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高度専門医療研究部会 (第 2回)議事次第

平 成 22年 2月 26日 (金 )

10:00～ 13:00

厚 生 労働 省 専 用 第 21会 議 室

1 開会

2 譲誹纂

(1)国立高度専門医療研究センターの中期目標 (案)及び中期計画 (案)について

3 閉会

<配付資料>
資料1-1 第 1回会議でいただいたご意見について

資料1-2 国立高度専門医療研究センターの中期目標 (案)

資料2-1 国立高度専門医療研究センターの中期目標 (案)及び中期計画 (案)の概要

資料2-2 国立高度専門医療研究センターの中期目標 (案)及び中期計画 (案 )

資料2-3 国立高度専門医療研究センターの中期計画 (案 )

参考資料 1 平成22年度 国立高度専門医療研究センター運営費交付金 予算 (案 )

参考資料2 借入金債務について
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資料1-1

第1回会議でいただいたご意見について

前文

〇 治験等臨床研究と並んで、コホート研究等の疫学研究の重要性も具体的に記載できない

か 。

→ 国立高度専門医療センターに期待される役割の1つとして、疫学研究等による日本人のエ

ビデンスの収集について前文に記載。

① 国際水準の研究成果はあくまで前提であり、世界をリードするナショナルセンターとなること
への期待を記載できないか。

→ 国際水準の成果を継続的に生み出すことにより、世界をリードすることの期待を前文に記

載.

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

〇「2医療の提供に関する事項」の治療選択の自己決定について、医療者とともに患者が自

己決定するとの趣旨を追加できないか。
→ 医療者とともに患者・家族が治療の選択、決定を主体的に行えるよう、記載を追加。

○「4.医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項」について、がん対策情報セ

ンターの実績を念頭に置いて、患者支援につながる情報発信が期待される旨、追加できな

い か 。

→ 医療従事者や患者・家族が信頼のおける情報を解りやすく入手できるような、情報発信を

行うよう、記載を追加。

第3業務運営の効率化に関する事項

〇「適正化」という用語について、「縮減」等具体的な基準を明らかにすべきではないか。
→ 今後の医療技術の高度化等を勘案し、日標では「適正化」とする。

○ 一般管理費についての取扱いを具体的に記載すべきではないのか。
→ 詳細については今後関係府省との調整を必要とするが、中期計画において一般管理費の

節減について記載。

第4財務内容の改善に関する事項

〇「適正」という用語について、「縮減」等具体的な基準を明らかにすべきではないか。
→ 固定負債について償還確実性を確保できる水準とするよう、記載を追加。また、中期計画

において予算、収支計画、資金計画を示し、厚生労働大臣として承認することにより、求め

られる水準を具体化。



別紙

〇 治験等臨床研究と並んで、コホート研究等の疫学研究の重要性も具体的に記載できない

か。

→ 「1.重点的な研究・開発戦略の考え方」に高度先駆的な医療の研究・開発と併せて、疫学

研究等による日本人のエビデンスの収集を記載。

○ 重点化すべき治験の相など、より研究の方向性を具体化すべきではないか。

○ 治験等臨床研究について、単に数値 目標を設けるだけではなく、中期 目標期間中の期待さ

れる成果をより具体化すべきではないか。
→ 治験等臨床研究のうち、高度に専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治

験・臨床研究の実現を目指した研究や、国内では未承認の医薬品、医療機器についての

治験等臨床研究を推進することにより、数値 目標を達成することを考えている。

○ 患者支援手法についても研究課題として、具体的に記載できないか。
→ 「 (2)均てん化に着目した研究」において、がんに対する正しい理解の促進と併せ、患者・家族に対する

支援の質の向上を企図した、情報発信手法の開発を行うよう、記載を追加。



国立高度専門医療研究センター中期目標 (案 )

独 立行政法人国立がん研究センタ

ー中期目標 (案 )

独立行政法人国立循環器病研究セ

ンター中期日標 (案 )

独立行政法人国立精神 神経医療

研究センター中期目標 (案 )

独立行政法人国立国際医療研究セ

ンター中期日標 (案 )

独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター中期 目標 (案 )

独立行政法人国立長寿医療研究セ

ンター中期 日標 (案 )

独立行政法人通則法 (平成 11年

法律第103号)第29条 第1項の規定

に基づき、独立行政法人国立がん

研 究センターが達成すべき業務専

営に関する目標 (以下「中期日標Jと

いう。)を 次のように定める。

平成22年○月0日

厚生労働大臣 長妻

独立行政法人通則法 (平成11年

法律第 103号)第 29条 第 1項 の規定

に基づき、独立行政法人国立循環

器病研究センターが達成すべき業

務運営に関する目標 (以 下「中期 日

標」という。)を次のよ,こ定める.

