科大学付属病院 文 京 区 － － － 21年 3月

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 目 黒 区 3 － 6 21年 3月

東京北医療センター 北 区 3 － 6 21年 3月

東京都保健医療公社豊島病院　 板 橋 区 － － － 22年10月

順天堂大学医学部附属練馬病院 練 馬 区 － － － 21年11月

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛 飾 区 － － － 21年 4月

昭和大学江東豊洲病院 江 東 区 9 － － 27年12月

15 0 12

青梅市立総合病院 青 梅 市 － － － 22年 4月

日本医科大学多摩永山病院 多 摩 市 3 － 8 21年 3月

東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛 江 市 － － － 25年 1月

3 0 8

18 0 20

321 122 564

合　　　　計　（10施設）

　計（37施設）

合       計   (27 施設)

施　　設　　名

区

部

周産期連携病院　区部計(7施設)

多

摩

周産期連携病院　多摩計(3施設)

多

摩

総
合

都立多摩総合医療センター・小児総合医療センター

総合周産期母子医療センター多摩計(2施設)

地
域

町田市民病院

国家公務員共済組合連合会 立川病院

武蔵野赤十字病院

公立昭和病院

地域周産期母子医療センター多摩計(4施設)

多 摩 計 (6施設)

区　分 施　　設　　名

区

部

総
　
合

東京大学医学部附属病院

総合周産期母子医療センター区部計(11施設)

地
　

域

地域周産期母子医療センター区部計(10施設)

区 部 計 (21施設)
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(４) 周産期母子医療センター及び周産期連携病院（ＮＩＣＵあり）の整備経過 

平成

9年度
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 備　　考

N ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ★12 12 12 12

MF ◆- - ★9 9 9 9 9 9 ▲6 6 6 6 6 6 6 6 6 ★9 9 9 9

N ◆9 9 9 9 9 9 9 9 ★12 12 12 12 ★15 15 15 15 15 15 ★18 18 18

MF ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

N ◆15 15 15 15 ▲12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ★15 15 15

MF ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

N ◆3 ★12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

MF ◆- ★10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

区 N ◆10 10 ★12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ★15 15 15 15 15 15 15 15 15

MF ◆- - - - ★6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

N - - - - - ★12 12 ★15 15 15 15 15 15 ◆15 ★21 21 21 21 21 21 21

MF - - - - - - - - - - - - - ◆- - ★6 6 6 6 6 6

N ◆6 6 6 6 ★12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

MF ◆- - - - - ★9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

N ◆8 8 8 ★9 9 9 9 9 9 9 9 9 ★12 12 ★15 15 15 15 15 15 15

MF ◆- - - - - - 6 6 6 6 6 6 6 ★9 9 9 9 9 9 9 9

N - - ◆12 12 12 12 12 12 12 12 12 ★15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

MF - - ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

N ◆9 9 9 9 9 9 ★12 12 12 12 12 12 ★15 15 15 15 15 15 15 15 15

MF ◆- - - - - - - - - - - - ★6 6 6 6 6 6 6 6 6

N - - - - - - - - ★9 9 9 9 9 9 ◆9 9 9 9 9 9 9

MF - - - - - - - - - - - - - - ◆6 6 6 6 6 6 6

N ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ★12 12 12 12 12 12 12 12

N ◆7 7 7 ▲6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

MF ◆- - - - - - - - - - - - - - - ★4 4 4 4 4 4

地 東京慈恵会医科大学附属病院 N - ◆3 3 3 ★6 6 6 6 6 6 6 ★9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
地域(11.1) NICU3床増(13.12）
NICU3床増(20.4)

N - - - - - - - ◆6 6 6 6 6 6 ★9 9 9 9 9 9 9 9

MF - - - - - - - ◆- - - - - - - - - ★6 6 6 6 6

賛育会病院 N ◆6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 地域(9.10)

域 葛飾赤十字産院 N ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ★12 12 12 12 地域(9.10) NICU3床増(26.12）

聖路加国際病院 N - - - ◆3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ★6 6 6 6 6 6 6 地域(12.4）　NICU3床増(24.3)

部 東京女子医科大学東医療センター N - - - - - - - ◆6 6 6 6 6 ★9 9 9 9 9 9 9 9 9 地域(16.9）NICU3床増(21.4)

国立国際医療研究センター N - - - - - - - - - - - - ★6 ◆6 6 6 6 6 6 6 6 地域(22.10)

東京医科歯科大学医学部附属病院 N - - - - - - - - - - - - - - - ◆6 6 6 6 6 6
連携(24.4)→地域(27.4)
NICU6床新設(24.5)

国立小児病院 N ◆9 9 9 9 ▲- - - - - - - - - - - - - - - - - 地域(9.10)  14.3国立成育医療ｾﾝﾀｰ(12床)

都立築地産院 N ◆12 12 ▲- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 地域(9.10)→墨東へ統合

都立母子保健院 N ◆3 3 3 3 3 ▲- - - - - - - - - - - - - - - - 地域(9.10)→廃院(14.12)

国立病院機構東京医療センター N - - - - - - - - - - - ◆3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 連携(21.3)

東京都保健医療公社豊島病院 N - - ◆6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - - - - - - -
地域(11.10） NICU休止中（19.10～）
→連携(22.10)

東京北医療センター N - - - - - - - - - - - ◆- - - - - - - - ★3 3 連携(21.3)　NICU3床新設(28.5)

昭和大学江東豊洲病院 N - - - - - - - - - - - - - - - - - ★9 ◆9 9 9 連携(27.12)　NICU9床新設(27.1)

N 124 136 144 147 144 141 144 156 159 159 159 168 183 204 225 231 231 237 252 255 255

MF 18 28 46 46 52 61 67 67 64 64 64 64 70 73 79 89 95 98 98 98 98

N ◆9 9 9 9 ★12 12 ★15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

総 MF ◆9 9 9 9 ★12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

合 N - - - - - - - - - - - - - ◆24 24 24 24 24 24 24 24

MF - - - - - - - - - - - - - ◆9 9 9 9 9 9 9 9

N - - - - - - - - - ◆6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

町田市民病院 N - - - - - - - - - - - ◆6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 地域(21.2)

