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-自院のDPCデータを活用しよう-

2015/8/24 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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DPCデータを用いた分析とは



DPC（Diagnosis Procedure combination）の誕生

• DPC分類（診断群分類）とは、医療資源の必要度の均質性と臨
床的な類似性に基づいて患者を分類する方法

ある病院のカルテ

Aさん 大腸がんで手術をしました。

Bさん 目の病気で点眼薬を処方しました。

Cさん お腹が痛いとのことで手術してみました。

Dさん 目の病気でしたが経過観察になりました。

AさんとCさんは医療資源（手術）の必要度が均質とみなす

BさんとDさんは臨床的な類似性（目の病気）があるとみなす

一定の法則で患者を分類する
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オーダーメード医療と
は言うけれど、同じ治
療として分類したほう

が？



DPCコード体系（14桁の意味をもった数値）

①主要診断群＝MDC

（Major Diagnostic 
Category）

１８の疾病群に分かれる

②病名＝ICD-10に対応

③DPC１４桁

どのような診断でどのような医
療行為を行ったかの組合せ

※電子点数表で確認できる
5

①２桁

②６桁

③１４桁

引用）松田著 臨床医のためのDPC入門 じほう



２８７３分類の軌跡（樹形図）
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引用）●電子点数表26年度版

１４桁のDPCコードが同じ患者は必要な医療資源の量
にばらつきが少ないと仮定
←このコードで集約すると色々なことがみえてくる

特定の手術の有無

特定の処置の有無

ICD-10に相当する分類

医療資源
少ない

医療資源
多い



DPC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！！



例外もあります

•ＤＰＣによる包括評価が対象となる病棟が存在する。

•ＤＰＣ包括評価の対象外患者が存在する。

→「ＤＰＣ早見表」の表紙の裏で確認

•９０日を超える患者は、検査、薬などが包括となるため、レセ
プトデータに入力されない可能性がある。

•持参薬は入力されない。

•ＥＦファイルは、ＤＰＣ包括評価以外の患者や包括算定部分も
実診療に従ったデータを提出することになっている。が、しか
し。。。
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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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①病院経営の視点

•診療機能分析レポート（国立病院機構本部）より

後発医薬品の使用状況
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①病院経営の視点

•診療機能分析レポート（国立病院機構本部）より

医療資源投入量の違いを明らかにする。

12国立病院機構本部ＨＰ（http://www.hosp.go.jp/files/000030988.pd）

注射料はあまり違い
がないが、投薬料が
大きく違っているの

はなぜ？

他病院は３~５日で退
院しているのに、うち
は６～８日以上診療に
かかっている？

患者像は均一

http://www.hosp.go.jp/files/000030988.pd


診療行為の評価

•臨床評価指標

（国立病院機構本部）
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国立病院機構本部ＨＰ
（http://www.hosp.go.jp/files/000034524.pdf）

①病院経営の視点

http://www.hosp.go.jp/files/000034524.pdf


②政策提言の視点

•ＤＰＣ研究班（伏見班）で厚生労働省に提出するデータを同じ
ものをおよそ１，０００病院より提供していただき、政策への
提言を行っている。
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支払い側と診療側が同じ
データを持っている

医師・病院の団体などが、同
様の分析を行い、政策提言に
活用。ＤＰＣデータによる容
易な分析。



③研究の視点

我が国の外科手術における

抗菌薬予防投与の適正使用要因の検討

•外科手術を行った入院患者のデータベースを用い抗菌薬の予防投与ガ
イドライン遵守の要因を検討した。

結果

•ガイドラインに則さない使用

Inguinal hernia repair

（薬剤選択１６％、投与日数３２％）

Appendectomy

（薬剤選択２０％、投与日数４４％）

Laparoscopic cholecystectomy

（薬剤選択４７％、投与日数６２％）
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Imai-Kamata S, Fushimi K. ISQua. 2011;23(2):167-72.



DPCデータを確認してみよう



「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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分析に使用するデータ
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データは以下のようになっていますか？

Dファイル

様式１ファイル

お助けファイル

旧様式形式

使用関数のまとめ

構成単位 注意事項

様式１(FF1) 横持ち
（患者情報）

１データ＝１入院単位 再入院の患者は複数行になる。
H２６年度より形式が変更
当月の退院患者のみ

EFファイル 縦持ち
（診療行為情報）

１データ＝１実施単位
※朝、夕２回注射を１本づつ
＝同じ実施日に同じ注射が２
データ存在する

全てのレセプトオーダーが含まれる
ため、膨大なデータ数となる。
対象を絞り込んでから分析する。
当月診療行為の実施日全て

Dファイル 縦持ち
（請求情報）

１データ＝１実施単位 DPCコード以外は、分析に使われな
い。
当月の請求情報全て



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/kenkou_iry
ou/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。

19

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


分析に必要な前処理をしよう



分析前に必要な準備とは？

分析したい内容にあわせて、データの加工が必要です

21

DPCデータ分析で最初に
行うことは、データを分
析できる状態まで加工す

ることです！

在院日数は何日？は？

入院時点で何歳？は？



様式１に基礎情報を追加する

① 様式１・EFファイル・Dファイルに分析用IDを追加

② Dファイルから様式１にDPCコードを挿入

③ MDCを追加

④ DPC６桁を追加

⑤ OPE（手術の有無）を追加

⑥ 年齢を計算

⑦ 年齢階級の計算

⑧ 65才以上高齢者にフラグをたてる

⑨ 在院日数を計算
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①様式１・EFファイル・Dファイルに分析用IDを追加
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②Dファイルから様式１にDPCコードを挿入