平成22年○月○日

厚生労働大臣 長妻

独立行政法人通則法 (平成11年

法律第103号)第 29条第 1項 の規定

に基づき、独立行政法人国立精神

神経医療研究センターが達成すべ

き業務運営に関する日標 (以 下「中

期 日標 Jという。)を 次のように定め

る。

平成22年○月O曰

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法 (平成11年

法律第103号 )第 29条 第 1項 の規定

に基づき、独 立行政法人国立国際

医療研究センターが達成すべき業

務運営に関する日標 (以 下「中期 目

標 Jと いう。)を次のように定める。

平成22年○月0日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法 (平成 11年

法律第103号 )第29条 第 1項 の規定

に基づき、独立行政法人国立成育

医療研究センターが達成すべき業

務運営に関する日標 (以 下「中期 目

標Jという。)を次のように定める。

平成22年○月○日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法 (平成 11年

法律第lo3号 )第29条 第 1項 の規定

に基づき、独立行政法人国立長寿

医療研究センターが達成すべき業

務運営に関する日標 (以下「中期目

標 Jという。)を次のように定める。

平成22年○月0日

厚生労働大臣 長妻
´
昭

前 文 前文 前文 前文 前 文 前文

1 我が国においては、世;誨ョ阿を

1晃島■■急速な少子高齢化の進展

|:::::::::::::::::::i::::::::::::::

:民本位の総合的かつ戦略的な医療

1政策の展開が求められている。

| こうした中、国が医療政策を効果

1的、効率的に推進するため、国立高

1度
専門医療研究センターには、疫

1学研究等による日本人のエビデンス

|は 雷 緊繋雹冤懃 径

1療水準を向上させ、もつて公衆衛生

|の 向上に寄与することにより、医療

我が国においては、世堺甚靱睦

晃畿■■急速な少子高齢化の進展

が喜行や、疾病構造の変化、医療

技術等の高度化等により医療を取り

巻候 境が大きく変化するとともに、

国民の医療に対するニーズt、 変化し

ており、このような変化に対応した国

民本位の総合的かつ戦略的な医療

政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果

的、効率的に推進するため、国立高

度専門医療研究センターには、疫

学研究等による日本人のエビデンス

の収集や高度先駆的医療の開発及

びその普及等、我が国の研究、医

療水準を向上させ、もつて公衆衛生

の向上に寄与することにより、医療

政策を牽引していく拠点となることが

求められている。

このため、国立高度専門医療研

究センターは、国内外の関係機関と

連携し、資源の選択と集中を図り、

国の医療政策 と一体となって、研

我が国においては、世蠣雫率睦

慕 急速な少子高齢化の進展

が進行や、疾病構造の変化、医療

技術等の高度化等により医療を取り

巻く環境が大きく変化するとともに、

国民の医療に対するニーズも変化し

ており、このような変化に対応した国

民本位の総合的かつ戦略的な医療

政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果

的、効率的に推進するため、国立高

度専門医療研究センターには、疫

学研究等による日本人のエビデンス

の収集や高度先駆的医療の開発及

びその普及等、我が国の研究、医

療水準を向上させ、もつて公衆衛生

の向上に寄与することにより、医療

政策を牽引していく拠点となることが

求められている.