N - - - - - - - - - - - ◆- - - ★6 6 6 6 6 6 6

MF - - - - - - - - - - - ◆- - - - - - - - - ★3

国家公務員共済組合連合会 立川病院 N - - - - - - - - - - - ◆- - - - - ★3 3 ★6 6 6
連携(21.3)→地域(27.4)

NICU３床新設(25.7) NICU3床増(27.6)

都立清瀬小児病院 N ◆6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ▲- - - - - - - - 地域(9.10)→小児総合へ(22.3)

都立八王子小児病院 N ◆9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ▲- - - - - - - - 地域(9.10)→小児総合へ(22.3)

青梅市立総合病院 N - - - - - - - - - - - - - ◆- - ★3 3 3 3 ▲- - 連携(22.4)　NICU3床新設(24.9) NICU3床減（28.12）

日本医科大学多摩永山病院 N - - - - - - - - - - - ◆- - - - - - - - ★3 3 連携(21.3) NICU3床新設(28.10)

N 24 24 24 24 27 27 30 30 30 36 36 42 42 51 57 60 63 63 66 66 66

MF 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 21 21 21 21 21 21 21 24

N 148 160 168 171 171 168 174 186 189 195 195 210 225 255 282 291 294 300 318 321 321

MF 27 37 55 55 64 73 79 79 76 76 76 76 82 94 100 110 116 119 119 119 122

(注1) 病床数は各年度末現在の実績

(注2) N欄はNICUの病床数、MF欄はM-FICUの病床数、網掛け部分は総合周産期母子医療センター指定後の病床数を示す。

(注3) 各施設別・年度別の病床数欄の★は増、▲は減があるものを示す。

(注4) 各施設別・年度別の病床数欄の◆は周産期母子医療センター又は連携病院に指定・認定された年度を示す。

(注5) 各年度別の区部計・多摩計・合計には、各施設が周産期母子医療センター又は周産期連携病院に指定・認定された年度以降から病床数を加算している。

連
携

（多　摩　計）

    合　　　計

慶応義塾大学病院
地域（16.6） NICU3床増(22.4）
NICU6床新設（25.9）

連
携

（区　部　計）

連携(21.3)→地域(25.4) NICU6床新設
(23.4)、MFICU3床新設(30.2)

多
　
　
　
摩

杏林大学医学部付属病院
総合(9.10)
NICU,M-FICU　各3床増(13.4)
NICU　3床増(15.4)

都立多摩総合医療センター・都
立小児総合医療センター

22.3開設
総合(22.4)

地
域

武蔵野赤十字病院 地域(18.4)

公立昭和病院

東京大学医学部附属病院
平成18年度からネットワーク参加
総合（23.4）

東京医科大学病院 地域(9.10) NICU3床増(22.4)

順天堂大学医学部附属順天堂医院 地域(9.10) MFICU4床新設(24.4)

昭和大学病院
地域(9.10)→総合(15.4)
NICU3床増(21.4)
MFICU3床増(23.3） NICU3床増(23.4)

都立墨東病院
総合(11.6)
NICU3床増(21.1)

都立大塚病院
地域(9.10)→総合(21.10)
NICU3床増(15.4)
NICU３床増(21.7)

施　  設　  名

総
　
　
　
　
　
合

総合母子保健センター愛育病院
地域(9.10)→総合(11.4)
M-FICU 3床減(17.4)
NICU3床、MFICU3床増床(27.2)

東京女子医科大学病院
総合(9.10）
NICU3床増(17.6）　NICU3床増(21.5)
NICU3床増床(27年度)

東邦大学医療センター大森病院
総合(9.10)
NICU3床増床(27年度）

帝京大学医学部附属病院 地域(9.10)→総合(10.4)

日本赤十字社医療センター
地域(9.10)→総合(13.11)
NICU3床増（22.1)

国立成育医療研究センター
平成14年度開設（ネットワーク参加）
地域(22.10)→総合（24.8）
NICU6床増(23.5)　MFICU6床新設（24.4）

日本大学医学部附属板橋病院 地域(9.10)→総合(14.4)
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(５) 全国と東京都の医療施設 

区部 多摩

周産期母子医療センター等施設数 407 37 28 9

総合周産期母子医療センター 107 13 11 2

地域周産期母子医療センター 300 14 10 4

周産期連携病院 - 10 7 3

ＮＩＣＵ病床数 3,052 329 257 72

ＭＦＩＣＵ病床数 715 122 98 24

※周産期母子医療センター等施設数は、全国は平成29年４月１日現在、東京都は平成30年３月１日現在

※ＮＩＣＵ病床数・ＭＦＩＣＵ病床数は、全国は平成26年10月１日現在、東京都は平成30年３月１日現在

※ＮＩＣＵ病床数には、周産期母子医療センター・周産期連携病院以外の医療機関で整備されている病床数を含む

全国 東京

2 出典：医療施設（静態）調査、厚生労働省資料、東京都福祉保健局資料 

 

 

(６) 東京都及び近県の周産期医療の状況 

種　別 規　模

総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 2施設

地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 8施設

周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ数 132床

出 生 一 万 対 Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 数 24.2床

出 生 数 （ 平 成 28 年 ） 54,447人

低 出 生 体 重 児 数 （ 平 成 28 年 ） 4,988人

総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 3施設

地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 9施設

周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ数 129床

出 生 一 万 対 Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 数 28.4床

出 生 数 （ 平 成 28 年 ） 45,387人

低 出 生 体 重 児 数 （ 平 成 28 年 ） 4,194人

総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 5施設

地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 17施設

周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ数 210床

出 生 一 万 対 Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 数 29.7床

出 生 数 （ 平 成 28 年 ） 70,648人

低 出 生 体 重 児 数 （ 平 成 28 年 ） 6,694人

総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 13施設

地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 14施設

周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ数 329床

出 生 一 万 対 Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 数 29.4床

出 生 数 （ 平 成 28 年 ） 111,962人

低 出 生 体 重 児 数 （ 平 成 28 年 ） 10,293人
※総合周産期母子医療センター・地域周産期母子医療センターの施設数は、埼玉県・千葉県・神奈川県は平成29年４月１日現在、

　東京都は平成30年３月１日現在

※周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ数は、埼玉県・千葉県・神奈川県は平成26年10月１日現在、東京都は平成30年３月１日現在