様式１には、DPC の分類番号（DPC コード）が付与さ
れていません。DPC コードはD ファイルにのみ存在する
ため、「分析用ID」を用いて様式１とD ファイルをリン
クさせ、様式１にDPC コードを追加します。ただし、レ
セプトコンピューターの種類によってはDPC コードが付
与されている場合もあるので、様式１にDPC コードが
入っている場合、この操作は必要ありません。
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☆使用する関数
「=VLOOKUP（検索値、検索範囲、列番号、検索方法）」



③MDCを追加 ④DPC6を追加 ⑤OPEの有無を追加
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☆使用する関数
「=LEFT（検索値、検索範囲）」
☆IF文とMID関数の組み合わせ



⑥年齢の計算 ⑦年齢階級の計算 ⑧65歳以上高齢者にフラ
グを立てる
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☆使用する関数
=INT(([ 入院年月日のセル番地]-[ 生年月日のセル番地])/10000)

入院年月日から生年月日を差し引いた数値を10000 で割り、
INT 関数で小数点以下を切り捨てる。

=INT([ 年齢]/10)
年齢階級は、年齢を10 で割り、
INT 関数を使って小数点以下を切り捨てる

=IF([ 年齢]<65,0,1)
65歳以下は0，それ以上は1に変換



⑨在院日数を計算
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☆使用する関数
=(LEFT([ 様式1 終了日],4)&”/”&MID([ 様式1 終了

日],5,2)&”/”&RIGHT([ 様式１終了日],2))
-(LEFT([ 様式１開始日],4)&”/”&MID([ 様式１開始

日],5,2)&”/”&RIGHT([ 様式１開始日],2))+1

在院日数は、「様式１終了日」（AI 列）から「様式１開始
日」（AH 列）を差し引いた日数に1を足して求めます



Lesson1
MDC別手術の有無別件数を集計
しよう



MDC別手術の有無別患者数を集計⇒棒グラフで表示

29



Lesson2
MDC別手術実施率を集計しよう



MDC別手術実施率を集計⇒100％積み上げ棒グラフで表示
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Lesson3
MDC別平均在院日数を集計しよ
う



MDC別手術の有無別患者数を集計⇒棒グラフで表示
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分析に必要な豆知識
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病名コード
ＩＣＤ－１０コードを使いこなそう

•疾病及び関連保健問題の国際統計分類：International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems（以下「ＩＣＤ」と略）

•現在第10版が流通し、第11版が編纂中

•電子版

（http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/）

・ 病名くんオンライン

（http://www.dis.h.u-
tokyo.ac.jp/Scripts/Search/index_search.asp）

電子辞書はコードを検索するには便利だが、病名を体系的に確
認するには、冊子で字引してみる方がよい。
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http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/Scripts/Search/index_search.asp


ＩＣＤ－１０コードを調べてみよう！

Q「入院中の大腿骨骨折の発生」の
ＩＣＤ－１０は？

①骨折
②大腿骨
※入院中＝入院後発症病名

答え Ｓ７２＄
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標準化マスタとは

[マスタとは]

単にマスタといった場合は企業内データベースなどで処理の基
本となるデータを集めたマスターデータのことを指す場合が多
い。この用例では特に長音記号を排して「マスタ」と表記する
慣習がある。（IT用語辞典）

[医療用標準マスタとは]

平成１３年から始まった「保健医療情報分野における情報化に
向けてのグランドデザイン」のなかで、診療情報の「用語・
コード」を標準化することが、アクションプランに盛り込まれ、
一般財団法人医療情報システム開発センター(以下、MEDIS-
DC)が９分野１０種の標準マスターを開発した。

2015/4/28 Shinobu Imai 37



•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 38

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



マスタの整備
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診療報酬情報提供サービス（厚労省保険局）
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/

データの形式はこ
のPDFで確認

2015/4/28 Shinobu Imai



マスタの整備

402015/4/28 Shinobu Imai

医薬品HOTコードマスター（MEDIS）
http://www2.medis.or.jp/master/hcode/



コードそれぞれに意味がある
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医薬品のコードに触れてみる

• MEDISのホームページでHOTマスターをダウンロードしてみる。

•１行目を選択し、フィルタをかける

•１行目G列「薬価基準収載医薬品コード」のテキストフィルタで、
「指定の数値ではじまる」に「2149041」で始まると入れてみる
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「薬価基準収載医薬品コード」が「2149041」で始まるのは、

ディオバン錠が１２データ

• HOTコードは12種類でユニーク（重複なし）

• JANコードも12種でユニーク

→包装価格単位

•薬価基準収載医薬品コードは4種

→医薬品の薬価規格単位

•レセプト電算コードは４種

→医薬品の薬価規格単位

2015/4/28 Shinobu Imai 43

薬価収載医薬品コード「2149041」は一般名がバルサルタンという医薬品
後発医薬品が存在すれば、より多くの件数がヒットします