このため、国立高度専PB医療研

究センターは、国内外の関係機関と

連携し、資源の選択と集中を図り、

国の医療政策と一体となって、研

我が国においては、甚界■事睦

晃な■■急速な少子高齢化の進展

が巻行や、疾病構造の変化、医療

技術等の高度化等により医療を取り

巻く環境が大きく変化するとともに、

国民の医療に対するニー札 変化し

ており、このような変化に対応した国

民本位の総合的かつ戦略的な医療

政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果

的、効率的に推進するため、国立高

度専門医療研究センターには、疫

学研究等による日本人のエビデンス

の収集や高度先駆権 療の開発及

びその普及等、我が国の研究、医

療水準を向上させ、もつて公衆衛生

の向上に寄与することにより、医療

政策を牽引していく拠点となることが

求められている。

このため、国立高度専門医療研

究センターは、国内外の関係機関と

連携し、資源の選択と集中を図り、

国の医療政策と一体 となって、研

我が国においては、世界■事睦

晃海学■急速な少子高齢化の進展

一
技術等の高度化等により医療を取り

巻く環境が大きく変化するとともに、

国民の医療に対するニーズi、 変化し

ており、この憂 な変化笙コ応した国

民本位の総合的かつ戦略的な医療

政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果

的、効率的に推進するため、国立高

度専門医療研究センターには、返

学研究等による日本人のエビデンス

の収集や高度先駆的医療の開発及

びその普及等、我が国の研究、医

療水準を向上させ、もつて公衆衛生

の詢上に寄与することにより、医療

政策を牽引していく拠点となることが

求められている。

このため、国立高度専F9医 療研

究センターは、国内外の関係機関と

連携し、資源の選択と集中を図り、

国の医療政策と一体となって、研

我が国においては、世堺業率睦

晃を■■急速な少子高齢化の進展

新

技術等の高度化等により医療を取り

巻く環境が大きく変化するとともに、

国民の医療に対するニーズt、 変化し

ており、この生ユ生変■■奎史
=LL国民本位の総合的かつ戦略的な医療

政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果

的、効率的に推進するため、国立高

度専門医療研 究センターには、疫

学研究等による日本人のエビデンス

の収集や高度先駆的医療の開発及

びその普及等、我が国の研究、医

療水準を向上させ、もつて公衆衛生

の向上に寄与することにより、医療

政策を牽引していく拠点となることが

求められている。

このため、国立高度尊 P月 医療研

究センタ_は、国内外の関係機関と

連携し、資源の選択と集中を図り、

国の医療政策 と一体となって、研

究 開発及び人材育成に関し、国際

水準の成果を継続して生み出し世

界をリードしてい⊆塁曇墾墜髪壁∠五

-
独立行政法人国立がん研究セン

ター (以 下「センターJという。)は 、昭

和 37年に我が国のがん対策の要と

して設立された国立がんセンターを

前身とする。

センターは、「がん対策基本法 J

(平 成18年法律第98号 )及 び「がん

対策推進基本計画J(平成 19年 6月

15日 閣議決定)に 基づき、センター

が有する医療、研究、人材 育成及

び情報発信等の機能を相互に連携

させ、その能力を効果的に発揮する

とともに、独立行政法人制度のメリッ

トを最大限活用し、我が国のがん対

1策 の中核機関として日本のみならず

1貰1判
味 世界劉 ―R

具体的には、センターが果たすペ

き使命を達成するため、がん克服に

1資 する研究成果を継続的に生み出

|し 、がんの原因及び本態解明を一

1離 め、働 法、輸 的がん医療

1及び標準医療を開発するための研

1究 に取り組むとともに、良質で安心

|な 医療を提供し、人材育成及び情

1報発信等を担い、我が国のあるべき

|が ん医療の政策を提言していくこと

|が 求められている。

究 開発及び人材育成に関し、国際

水準の成果を継続して生み出し二量

界をリードしていくことが期待される.

-

独立行政法人国立循環器病研究

センター (以 下「センター」という。)

は、昭和52年 に国立高度専門医療

センターとして設置された国立循環

器病センターを前身とし、以来、循

環器病の克服を目標に、研究、医

療、人材育成等を推進してきた。

循環器病は三大死因のうちの二

つを占めるに至っており、その克服

のための研究 開発と臨床応用は、

国民の生命予後の飛躍的な改善に

資するものといえる。このため、国家

戦略として、「健康増進法J(昭和 14

年法律第103号 )、
「21世紀における

国民健康づくり運動 (健康 日本21)」

及び「新健康フロンティア戦略」等に

基づき、循環器病の克田に向けた

取組が推進されている。

センターにおいても、循環器医療

の提供に必要な人材をはじめとする

さまざまな資源が集積されており、

近隣地域のみならず国内外の患者

の生命を救つてきた。

こうした中、センターは、循環器病

における死に直結する疾病の治療

法の開発、これらの疾病をもたらす

生活習慣病等に伴う心血管病変等

の予防並びに胎児期 小児期にお

ける循環器病の診断及び治療等、

循環器病学の基礎的及び臨床的研

究を推進し、その成果を高度かつ先

駆的な医療の提供及び優れた人材

の育成に活かすことにより、循環器

病の克服に貢献していくことが求め

られている。

究。開発及び人材育成に関し、国際

水準の成果を継続して生み出し世

界をリードしていくことが期待される.