※ＮＩＣＵ数には、周産期母子医療センター・周産期連携病院以外の医療機関で整備されている病床数を含む

東 京 都

神 奈 川 県

千 葉 県

埼 玉 県

出典：医療施設（静態）調査、人口動態統計、厚生労働省資料、東京都福祉保健局資料 
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(７) 東京都の周産期母子医療センター及び周産期連携病院のＮＩＣＵ病床数 

（平成９年度～平成 29年度） 

 

出典：東京都福祉保健局資料 

 

 

(８) 東京都の周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵ新規入院患者数 

（平成 10年度～平成 28年度） 

 

24 24 24 24 27 27 30 30 30 36 36 42 42 51 57 60 63 63 66 66 66

124 136 144 147 144 141 144 156 159 159 159
168

183 

204
225 231 231 237

252 255 255

148
160

168 171 171 168 174
186 189 195 195

210
225 

255

282
291 294 300

318 321 321

0
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9年度

10年度

11年度
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13年度

14年度

15年度
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17年度
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19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

（床）

区部

多摩

都全域

※ 各年度３月現在の病床数

298 328 328 329 369 344 383 377 418 363 373 349 370 386 451 441 395 447 435
383 430 493 480 462 507 533 482 515 495 456 442 441 486 542 494 509 566 533

5,524

5,635

5,142

5,549

5,291

5,606

5,903

5,527

5,632

5,889

5,555

5,753

6,809

7,139

7,421

7,632

7,474

7,871

7,9436,205
6,393

5,963

6,358
6,122

6,457
6,819

6,386
6,565

6,747
6,384

6,544

7,620
8,011

8,414
8,567

8,378

8,884 8,911

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

平成

10年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

1,000ｇ未満 1,000～1,500ｇ 1,500ｇ以上 合計

（人）

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 
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(９) 東京都における母体搬送・新生児搬送の件数と割合 

（平成 28年） 

 

   注 稲城市、島しょの搬送は含んでいない。 

出典：東京消防庁資料、小児総合医療センター資料 

 

  

(10) 東京都の周産期母子医療センターにおける母体搬送・新生児搬送の受入れ状況  

（平成 10年度～平成 28年度） 

 
                出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 

3,298件,68.3% 2,427件,70.6%
871件,62.6%

1,245件,25.8%
1,012件,29.4%

233件,16.8%
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(11) 周産期母子医療センターへの母体搬送の内訳 

（平成 28年度） 

 

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 

 

 

(12) 周産期母子医療センターへの新生児搬送の内訳 

（平成 28年度） 

 
出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 

総合周産期母子医

療センターから,

97件,4%
地域周産期母子医

療ンターから, 

71件,3%

一般の病産院から, 

1,816件,82%

助産所から, 

13件,1%

自宅から, 

181件,8%

その他, 

29件,1%

搬送元不明,

22件,1%

その他,

245件,11%

総合周産期母子医

療センターから,

109件,7%

地域周産期母子医

療センターから, 

100件,7%

一般の病産院から, 

1,218件,81%

助産所から, 

17件,1%

自宅から, 

31件,2%

その他, 

32件,2%

その他, 

80件,5%

n=1,507

n=2,229 
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(13) 周産期母子医療センターへの母体搬送の搬送元ブロック 

 （平成 28年度） 

 

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 

 

 

(14) 周産期母子医療センターへの新生児搬送の搬送元ブロック 

                                （平成 28年度） 

 

 

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 

 

搬送ブロック内, 

1,550件,70%

搬送ブロック外, 

532件,24%

搬送元不明,

25件,1%

神奈川県,

20件,1%

千葉県,

18件,1%

埼玉県,

79件,3%

その他,5件,0%

その他,

122件,5%

搬送ブロック内, 

1,053件,70%

搬送ブロック外, 

378件,25%

神奈川県, 

25件,2%

千葉県,

18件,1%

埼玉県,

28件,2%

その他,5件,0%

他県,76件,5%

n=2,229 

n=1,507 
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(15) 周産期母子医療センターにおける分娩数（分娩方法別）の推移 

（平成 10年度～平成 28年度） 

 

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 

 

 

(16) 周産期母子医療センターにおける分娩数(週数別)の推移 

（平成 10年度～平成 28年度） 

 

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 
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(17) 東京都の周産期母子医療センターにおける搬送受入に対する要請の割合 

及びＮＩＣＵ病床数の推移 

（平成13年度～平成28年度） 

 
※ＮＩＣＵ病床数は、各年度３月現在の周産期母子医療センターの病床数 

出典：東京都周産期母子医療センター患者取扱実績、東京都福祉保健局資料 

 
 

(18) 東京都の周産期母子医療センターにおける搬送受入に対する要請の割合 

及び低出生体重児数（都全体）の推移 

（平成13年度～平成28年度）

 

出典：人口動態統計、東京都周産期母子医療センター患者取扱実績 
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 (19) 周産期母子医療センターにおけるセミオープンシステムの一例 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出典：病院経営本部資料 

 

 

豊島区・文京区 

北区・足立区・練馬区 

グループＢ 
（妊婦健診可能 

医療機関） 

・妊娠初期から中期の健診 

グループＣ 
  （婦人科のみの医療機関） 

・がん検診 

・ＨＲＴ（ホルモン療法）の実施 

・内膜症、筋腫のフォローアップ 

・分娩 

・ハイリスク管理 

・妊娠初期の診療 

・妊娠 34 週からの健診 

・婦人科系疾患への対応 

都立大塚病院 

総合周産期母子医療センター 

産婦人科 

以外の 

診療所等 

（予定日が確定しているケース） 

 分娩予約・妊娠初期の受診予約 

 婦人科疾患手術等依頼 
予定数超過の 

分娩依頼 

協力医 

グループＡ 
（分娩・妊婦健診可能 

医療機関） 

・妊娠初期から中期の健診 

・逆紹介された分娩の対応 

健診依頼 

分娩予約 

妊娠初期の受診 

婦人科疾患手術等 

依頼  

婦人科疾患 

手術等依頼 （予定日が確定していないケース） 

 健診 

 妊娠初期の受診予約 

婦人科疾患の 

 フォローアップ等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 東京都周産期医療施設実態調査結果（概要） 

  



 

 

