
ExcelでDPCデータ分析②
-自院のDPCデータを活用しよう-

2015/8/25 DPCサマーセミナー
国立病院機構 今井志乃ぶ

医療経済研究機構 清水沙友里



本プログラムの流れ

1日目：DPCデータ分析の基礎①
DPCデータを用いた分析とは？
DPCデータを確認してみよう
分析に必要な前処理をしよう
lesson1 MDC別手術の有無別件数を集計してみよう
lesson2 MDC別手術実施率を集計してみよう
lesson3 MDC別平均在院日数を集計してみよう

2日目：DPCデータ分析の基礎②
一日目のまとめ
lesson4 退院経路を集計してみよう
lesson5 65歳未満および65歳以上の患者における

入院中の大腿骨骨折の発症率を集計してみよう
lesson6  急性脳梗塞患者の入院死亡率を集計してみよう
lesson7  DPC６桁別症例数トップ5の患者数・平均年齢・

平均在院日数を集計してみよう
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1日目のまとめ



DPC調査データの概要

■平成２６年度「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査」 実施説明資料
厚生労働省 保険局 医療課
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000046158.pdf
■平成２４年度退院患者調査の結果報告について
厚生労働省中医協DPC分科会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000023522.html
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様式１・EFファイルのリンケージ
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様式１

施設コード

データ識別番号（患者）

退院年月日

入院年月日

患者属性

入院情報

診断情報

手術情報

診療情報

DPCコード

Eファイル

施設コード

データ識別番号（患者）

退院年月日

入院年月日

データ区分番号

順序番号

行為点数

行為薬剤料

行為材料料

行為回数

実施年月日

Fファイル

施設コード

データ識別番号（患者）

退院年月日

入院年月日

データ区分番号

順序番号

行為明細番号

レセプト電算コード

行為明細点数

行為明細薬剤料

行為明細材料料

引用）伏見 2010.12.05セミナー資料

平成23年度より統合

Ｄファイル

テキストの付録を確認しよう！！



DPCデータで出来ること

①病院経営の視点

• 出来高と包括の請求額を比較し、無駄を洗い出す
• 他施設と比較して自院の立ち位置（患者構成）を確認する。

②政策提言の視点

• 診療報酬の改訂について要望する際に、DPCデータの分
析を活用する。

• 診療報酬点数は、データの蓄積により分析され、決定され
る。

③研究の視点

• 診療行為の評価・・健全経営の為には、提供する医療サー
ビスの質が高いことが大切、と考える経営者もいる。

• 薬剤疫学研究/臨床疫学研究
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様式１の項目を解読するには？

仕様書（「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査」実施説明
資料）を熟読し、各変数の定義を確認する。
（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/k
enkou_iryou/iryouhoken/dl/h26_dpc_1.pdf）
または、（テキスト巻末付録 様式１ 2013年度版）
※ 分析するデータに合わせた年度のものを使う

□ 病名は何種類入力されていますか？
□ 死亡退院はどこに入力されていますか？
□ ADLはどのように解釈しますか？

すべて仕様書に書いてあります。
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/h26_dpc_1.pdf


EFファイルの項目を解読するには？

□ フィルターをかけて、全体を俯瞰してみる。
仕様書（「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査」実施説
明資料）を熟読し、各変数の定義を確認する。
（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya
/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/h26_dpc_1.pdf）
または、（テキスト巻末付録 EF統合ファイル）

□ データ区分とは？
□ レセプト電算コードとは？
→手術点数表コード（Kコード）との関連
□ 医薬品の分類はどうする？→HOTマスタの活用
□ 様式１とのリンケージはどうする？

2015/1/24 Shinobu Imai 8

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/h26_dpc_1.pdf


• 病名マスタ（ICD10対応標準病名マスタ）
「病名くん」などフリーソフトで閲覧可

小規模分析には、ICD-10一覧で充分

• 手術・処置マスタ
Kコード関連 外保連試案

• 臨床検査マスタ（生理機能検査を含む）
• 医薬品HOTコードマスタ
• 医療機器マスタ
• 画像検査

• 看護実践用語標準マスタ
＜看護行為編＞＜手術観察編＞

• 症状所見マスタ＜身体所見編＞
• 歯科分野マスタ＜病名＞＜手術処置＞

2015/4/28 Shinobu Imai 9

DPCデータの分析では、
これらのコードがレセプ
ト電算コードと紐付けら
れている事が重要！！

様式１で利用

EFファイルで利用
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Lesson4
退院経路を集計しよう



退院経路(退院先別の患者数と比率)をピボットテーブルで集計
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Lesson5
65歳未満および65歳以上の患者
における入院中の大腿骨骨折の発
症率を集計しよう



入院中に大腿骨骨折(ICD10がS72$)を発症した65歳未満及
び65歳以上の患者数をピボットテーブルで集計しよう
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Lesson6
急性脳梗塞患者の入院死亡率を集
計しよう



最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(ICD10:I63$)の患
者のうち、①[脳卒中の発症時期]から数えて3日以内に入院②
退院時転機が[死亡]の2つの条件を満たす患者を集計しよう
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Lesson7
DPC6桁別症例数トップ5の患者
数・平均年齢・平均在院日数を集
計しよう



DPC6桁別の症例数、平均年齢、平均在院日数をピボット
テーブルで集計し、バブルチャートで表示しよう
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ここまでが集計の基礎！
もっと深い分析をするなら..