-

独立行政法人国立精神 神経医

療研究センター (以 下「センター Jと

いう。)は 、国際的にも稀な精神医学

と神経学を総合的に実践する場とし

て昭和61年 に設置された国立精神

神経センターを前身とする。

精神疾患、神経疾患、筋疾患及

び知的障害その他の発達の障害

(以下「精神 神経疾患等 Jという。)

は、その克服に向けた国際的な取り

組みにもかかわらず、国民の健康に

大きな影響を与えており、積極的か

つ重層的にその対策を進めていく

必要がある。

こうした中、センターは、国際的に

も、精神 神経疾患等に係る医療水

準を向上させるために、総合的な医

療を実践するとともに、研究成果を

高度先駆的医療に活かすことが求

められている。

究 開発及び人材育成に関し、国際

水準の成果を継続して生み出し世

界をリードしていくことが期待される.

:―
独立行政法人国立国際医療研究

センター (以 下「センター Jという。)

は、平成5年に我が国における保健

医療分野の国際協力を推進するた

め設置された国立国際医療センタ

ーを前身とし、以来、感染症その他

の疾患であつて、その適切な医療の

確保のために海外における症例の

収集その他国際的な調査及び研究

を必要とするもの(以 下「感染症その

他の疾患」という。)及び国際保健医

療協力を対象に中心的な役割を果

たしてきた。

また、平成 20年 には国立精神 神

経センター国府台病院を統合し、そ

の総合診療機能等を有効に活用す

ることとしナニ。

センターには、これら設立の経緯

を踏まえ、新興 再興感染症及びエ

イズ等の感染症、糖尿病 代謝性疾

患、肝炎 免疫疾患並びに国際保

健医療協力を重点分野とし、我が国

のみならず国際保健の向上に寄与

するとともに、国際水準の医療を強

イヒし、主要な診療科を網羅した総合

的な医療提供体制の下に、チーム

医療を前提とした全人的な高度尊

F号 総合医療の実践及び均てん化

並びに疾病の克服を目指す臨床開

発研究を推進することが求められて

いる。

究・開発及び人材育成に関し、国際

水準の成果を継続して生み出L_L
界をリードしてい⊆ と力機 待され生

-
独立行政法人国立成育医療研究

センター (以 下「センター Jと いう。)

は、受精、妊娠に始まって、胎児

期、新生児期、小児期、思春期を経

て次世代を育成する成人期へと至

る、リプロダクションによってつなが

れたライフサイクルに生じる疾患に

対する研究と医療を推進する目的

で平成14年に設立された国立成育

医療センターを前身とする。同時に

この新しい医療を担う人材の育成、

この領域に関する情報の収集及び

発信並びに政策提言の役割も担っ

ている.

こうした役割を果たすため、センタ

ーは、病院と研究所が一体となり、

疾病に悩む患者や家族に対し、安

全性と有効性を充分に検証した上

で高度先駆的医療の開発と提供を

行うとともに、小児救急医療、周産期

医療を含めた成育医療全般に関し

て、チーム医療、継続的医療に配慮

したモデルを確立し、これらを全国

的に展開していくことが求められて

'｀

る。

究 開発及び人材育成に関し、国際

水準の成果を継続して生み出し、世

界をリードしてい

一

-
独立行政法人国立長寿医療研究

センター (以 下「センターJと いう。)

は、平成16年に老化メカニズム及び

老年病発症機序の解明を目指す基

礎及び臨床研究並びに高齢者に特

有な疾病に関する包括的な医療

看護、リハビリテーション等の体制確

立及び推進等を目的として設置され

た国立長寿医療センターを前身とす

る.

急速に進展する高齢社会を豊か

で活力に満ちたものとするために

は、高齢者に対する医療の充実とと

もに老年医学及び老年学に関する

研究基盤及びネットワークの整備拡

充が必要不可欠である。

また、「新成長戦略 (基 本方針 )

(平成21年 12月 30日 閣議決定)J(以

下、「新成長戦略」という。)に おいて

は、超高齢社会に対応した社会シス

テムを構築し、すべての高齢者が家

族と社会のつながりの中で生涯に渡

り生活を楽しむことのできる社会の

構築を目指すこととされている。

センターは、老人保健及び福祉と

も連携し、積極的な情報収集及び

成果等の世界への情報発信、長寿

医療の普及に向けた人材育成のた

めの教育及び研修並びに得られた

成果に基づく積極的な政策提言を

行つていくことで健康長寿社会の実

現にその役割を果たすことが求めら

れている。



第1 中期目標の期間 第1中 期 目標の期間 第1中期目欄の期間 第 1中 期目標の期間 第1中 期目標の期間 第1中 期目標の期間
センターの中期 目標の期間は、

平成22年 4月 から平成27年 3月 まで

の5年間とする。

センターの中期 目標の期間は、

平成22年 4月 から平成27年 3月 まで

の5年 間とする。

センターの中期 目標の期間は、

平成22年 4月 から平成27年 3月 まで

の5年 間とする。

センターの中期 目標の期間は、

平成22年 4月 から平成27年 3月 まで

の5年 間とする.