 ・ 
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Ⅵ 東京都周産期医療施設実態調査結果（概要）         

１ 調査概要 
(１) 調査目的 

都内周産期医療施設等の診察機能等必要な情報の実態調査を行い、東京都周産期医療

体制整備計画を策定する上での検討に活用する基礎資料とするとともに、計画策定に必

要な項目を都民へ情報提供する。 

(２) 調査の概要 

◆ 調査対象 ： 

ア 周産期母子医療センター 

イ 周産期連携病院 

ウ 一般病産院 

エ 分娩取扱診療所 

オ 分娩取扱無診療所 

カ 助産所（分娩取扱有の施設） 

◆ 調査期間 ： 平成 26年６月 2日～6月 27日 

◆ 調査方法 ： 郵便による書面調査・回収  

医療施設 回答率 配布数 回答数 

周産期母子医療センター・周産期連携病院 100.0％ 36 36 

 総合周産期母子医療センター 100.0％ 13 13 

地域周産期母子医療センター 100.0％ 12  12 

周産期連携病院 100.0％ 11 11 

一般病産院 83.1％ 65 54 

分娩取扱診療所 74.7％ 91 68 

分娩取扱無診療所 72.5％ 386 280 

助産所 87.9％ 58 51 

総数 76.9％ 636 489 

 

(３) 集計・分析結果を読む際の注意点 

○ 「n（Number of case）」は、原則として回答施設数を示しているが、男女の構成

比や常勤・非常勤等人数比較の際には人数の合計数を示している。 

なお、回答施設数を示さない場合のみ、n の定義を記した。 

○ 「無回答」を表記していない場合には、各項目の合計が全体の数値と一致しないこ  

とがある。 

○ 図表中では、周産期母子医療センターは「周産期 C」、周産期連携病院は「連携病院」

と記載した。 

○ 報告基準日は平成 26 年 4月 1日現在としたが、診療内容の実績については平成 25

年度分のものとした。 
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２ 調査結果 
(１) 医師の診療体制 

ア 産科・産婦人科医師数（分娩を取り扱う者） 

（ア）常勤 

①全体数                     ②男女比 

       

                            （Nは人数の総数） 

 

（イ）後期研修医      （ウ）産科・産婦人科医師数一覧（分娩を取り扱う者）        

       

                            （非常勤は常勤換算されていない数） 

 

（エ）１施設あたり産科・産婦人科医師数（分娩を取り扱う者・非常勤を除く） 

  

周産期C

328人

42%

連携病院

95人

12%

一般病産院

247人

32%

分娩取扱診療所

105人

14%

総数

775人

58.8

57.0

55.8

55.5

75.2

41.2

43.0

44.2

44.5

24.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数 n=775

周産期C n=328

連携病院 n=95

一般病産院 n=247

分娩取扱診療所 n=105

男性 女性

周産期C

127
74%

連携病院

22人

13%

一般病産院

19人

11%

分娩取扱診療所

3人 2％

総数

171人

(上段：件数/下段：％)

男性 女性 合計
周産期C 578 187 141 328 123 127

n=25 100.0 32.4 24.4 56.7 21.3 22.0
連携病院 153 53 42 95 36 22

n=11 100.0 34.6 27.5 62.1 23.5 14.4
一般病産院 575 137 110 247 309 19

n=54 100.0 23.8 19.1 43.0 53.7 3.3
分娩取扱診療所 328 79 26 105 220 3

n=68 100.0 24.1 7.9 32.0 67.1 0.9

総数 1,634 456 319 775 688 171

n=158 100.0 27.9 19.5 47.4 42.1 10.5

総数
常勤

非常勤
後期

研修医

2.9

7.5

4.8

2.5

1.2

2.0

5.6

3.8

2.0

0.4

1.1

5.1

2.0

0.4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

総数 n=158

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

分娩取扱診療所 n=68

常勤・男性 常勤・女性 後期研修医

（計 6.0）

（計 18.2）

（計 10.6）

（計 4.9）

（計 1.6）

（人）
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イ 小児科医師数（新生児診療を行う者） 

（ア）常勤 

①全体数              ②男女比 

          

                              （Nは人数の総数） 

 

（イ）後期研修医        （ウ）小児科医師数一覧（新生児診療を行う者） 

          

                              （非常勤は常勤換算されていない数） 

 

 

（エ）１施設あたり小児科医師数（新生児診療を行う者・非常勤を除く） 

 

  

周産期C

211人

53%

連携病院

61人

15%

一般病産院

125人

32% 総数

397人

59.7

65.9

57.4

50.4

40.3

34.1

42.6

49.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数 n=397

周産期C n=211

連携病院 n=61

一般病産院 n=125

男性 女性

周産期C

44人
63%

連携病院

19人
27%

一般病産院

7人

10%

総数

70人

（上段：新生児診療を行う小児科医師数/下段：うち新生児専任医師数）

後期

男性 女性 計 研修医

周産期C 312 139 72 211 57 44

n=25 192 96 46 142 24 26

連携病院 104 35 26 61 24 19

n=11 7 1 1 2 4 1

一般病産院 202 63 62 125 70 7

n=54 49 21 5 26 20 3

総数 618 237 160 397 151 70

n=90 238 114 47 161 47 30

常勤
非常勤総数

2.6

5.6

3.2

1.2

1.8

2.9

2.4

1.1

0.8

1.8

1.7

0.1

0 2 4 6 8 10 12

総数 n=90

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

常勤・男性 常勤・女性 後期研修医

（計 5.2）

（計 10.3）

（計 7.3）

（計 2.4）

（人）
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ウ 常勤医師の状況 

（ア）産科・産婦人科医師（分娩を取り扱う者） 

①１施設あたり医師数の分布 

   

 

（イ）小児科医師（新生児診療を行う者） 

①１施設あたり医師数の分布（新生児診療を行う小児科医師） 

 

 

②1施設あたり医師数の分布（新生児専任医師） 

  

 

～5人 ～10人 ～15人 ～20人 ～25人 ～30人 31人～ 無回答

周産期C n=25 2 7 7 4 3 0 1 1

連携病院 n=11 2 5 3 1 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8
（施設）

～5人 ～10人 ～15人 ～20人 21人～ 無回答

周産期C n=25 5 14 1 2 1 2

連携病院 n=11 3 7 0 0 0 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16
（施設）

0人 ～5人 ～10人 ～15人 無回答

周産期C n=25 2 5 14 2 2

連携病院 n=11 4 1 0 0 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16
（施設）
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③新生児診療を行う小児科医師数と新生児専任医師数の比較 