☑診療行為と結びつけた分析

⇒EFファイルとリンケージ
☑クリニカルパス・ガイドラインと連動した分析

⇒マスタの活用
☑厚生労働省公開データを用いた地域分析

⇒自院の実力は？



「これ以上

やさしくできな
いレベル」を
実現！

本書の主な内容

伏見清秀 監修・今井志乃ぶ 著
／日経ヘルスケア 編

DPCに関する基礎知識
～DPCについて知ろう

自院のDPCデータを活用する
～まずは自院の特徴を知ろう

Section1 データを用意して集計・分析にトライ

Section2 基礎・応用で分かる 集計・分析の実際

厚生労働省のDPC公開データ
を活用する
～自院の実力・地域での位置づけを知ろう

Section1 データを用意して集計・分析にトライ

Section2 基礎・応用で分かる集計・分析の実際

価格：本体9,200円＋税
●A4変型、●約200ページ
●書籍＋CD‐ROM１枚
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DPC公表データのピボットテーブルでの分析

挿入からグラフを選択

©K. Fushimi, Tokyo Medical and Dental University



DPC公表データのピボットテーブルでの分析

挿入からグラフを選択

二次医療圏内上位5病院の患者シェアの年次推移

©K. Fushimi, Tokyo Medical and Dental University



名称 リンク 内容

中央社会保険医療協議会
診療報酬調査専門組織各分科
会

http://www.mhlw.go.jp/shing
i/chuo.html#soshiki

・議事録、資料の一覧

平成26年9月5日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/s
hingi/0000056344.html

・H25調査最終報告
・DPC分類別在院日数、症例数
・在院日数の平均の差の理由の検討
等

平成25年9月20日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/s
hingi/0000023522.html

・H24調査最終報告

平成24年8月21日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/s
hingi/2r9852000002hs9l.html

・H23調査最終報告

平成23年11月7日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/s
hingi/2r9852000001u23a.htm
l

・H22調査最終報告

平成22年6月30日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/shing
i/2010/06/s0630-7.html

・H21調査最終報告

平成21年5月14日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/shing
i/2009/05/s0514-6.html

・H20調査最終報告

平成20年5月9日ＤＰＣ評価
分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/shing
i/2008/05/s0509-3.html

・H19調査最終報告

厚生労働省ホームページから利用可能なデータの例

©K. Fushimi, Tokyo Medical and Dental University



東京都主要病院の比較（主要な手術患者数・H22データ）

0100
10

050050 050050 060010 060010 060020 060035 060050 06007x 070220 070230 090010

脳腫
瘍

狭心症、
慢性虚血
性心疾患

狭心症、
慢性虚血
性心疾患

食道の悪
性腫瘍
（頸部を
含む。）

食道の悪
性腫瘍
（頸部を
含む。）

胃の悪性
腫瘍

大腸（上
行結腸
からＳ状
結腸）の
悪性腫
瘍

肝・肝内
胆管の悪
性腫瘍
（続発性
を含む。）

膵臓、脾
臓の腫
瘍

股関節
症（変形
性を含
む。）

膝関節
症（変形
性を含
む。）

乳房の悪
性腫瘍

施設名 01
02
CABG

03
PCI

01
侵襲的

02
内視鏡

01 01
01+02
肝切除

01+02
膵切除

01 01
97(輸血
以外の再
掲)

東京慈恵会医科大学附属病院 10 37 122 14 53 112 50 20 10 98 46 213
東京医科大学病院 41 42 154 12 25 48 63 22 25 60 50 186
東京女子医科大学病院 168 15 301 32 37 117 104 83 62 11 34 173
慶應義塾大学病院 111 14 173 26 63 84 63 22 13 85 38 177
日本医科大学付属病院 21 20 92 15 27 79 72 31 0 19 102
順天堂大学医学部附属順天堂医院 71 96 281 95 76 104 71 69 36 37 29 328
昭和大学病院 16 206 41 36 59 64 17 0 44 33 216
東邦大学医療センター大森病院 19 105 20 34 63 61 14 0 45 100 90
日本大学医学部附属板橋病院 67 30 176 23 31 39 132 0 45 142 180
帝京大学医学部附属病院 22 38 135 33 43 32 0 37 30 105
杏林大学医学部付属病院 42 25 71 22 49 62 13 16 45 53 146
独立行政法人国立がん研究センター中央病院 39 61 121 216 111 58 47 304
東京医科歯科大学医学部附属病院 72 25 82 38 62 72 70 93 17 85 63 88
東京大学医学部附属病院 63 38 290 33 37 118 76 74 27 49 55 162
財団法人聖路加国際病院 10 146 20 32 51 0 0 27 30 505
日本赤十字社医療センター 18 101 12 66 79 95 0 16 12 91
社会福祉法人　三井記念病院 50 213 11 45 52 0 0 12 154
東京都立駒込病院 36 27 93 126 114 37 11 22 29 231
東京都立墨東病院 21 128 12 59 57 35 0 12 18 87
駿河台日本大学病院 12 108 39 31 0 0 33 73
財団法人　癌研究会　有明病院 66 94 367 208 100 41 874

■年間50例以上、■年間100例以上
©K. Fushimi, Tokyo Medical and Dental University