センターの中期 目標の期間は、

平成22年 4月 から平成27年 3月 まで

の5年間とする.

センターの中期 目標の期間は、

平成22年 4月 から平成27年 3月 まで

の5年間とする。

第2国 民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する事項

第2国民に対して提供するサービ

スその他の葉務の質の向上に関

する事項

第2国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する事項

第2国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する事項

第2国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する事項

第2国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する事項

1研究 開発に関する事項 1研究・開発に関する事項 1 研究 開発に関する事項 1 研究・開発に関する事項 1研究・開発に関する事項 研究 開発に関する事項

(1)臨 床を志向した研究・開発の推

進

(1)臨床を志向した研究・開発の推

進

(1)臨床を志向した研究・開発の推

進

(1)臨 床を志向した研究 開発の推

進

(1)臨 床を志向した研究・開発の推

進

(1)臨 床を志向した研究・開発の推

進

1  高度先駆的医療の開発及び標

1 準医療の確立のため、臨床を指

1 向した研究を推進し、優れた研

1 究 開発成果を継続的に生み出

| していくことが必要である。このた

| め、センターにおいて以下の研究

基盤強化に努めること.

① 研究所と病院等、センター内

の連携強化

② 「革新的医薬品 医療機器創

出のための5か年戦略」(平成

19年 4月 26日 内閣府 文部科

学省 厚生労働省 経済産業

省)に 基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究 実用fヒ研

究を進める「医療クラスター」の

形成等、国内外の産業界、研

究機関及び治験実施医療機

関等との連携

③ 研究 開発に係る企画及び評

価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指

向した研究を推進し、優れた研

究 開発成果を継続的に生み出

していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究

基盤強化に努めること。

① 研究所と病院等、センター内

の連携強化

② 「革新的医薬品 医療機器創

出のための5か年戦略」(平成

19年 4月 26日 内閣府 文部科

学省 厚生労働省 経済産業

省)に 基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究 実用化研

究を進める「医療クラスター」の

形成等、国内外の産業界、研

究機 関及び治験実施医療機

関等との連携

③ 研究 開発に係る企画及び評

価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指

向した研究を推進 し、優れた研

究 開発成果を継続的に生み出

していくことが必要である.こ のた

め、センターにおいて以下の研究

基盤強 fヒに努めること.

① 研究所と病院等、センター内

の連携強化

② 「革新的医薬品 医療機器創

出のための5か年戦略J(平成

19年 4月 26国 内閣府 文部科

学省 厚生労働省 経済産業

省)に 基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究 実用 fヒ研

究を進める「医療クラスター」の

形成等、国内外の産業界、研

究機関及び治験実施医療機

関等との連携

③ 研究 開発に係る企画及び評

価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指

向した研究を推進し、優れた研

究 開発成果を継続的に生み出

していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究

基盤強イヒに努めること。

① 研究所と病院等、センター内

の連携強 fヒ

② 「革新的医薬品 医療機器創

出のための5か 年戦略J(平成

19年 4月 26日 内閣府 文部科

学省 厚生労働省 経済産業

省)に 基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究 実用化研

究を進める「医療クラスターJの

形成等、国内外の産業界、研

究機関及び治験実施医療機

関等との連携

③ 研究 開発に係る企画及び評

価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指

向した研究を推 進し、優れた研

究 開発成果を継続的に生み出

していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究

基盤強化に努めること。

① 研究所と病院等、センター内

の連携強化

② 「革新的医薬品 医療機器倉1

出のための5か年戦略J(平 成

19年 4月 26国 内閣府 文部科

学省 厚生労働省 経済産業

省)に 基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究 実用化研

究を進める「医療クラスターJの

形成等、国内外の産業界、研

究機関及び治験実施医療機

関等との連携

③ 研究 開発に係る企画及び.T

価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指

向した研究を推進し、優れた研

究 開発成果を継続的に生み出

していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究

基盤強化に努めること.

① 研究所と病院等、センター内

の連携強化

② 「革新的医薬品・医療機器創

出のための5か 年戦略J(平成

19年 4月 26日 内閣府 文部科

学省 厚生労働省 経済産業

省)に 基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究 実用イヒ研

究を進める「医療クラスター」の

形成等、国内外の産業界、研

究機関及び治験実施医療機

関等との連携

③ 研究 開発に係る企画及び.I

価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進

(2)病院における研究・開発の推進 (2)病 院における研究 開発の推進 (2)病院における研究 開発の推進 (2)病 院における研究 開発の推進 (2)病院における研究 開発の推進 (2)病院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもつて円

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもつて円

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円

滑に実施するための基盤の整備

に努めること。

滑に実施するための基盤の整備

に努めること。

滑に実施するための基盤の整備

に努めること。

滑に実施するための基盤の整備

に努めること、

滑に実施するための基盤の整備

に努めること.