    

 

(２) 助産師・看護師の体制 

ア 助産師数 

（ア）１施設あたり産科部門助産師数

 

 

（イ）１施設あたり新生児部門助産師数 

 

211

61

142

2
0

50

100

150

200

250

周産期C 連携病院

新生児診療を行う小児科医師

うち新生児専任医師

（n=25） （n=11）

（人）

19.1

41.2

14.9

9.7

4.2

3.4

5.5

4.4

2.2

1.1

0.8

2.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

総数 n=90

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

常勤・専任 常勤・兼任 非常勤

（計25.5）

（計45.7）

（計21.2）

（計17.0）

（人）

3.0

8.6

1.0

3.3

2.5

1.6

4.1

0.5

0.1

0.8

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

総数 n=90

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

常勤・専任 常勤・兼任 非常勤

（計6.8）

（計11.2）

（計1.6）

（計5.9）

（人）
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（ウ）助産師数一覧 

    

 

イ 看護師数 

（ア）１施設あたり産科部門看護師数 

 

(上段：人数/下段：％)

専任 兼任 合計
周産期C 産科 1,140 1,029 84 1,113 27

n=25 100.0 90.3 7.4 97.6 2.4
新生児 281 215 63 278 3

100.0 76.5 22.4 98.9 1.1
合計 1,421 1,244 147 1,391 30

100.0 87.5 10.3 97.9 2.1
連携病院 産科 234 164 61 225 9

n=11 100.0 70.1 26.1 96.2 3.8
新生児 18 0 18 18 0

100.0 0.0 100.0 100.0 0.0
合計 252 164 79 243 9

100.0 65.1 31.3 96.4 3.6
一般病産院 産科 919 524 237 761 158

n=54 100.0 57.0 25.8 82.8 17.2
新生児 313 52 220 272 41

100.0 16.6 70.2 86.9 13.1
合計 1,232 576 457 1,033 199

100.0 46.8 37.1 83.8 16.2
分娩取扱診療所 511 277 22 299 212

n=68 100.0 54.2 4.3 58.5 41.5
分娩取扱無診療所 89 25 19 44 45

n=280 100.0 28.1 21.3 49.4 50.6
助産所 168 77 77 91

n=51 100.0 45.8 45.8 54.2

総数 3,673 2,363 724 3,087 586

n=489 100.0 64.3 19.7 84.0 16.0

総数 非常勤
常勤

6.0

9.2

8.2

4.1

2.1

0.6

3.2

2.7

0.9

0.7

0.8

1.1

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

総数 n=90

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

常勤・専任 常勤・兼任 非常勤

（計9.0）

（計10.5）

（計12.2）

（計7.9）

（人）



- 89 - 

 

（イ）１施設あたり新生児部門看護師数 

  

 

（ウ）看護師数一覧 

   

 

 

 

 

 

9.1

28.2

3.8

1.4

1.8

0.7

6.3

1.5

0.2

0.3

0.5

0.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

総数 n=90

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

常勤・専任 常勤・兼任 非常勤

（計11.1）

（計29.2）

（計10.6）

（計3.0）

（人）

(上段：人数/下段：％)

専任 兼任 合計
周産期C 産科 261 230 14 244 17

n=25 100.0 88.1 5.4 93.5 6.5
新生児 730 704 18 722 8

100.0 96.4 2.5 98.9 1.1
合計 991 934 32 966 25

100.0 94.2 3.2 97.5 2.5
連携病院 産科 134 90 35 125 9

n=11 100.0 67.2 26.1 93.3 6.7
新生児 117 42 69 111 6

100.0 35.9 59.0 94.9 5.1
合計 251 132 104 236 15

100.0 52.6 41.4 94.0 6.0
一般病産院 産科 424 222 144 366 58

n=54 100.0 52.4 34.0 86.3 13.7
新生児 158 73 79 152 6

100.0 46.2 50.0 96.2 3.8
合計 582 295 223 518 64

100.0 50.7 38.3 89.0 11.0
分娩取扱診療所 354 218 39 257 97

こちらで集計したものを記載⇒ n=68 100.0 61.6 11.0 72.6 27.4
分娩取扱無診療所 541 264 47 311 230

n=280 100.0 48.8 8.7 57.5 42.5

総数 2,719 1,843 445 2,288 431

n=438 100.0 67.8 16.4 84.1 15.9

総数 非常勤
常勤
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(３) その他関係職種の配置状況等 

ア 臨床心理士配置 

     
 

イ 理学療法士配置 

     
 

ウ NＩＣＵ入院児支援コーディネーター配置 

     
 

エ １施設あたり新生児蘇生法講習会認定者数 

 

(上段：施設数/下段：％) (上段：施設数/下段：％)

専任 兼任 うち非常勤のみ

周産期C 16 12 4 11 4 3 2
n=25 64.0 48.0 16.0 44.0 12.0 12.0 8.0

連携病院 6 6 1 6 3 2 0
n=11 54.5 54.5 9.1 54.5 27.3 18.2 0.0

一般病産院 14 13 1 16 10 16 14
n=54 25.9 24.1 1.9 30.0 18.5 29.6 25.9

分娩取扱診療所 2 1 1 2 1 46 19
n=68 2.9 1.5 1.5 2.9 1.5 67.6 27.9

総数 38 32 7 35 18 67 35
n=158 24.1 20.3 4.4 22.2 11.4 42.4 22.2

無回答
常勤 非常勤

無

(上段：施設数/下段：％) (上段：施設数/下段：％)

専任 兼任 うち非常勤のみ

周産期C 20 13 8 6 3 2 0
n=25 80.0 52.0 32.0 24.0 12.0 8.0 0.0

連携病院 10 0 9 2 0 1 0
n=11 90.9 0.0 81.8 18.2 0.0 9.1 0.0

一般病産院 30 0 19 2 0 13 11
n=54 55.6 0.0 35.2 3.7 0.0 24.1 20.4

分娩取扱診療所 0 0 0 0 0 44 24
n=68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.7 35.3

総数 60 1 46 10 3 60 35
n=158 38.0 0.6 29.1 6.3 1.9 38.0 22.2

常勤
無 無回答

非常勤

(上段：施設数/下段：％)

専任 兼任 うち非常勤のみ

周産期C 18 11 9 1 0 5 2
n=25 72.0 44.0 36.0 4.0 0.0 20.0 8.0

連携病院 2 0 2 0 0 0 2
n=4 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

総数 20 11 11 1 0 5 4
n=29 69.0 37.9 37.9 3.4 0.0 17.2 13.8

常勤
無

非常勤
無回答

38.0

8.2

5.7

4.2

0.1

1.3

6.2

1.5

1.3

1.6

0.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

分娩取扱診療所 n=68

分娩取扱無診療所

n=280

助産所 n=51

「専門」コース 「一次」コース

（計9.7）

（計7.0）

（計5.8）

（計0.1）

（計1.8）

（計44.2）

（人）
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(４) 医療連携の状況 

ア オープンシステム実施         イ セミオープンシステム実施 

           

 

ウ 在宅療養・療育を支援する機能を持った施設との連携 

    

 

エ ＮＩＣＵ退院児の短期入院（レスパイト含む）の実施（自院） 

    

 

オ 新生児対応可能な訪問看護ステーションとの連携の有無 

    

 

(上段：施設数/下段：％)
有 無 無回答

周産期C 3 21 1
n=25 12.0 84.0 4.0

連携病院 0 9 2
n=11 0.0 81.8 18.2

一般病産院 2 48 4
n=54 3.7 88.9 7.4

総数 5 78 7
n=90 5.6 86.7 7.8

(上段：施設数/下段：％)
有 無 無回答

周産期C 6 18 1
n=25 24.0 72.0 4.0

連携病院 3 6 2
n=11 27.3 54.5 18.2

一般病産院 1 49 4
n=54 1.9 90.7 7.4

総数 10 73 7
n=90 11.1 81.1 7.8

(上段：施設数 /下段：％)
有 無 無回答

周産期C 8 15 2
n=25 32.0 60.0 8.0

連携病院 2 7 2
n=11 18.2 63.6 18.2

一般病産院 1 50 3
n=54 1.9 92.6 5.6

分娩取扱診療所 1 59 8
n=68 1.5 86.8 11.8

総数 12 131 15
n=158 7.6 82.9 9.5

(上段：施設数/下段：％)
有 無 その他 無回答

周産期C 8 15 1 1
n=25 32.0 60.0 4.0 4.0

連携病院 3 5 0 3
n=11 27.3 45.5 0.0 27.3

一般病産院 1 46 0 7
n=54 1.9 85.2 0.0 13.0

総数 12 66 1 11
n=90 13.3 73.3 1.1 12.2

(上段：施設数/下段：％)
有 無 無回答

周産期C 14 10 1
n=25 56.0 40.0 4.0

連携病院 2 6 3
n=11 18.2 54.5 27.3

一般病産院 4 44 6
n=54 7.4 81.5 11.1

総数 20 60 10
n=90 22.2 66.7 11.1
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(５) 対応可能な分娩（母体・胎児の条件等） 

ア 分娩管理可能な週数 

 

 

イ 合併症対応可否 

 

 

(６) 対応可能な新生児 

ア 週数 

 

(上段：施設数/下段：％)
制限なし -22週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週 30週 31週 32週 33週 34週 35週 36週 37週 無回答 平均

総合周産期C 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22.4
n=13 7.7 0.0 53.8 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4

地域周産期C 1 0 4 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25.9
n=12 8.3 0.0 33.3 16.7 8.3 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

連携病院 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 32.9
n=11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 18.2 36.4 0.0 0.0 18.2

一般病産院 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5 19 18 2 6 35.0
n=54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 3.7 9.3 35.2 33.3 3.7 11.1

分娩取扱診療所 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 35 9 6 35.3
n=68 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 22.1 51.5 13.2 8.8

総数 3 0 11 4 2 0 0 0 4 1 3 0 1 2 9 38 53 11 16 33.4
n=158 1.9 0.0 7.0 2.5 1.3 0.0 0.0 0.0 2.5 0.6 1.9 0.0 0.6 1.3 5.7 24.1 33.5 7.0 10.1

(上段：施設数/下段：％)

可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答
総合周産期C 10 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1

n=13 76.9 7.7 7.7 7.7 76.9 7.7 7.7 7.7 76.9 7.7 7.7 7.7
地域周産期C 8 1 1 2 8 1 1 2 9 1 1 1

n=12 66.7 8.3 8.3 16.7 66.7 8.3 8.3 16.7 75.0 8.3 8.3 8.3
連携病院 7 0 3 1 7 0 3 1 9 0 1 1

n=11 63.6 0.0 27.3 9.1 63.6 0.0 27.3 9.1 81.8 0.0 9.1 9.1
一般病産院 20 16 12 6 22 15 10 7 15 20 12 7

n=54 37.0 29.6 22.2 11.1 40.7 27.8 18.5 13.0 27.8 37.0 22.2 13.0
分娩取扱診療所 4 55 0 9 3 55 0 10 2 57 0 9

n=68 5.9 80.9 0.0 13.2 4.4 80.9 0.0 14.7 2.9 83.8 0.0 13.2

総数 49 73 17 19 50 72 15 21 45 79 15 19
n=158 31.0 46.2 10.8 12.0 31.6 45.6 9.5 13.3 28.5 50.0 9.5 12.0

呼吸器系合併症 消化器系合併症 循環器系合併症

(上段：施設数/下段：％)

可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答
総合周産期C 10 2 0 1 10 2 0 1 9 0 3 1

n=13 76.9 15.4 0.0 7.7 76.9 15.4 0.0 7.7 69.2 0.0 23.1 7.7
地域周産期C 9 1 1 1 6 3 2 1 8 1 1 2

n=12 75.0 8.3 8.3 8.3 50.0 25.0 16.7 8.3 66.7 8.3 8.3 16.7
連携病院 8 0 2 1 5 3 2 1 6 0 3 2

n=11 72.7 0.0 18.2 9.1 45.5 27.3 18.2 9.1 54.5 0.0 27.3 18.2
一般病産院 10 31 6 7 8 31 8 7 12 15 16 11

n=54 18.5 57.4 11.1 13.0 14.8 57.4 14.8 13.0 22.2 27.8 29.6 20.4
分娩取扱診療所 2 57 0 9 1 58 0 9 6 52 0 10

n=68 2.9 83.8 0.0 13.2 1.5 85.3 0.0 13.2 8.8 76.5 0.0 14.7

総数 39 91 9 19 30 97 12 19 41 68 23 26
n=158 24.7 57.6 5.7 12.0 19.0 61.4 7.6 12.0 25.9 43.0 14.6 16.5