滑に実施するための基盤の整備

に努めること.

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進

(3)担 当領域の特性を踏まえた職

略的かつ重点的な研究 開発の

推進

(3)担 当領域の特性を踏まえた職

略的かつ重点的な研究 開発の

推進

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究 開発の

推進

これら研究基盤の強化により、

詳細を別紙に示した研究 開発を

着実に推進すること。

これら研究基盤の強化により、

詳細を別紙に示した研究 開発を

着実に推進すること。

これら研究基盤の強化により、

詳細を号1紙に示した研究 開発を

着実に推進すること.

これら研究基盤の強 fヒ により、

詳F13を 別l紙 に示した研究 開発を

着実に推進すること。

これら研究基盤の強イヒにより、

詳細を別紙に示した研究 開発を

着実に推進すること。

これら研究基盤の強化により、

詳細を別紙に示した研究 開発を

着実に推進すること.

2医療の提供に関する事項 2医療の提供に関する事項 2医療の提供に関する事項 2医 療の提供に関する事項 2医療の提供に関する事項 2医療の提供に関する事項

我が国におけるがんに対する

中核的な医療機関として、かん対

策推進基本計画に掲げられた、
「がんによる死亡者の減少」及び

「すべてのがん患者及びその家

族の苦痛の軽減並びに療養生活

の質の維持向上 Jと いぅ目標を達

成するため、

国内外の知見を集約し、高度先

駆的医療の提供を行うこと。

また、かんに対する医療の標

準化を推進するため、最新の科

学的根拠に基づいた医療の提供

を行うこと。

患者 家族 に必要な説明を行

い、情報の共有化に努めることに

より、患者 との信頼関係を構築

し、また、患者 家族喜身が治療

の選択ra自己決定を医療者とと

もに主体的に行うことができるよう

支援することに加え、

チーム医療の推進、

入院時から地域ケアを見通した

我が国における循環器病に対

する中核的な医療機関として、

国内外の知見を条約し、高度先

駆的医療の提供を行うこと,

また 循環器病に対する医療

の標準化を推進するため、最新

の科学的根拠に基づいた医療の

提供を行うこと。

思者 家族に必要な説明を行

い、情報の共有化に努めることに

より、患者との信頼関係を構築

し、また、患者 家族喜募が治療

の選択、の喜己決定を医療者とと

もに主体的に行うことができるよう

支援することに加え、

チーム医療の推進、

入院時から地域 ケアを見通した

我が国における精神 神経疾

患等に対する中核的な医療機関

として、

国内外の知見を集約 し、高度先

駆的医療の提供を行うこと。

また、精神 神経疾患等に対す

る医療の標準 fヒを推進するため、

最新の科学的根拠に基づいた医

療の提供を行うこと.

患者 家族に必要な説明を行

い、情報の共有化に努めることに

より、患者との信頼 関係を構築

し、また、患者 家族喜身が治療

の選

―

定を医療者とと

もに主体的に行うことができるよう

支援することに加え、

チーム医療の推進、

入院時から地域 ケアを見通した

我が国における感染症その他

の疾患に対する中核的な医療機

関として、

国内外の知見を集約し、高度先

駆的医療の提供を行うこと.

また、高齢 fヒ 社会が進展する

中で、課題となつている病気の複

合化、併存化に対し、臓器別、疾

病別のみならず、患者全体を見る

全人的な医療を前提に、総合医

療を基盤とした感染症その他の

疾患に対する医療の標準 fヒ を推

進するため、最新の科学的根拠

に基づいた医療の提供を行うこ

と。

患者 家族に必要な説明を行

い、情報の共有 fヒに努めることに

より、患者との信頼関係 を構築

し、また、患者 家族暮身が治療

の選た の暮己決定を医療者とと

もに主体的に行うことができるよう

支援することに加え、

チーム医療の推進、

入院時から地域ケアを見通した

我が国における成育医療の中

核的な医療機関として、「子ども

子育てビジョン(平成 22年 1月 29

日閣議決定)Jに定める「妊娠、出

産、子育ての希望が実現できる

社会Jの構築を目指し、

国内外の知見を集約し、高度先

駆的医療の提供を行うこと.

また、成育医療の標 準化を推

進するため、最新の科学的根拠

に基づいた医療の提供を行うこ

患者 家族に必要な説明を行

い、情報の共有化に努めることに

より、信頼関係を構築し、また、星

者 家族が治療の選択」a喜己

決定を医療者とともに主体的に行

うことができるよう支援することに

加え、

チーム医療の推進、

入院時から地域ケアを見通した

我が国における長寿医療の中

核的な医療機関として、「高齢社

会対策大綱 (平 成 13年 12月 28

日間議決定 )」 に定める「国民が

生涯にわたって健やかで充実し

た生活を営むことができる豊かな

社会Jの構築を目指し、

国内外の知見を集約し、高度先

駆的医療の提供を行うこと。

また、長寿医療の標準化を推

進するため、最新の科学的根拠

に基づいた医療の提供を行うこ

患者 家族に必要な説明を行

い、情報の共有 fヒ に努めることに

より、患者 との信頼関係を構築

し、また、患者 家族諄 が治療

の選択ェ
ー

決定を医療者とと

もに主体的に行うことができるよう

支援することに加え、

チーム医療の推進、

入院時から地域ケアを見通した



医療の提供、

医療安全管理体制の充実

等により、患者の視点に立った良

質かつ安心な医療の提供を行う

こと.

緩和医療については、がん患

者とその家族が質の高い療養生

活を送ることができるよう、治療の

初期段階から緩和ケアを提供て

きる体制を整備すること。

医療の提供、

医療安全管理体制の充実

等により、患者の視点に立つた良

質かつ安心な医療の提供を行う

こと。

臓器移植ネットワークにおける

移植実施施設として機器移植法

に基づく移植医療を適切に行うこ

と.

医療の提供、

医療安全管理体制の充実

等により、患者の視点に立った良

質かつ安心な医療の提供を行う

こと.

医療観察法対象者に対して、

研究部門と連携し、退院後の地

域生活への安全で円滑な移行を

支援する質の高い医療の提供を

行うこと。

重症心身障害児 (者 )に 対し

て、心身の発達を促す医療及び

様々な合併症を予防する総合的

医療等、質の高い医療の提供を

行うこと。

医療の提供、

医療安全管理体制の充実

等により、患者の視点に立った良

質かつ安心な医療の提供を行う

こと.

地域のニーズに即した質の高

い救急医療を提供すること.

特定感染症指定医療機関とし

て、感染症指定医療機関等と連

携し、感 染症の患者に対する医

療の提供を着実に行うこと。

医療の提供、

医療安全管理体制の充実

等により、患者の視点に立った良

質かつ安心な医療の提供を行う

こと。

子どもの心の問題、児童虐待、

発達障害等に対応する医療体制

を構築するとともに、全国の拠点

病院等との連携を推進すること。

周産期 刻ヽ児医療において、関

係医療機関と連携し、

'1産

婦、周

産期における母児、小児の広範

な救急医療に対して、質の高い

医療の提供を行うこと。

医療の提供、

医療安全管理体制の充実

年により、患者の視点に立った良

質かつ安心な医療の提供を行う

こと。

認知症患者、家族を支援する

ための医療体制を構築するととも

に、医療と介護の連携を推進する

こと。

高齢者の在宅療養生活を支援

し、切れ 日のない医療の提供を

行うため、モデル的な在宅医療支

援を提供すること。

患者に対するインフォームドコ

ンセント等におけるモデル的な終

末期医療の提供を行うこと.

3 人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項 3人材育成に鴨する事項 3人材育成に関する事項 3人 材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点と

なるよう、がんに対する医療及び

研究を推進するにあたリリーダー

として活躍できる人材の育成を行

うとともに、モデル的な研修及び

講習の実施及び普及に努めるこ

と。

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点と

なるよう、循環器病に対する医療

及び研究を推進するにあたリリー

ダーとして活躍できる人材の育成

を行うとともに、モデル的な研修

及び詳習の実施及び普及に努め

ること.