脳血管系合併症 交通外傷 その他内科系合併症

(上段：施設数/下段：％)
制限なし -22週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週 30週 31週 32週 33週 34週 35週 36週 37週 無回答 平均

総合周産期C 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22.4

n=13 7.7 0.0 53.8 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4

地域周産期C 0 0 4 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 25.0

n=12 0.0 0.0 33.3 16.7 8.3 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

連携病院 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 3 1 0 0 33.2

n=11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 36.4 27.3 9.1 0.0 0.0

一般病産院 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 16 17 1 15 35.1

n=54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 5.6 29.6 31.5 1.9 27.8

総数 1 0 11 4 2 0 1 0 3 1 2 0 1 1 7 19 18 1 18 31.5

n=90 1.1 0.0 12.2 4.4 2.2 0.0 1.1 0.0 3.3 1.1 2.2 0.0 1.1 1.1 7.8 21.1 20.0 1.1 20.0
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イ 体重 

 

 

ウ 疾患別対応可否 

  

(上段：施設数/下段：％) (上段：施設数/下段：％)

-300g -500g -800g -1,000g -1,300g -1,500g -1,800g -2,000g -2,300g -2,500g 無回答 平均

総合周産期C 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 358.3

n=13 46.2 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8

地域周産期C 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 683.3

n=12 33.3 8.3 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

連携病院 0 0 0 2 0 2 1 5 0 0 1 1680.0

n=11 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 18.2 9.1 45.5 0.0 0.0 9.1

一般病産院 0 0 0 0 0 2 3 23 6 4 16 2047.4

n=54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 5.6 42.6 11.1 7.4 29.6

総数 10 3 1 5 0 4 4 28 6 4 25 1680.8

n=90 11.1 3.3 1.1 5.6 0.0 4.4 4.4 31.1 6.7 4.4 27.8

(上段：施設数/下段：％)

可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答 可 否 その他 無回答

総合周産期C 11 0 0 2 11 0 1 1 8 2 2 1 10 2 0 1

n=13 84.6 0.0 0.0 15.4 84.6 0.0 7.7 7.7 61.5 15.4 15.4 7.7 76.9 15.4 0.0 7.7

地域周産期C 5 5 0 2 5 5 0 2 3 6 1 2 3 6 1 2

n=12 41.7 41.7 0.0 16.7 41.7 41.7 0.0 16.7 25.0 50.0 8.3 16.7 25.0 50.0 8.3 16.7

連携病院 1 10 0 0 2 9 0 0 2 8 1 0 2 8 1 0

n=11 9.1 90.9 0.0 0.0 18.2 81.8 0.0 0.0 18.2 72.7 9.1 0.0 18.2 72.7 9.1 0.0

一般病産院 0 40 2 12 - - - - 0 41 1 12 0 40 1 13

n=54 0.0 74.1 3.7 22.2 - - - - 0.0 75.9 1.9 22.2 0.0 74.1 1.9 24.1

総数 17 55 2 16 18 14 1 3 13 57 5 15 15 56 3 16

n=90 18.9 61.1 2.2 17.8 50.0 38.9 2.8 8.3 14.4 63.3 5.6 16.7 16.7 62.2 3.3 17.8
※　②小児外科的手術対応については、総数 n=36

①外科疾患系合併症 ②小児外科的手術対応※ ③心臓疾患合併症 ④脳外科疾患合併症
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(７) 診療内容（産科） 

ア 分娩数（平成 25年度） 

（ア）総分娩数             （イ）週数別分娩数 

            

 

（ウ）週数別分娩数一覧（平成 25年度） 

   

 

（エ）経腟分娩、鉗子・吸引分娩、帝王切開（予定・緊急）（平成 25年度） 

   

周産期C

26,787 
33%

連携病院

6,079 
8%

一般病産院

26,107 
32%

分娩取扱診療所

20,766 
26%

助産所

1,027 
1%

総数

80,766件

22-23週

130 ,0%
24-27週

354 ,1%
28-33週

1,038  ,1%

34-36週

3,643  , 5%

37-41週

67,829 
93%

42週～

235 ,0%

総数

73,229件

(上段：件数/下段：％)

総数
（n=209)

周産期C
（n=25）

連携病院
（n=11）

一般病産院

（n=54）

分娩取扱
診療所
（n=68）

助産所
（n=51）

22-23週 130 106 0 10 14 0
100.0 81.5 0.0 7.7 10.8 0.0

24-27週 354 320 23 5 6 0
100.0 90.4 6.5 1.4 1.7 0.0

28-33週 1,038 994 25 9 10 0
100.0 95.8 2.4 0.9 1.0 0.0

34-36週 3,643 2,496 287 583 277 0
100.0 68.5 7.9 16.0 7.6 0.0

37-41週 67,829 22,716 4,632 20,503 18,955 1,023
100.0 33.5 6.8 30.2 27.9 1.5

42週～ 235 106 5 49 74 1
100.0 45.1 2.1 20.9 31.5 0.4

総数 73,229 26,738 4,972 21,159 19,336 1,024
n=73,229 100.0 36.5 6.8 28.9 26.4 1.4

(上段：件数/下段：％)

総数
（n=209)

周産期C
（n=25）

連携病院
（n=11）

一般病産院

（n=54）

分娩取扱
診療所
（n=68）

経膣分娩数 62,567 17,734 4,286 18,865 21,682
100.0 28.3 6.9 30.2 34.7

鉗子・吸引 7,652 2,404 411 2,272 2,565
100.0 31.4 5.4 29.7 33.5

帝王切開数 19,818 8,406 1,611 5,303 4,498
100.0 42.4 8.1 26.8 22.7

予定 11,042 4,240 941 3,140 2,721
100.0 38.4 8.5 28.4 24.6

緊急 8,776 4,166 670 2,163 1,777
100.0 47.5 7.6 24.6 20.2

総数 82,385 26,140 5,897 24,168 26,180
100.0 31.7 7.2 29.3 31.8
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イ 院内助産システム 

（ア）院内助産の設置             （イ）助産外来の設置 

              

 

ウ 合併症妊婦管理数・周産期医療関連疾患患者数（平成 25年度） 

 

 

 

  

(上段：施設数/下段：％)
有 無 無回答

総合周産期 1 10 2
n=13 7.7 76.9 15.4

地域周産期 2 10 0
n=12 16.7 83.3 0.0

連携病院 4 6 1
n=11 36.4 54.5 9.1

一般病産院 5 43 6
n=54 9.3 79.6 11.1

総計 12 69 9
n=90 13.3 76.7 10.0

(上段：施設数/下段：％)
有 無 無回答

総合周産期 6 5 2
n=13 46.2 38.5 15.4

地域周産期 9 3 0
n=12 75.0 25.0 0.0

連携病院 10 0 1
n=11 90.9 0.0 9.1

一般病産院 22 26 6
n=54 40.7 48.1 11.1

総計 47 34 9
n=90 52.2 37.8 10.0

(上段：人数/下段：％)
総数

(n=158)
総合周産期C

(n=13)
地域周産期C

(n=12)
連携病院
(n=11)

一般病産院
(n=54)

分娩取扱診療所
(n=68)

4,575 1,954 586 503 775 757

100.0 42.7 12.8 11.0 16.9 16.5

1,133 518 131 180 147 157

100.0 45.7 11.6 15.9 13.0 13.9

389 159 39 111 76 4

100.0 40.9 10.0 28.5 19.5 1.0

1,695 506 213 343 403 230

100.0 29.9 12.6 20.2 23.8 13.6

3,307 1,233 986 693 327 68

100.0 37.3 29.8 21.0 9.9 2.1

409 224 43 18 59 65

100.0 54.8 10.5 4.4 14.4 15.9

4,574 1,828 1,300 385 492 569

100.0 40.0 28.4 8.4 10.8 12.4

505 342 101 19 30 13

100.0 67.7 20.0 3.8 5.9 2.6

286 113 57 18 61 37

100.0 39.5 19.9 6.3 21.3 12.9

2 1 0 0 1 0

100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0

その他の内科
合併症

切迫早産

重症妊娠高血圧
症候群

糖尿病

妊娠糖尿病

癒着胎盤

１L以上の大量出血

母体DIC

妊娠２２週以降の
死産

妊産婦死亡
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(８) 診療内容（新生児） 

ア 周産期関連疾患患者と発生数（平成 25年度） 

   

 

イ 新生児低体温療法施行数 

（ア）新生児低体温療法施行の有無      （イ）新生児低体温療法実施数 

     
 
ウ ハイリスク新生児の長期発育発達予後 

（ア）出生体重 1000ｇ未満児の修正１歳半での状態の外来追跡数 

   

 

（イ）外来追跡した児の状態 

   

(上段：人数/下段：％)

総数
(n=90)

総合
周産期C
（n=13）

地域
周産期C
（n=12）

連携病院
（n=11）

一般病産院

（n=54）

310 167 85 8 50
100.0 53.9 27.4 2.6 16.1

15 6 5 1 3
100.0 40.0 33.3 6.7 20.0

783 377 189 36 181
100.0 48.1 24.1 4.6 23.1

4 2 1 1 0
100.0 50.0 25.0 25.0 0.0

218 63 93 24 38
100.0 28.9 42.7 11.0 17.4

重症新生児仮死

ＭＡＳ

分娩麻痺

新生児仮死で入院

新生児仮死で死亡

（上段：施設数/下段：％）

有 無

総合周産期C 9 4
n=13 69.2 30.8

地域周産期C 2 10
n=12 16.7 83.3

連携病院 1 10
n=11 9.1 90.9

総数 12 24

n=36 33.3 66.7
※「無」には無回答を含む

36

5

1

0 10 20 30 40

総合周産期C 

n=13

地域周産期C 

n=12

連携病院 n=11

（件）

(上段：人数/下段：％)

総数
（n=36)

総合
周産期C
（n=13）

地域
周産期C
（n=12）

連携病院
（n=11）

264 196 68 0
100.0 74.2 25.8 0.0

外来追跡数

(上段：件数/下段：％) (上段：人数/下段：％)

可 否 計 有 無 計 有 無 計 有 無 計 有 無 計
総合周産期C 153 33 186 137 46 183 1 185 186 3 182 185 3 183 186

n=13 82.3 17.7 100.0 74.9 25.1 100.0 0.5 99.5 100.0 1.6 98.4 100.0 1.6 98.4 100.0
地域周産期C 54 14 68 37 31 68 0 68 68 0 68 68 0 68 68

n=12 79.4 20.6 100.0 54.4 45.6 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
連携病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n=11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

総数 207 47 254 174 77 251 1 253 254 3 250 253 3 251 254
n=36 81.5 18.5 100.0 69.3 30.7 100.0 0.4 99.6 100.0 1.2 98.8 100.0 1.2 98.8 100.0

両側難聴 てんかん独歩 有意語 全盲
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(９) 分娩取扱無診療所 

ア 病床の有無         イ 妊婦健診 

         

 

ウ 時間外診療・相談の状況 

 
 

(10) 助産所 

ア 分娩等の業務 

 

 

イ 入所施設の有無など 

  

 

(11) その他 

ア 電子カルテの導入状況 

 

(上段：施設数/下段：％)
総数 有 無

280 77 203
100.0 27.5 72.5

病床

(上段：施設数/下段：％)
総数 有 無 無回答

280 226 47 7
100.0 80.7 16.8 2.5

妊婦健診

(上段：施設数/下段：％)

総数
外来対応

可能
電話のみ その他 無回答

280 42 95 110 33
100.0 15.0 33.9 39.3 11.8

時間外診療・相談

(上段：施設数/下段：％)
総数 有 無 無回答

51 31 18 2
100.0 60.8 35.3 3.9

51 39 10 2
100.0 76.5 19.6 3.9

入所

出張

(上段：施設数/下段：％)
総数 有 無 無回答

51 31 18 2
100.0 60.8 35.3 3.9

入所施設の有無等
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総数 n=158

周産期C n=25

連携病院 n=11

一般病産院 n=54

分娩取扱診療所 n=68

全面電子化 オーダーのみ 無 無回答