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点と

なるよう、精神 神経疾患等に対

する医療及び研究、特にトランス

レーショナルリサーチを推進する

にあたリリーダーとして活躍できる

人材の育成を行うとともに、モデ

ル的な研修及び講習の実施及び

普及に努めること。

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点と

なるよう、総合的な医療を基盤と

して、感染症その他の疾患に対

する医療及び研究を推進するに

あたリリーダーとして活躍できる人

材の育成を行うとともに、モデル

的な研修及び講習の実施及び普

及に努めること。

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点と

なるよう、成育医療及びその研究

を推進するにあたリリーダーとして

活躍できる人材の育成を行うとと

もに、モデル的な研修及び講習

の実施及び普及に努めること。

人材 育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点と

なるよう、長寿医療及びその研

究

―
推進するにあたリリーダー

として活躍できる人材の育成を行

うとともに、モデル的な研修及び

講習の実施及び普及に努めるこ

と。

4 医療の均てん化並びに情報の

収集及び発信に関する事項

4医 療の均てん化並びに情報の

収集及び発信に関する事項

4医 療の均てん化並びに情報の

収集及び発信に関する事項

4医 療の均てん化並びに情報の

収集及び発信に関する事項

4医 療の均てん化並びに情報の

収集及び発信に関する事項

4医 療の均てん化並びに情報の

収集及び発信に関する事項

センター及び都道府県がん診

療連携拠点病院等間のネットワ

ークを構築 し、高度先駆的医療

の普及及び医療の標準化に努め

センター及び都道府県におけ

る中核的な医療機関間のネットワ

ークを構築し、高度先駆的医療

の普及及び医療の標準化に努め

センター及び都道府県におけ

る中核的な医療機関等間のネット

フークを構築し、高度先駆的医療

の普及及び医療の標準化に努め

センター及び都道府県におけ

る中核的な医療機関間のネットワ

ークを構築し、高度先駆的医療

の普及及び医療の標準化に努め

センター及び都道府県におけ

る中核的な医療機関間のネットワ

ークを構築し、高度先駆的医療

の普及及び医療の標準化に努め

センター及び都道府県におけ

る中核的な医療機関間のネットワ

ークを構築し、高度先駆的医療

の普及及び医療の標準化に努め

ること.

情報発信にあたっては、医重

従事者や患者 家族ががんに関

して信頼のおける情報をわかりや

すく入手できるよう、国内外のが

んに関する知見を収集、整理及

び評価し、科学的根拠に基づく

診断及び治療法等について、国

民向け及び医療機関向けの情報

提供を行うこと。

ること。

情報発信にあたっては、医療

かりやすく入手できるよう、国内外

の循環器病に関する知見を収

集、整理及び評価し、科学的根

拠に基づく診断及び治療法等に

ついて、国民向け及び医療機関

向けの情報提供を行うこと。

ること.

情報発信にあたっては、医重

報をわかりやすく入手できるよう、

国内外の精神 神経疾患等に関

する知見を収集、整理及び評価

し、科学的根拠に基づく診断及

び治療法等について、国民向け

及び医療機関向けの情報提供を

行うこと。

ること。

情報発信にあたつては、医療

k国 内外の感染症その他の疾

患に関する知見を収集、整理及

び評価し、科学的根拠に基づく

診断及び治療法等について、国

民向け及び医療機関向けの情報

提供を行うこと.

ること。

情報発信にあたつては、医療

かりやすく入手できるよう、国内外

の成育医療に関する知見を収

集、整理及び評価し、科学的根

拠に基づく診断及び治療法等に

ついて、国民向け及び医療機 関

向けの情報提供を行うこと。

ること。

情報発信にあたっては、医遠

かりやすく入手できるよう、国内外

の長寿 医療に関する知見を収

集、整理及び評価し、科学的根

拠に基づく診断及び治療法等に

ついて、国民向け及び医療機関

向けの情報提供を行うこと。

|

|

|

5日 への政策提言に関する事項 5園への政策提言に関する事項 5園への政策提言に関する事項 5回への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項 5口への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的

根拠に基づき、かつ、い幸発の■

―

医療現場の実態

に即したものにするため、科学的

見地から専門的提言を行うこと。

医療政策をより強固な科学的

根拠に基づき、かつ、

…+毛ためも輿び医療現場の実態

に即したものにするため、科学的

見地から専門的提言を行うこと。

医療政策をより強固な科学的

根拠に基づき、かつ、い■もの←

キるため名賂び医療現場の実態

に即したものにするため、科学的

見地から専門的提言を行うこと。

医療政策をより強固な科学的

根拠に基づき、かつ、いキもの■

―

医療現場の実態

に即したものにするため、科学的

見地から専門的提言を行うこと。

医療政策をより強固な科学的

根拠に基づき、かつ、いたもの長

―

医療現場の実態

に即したものにするため、科学的

見地から専Pl的提言を行うこと。

医療政策をより強固な科学的

根拠に基づき、かつ、

…

…

医療現場の実態

に即したものにするため、科学的

見地から専門的提言を行うこと.

6そ の他我が国の医療政策の推

進等に関する事項

6そ の他我が国の医療政策の推

進等に関する事項

6そ の他我が国の医療政策の推

進等に関する事項

6そ の他我が国の医療政策の推

進等に関する事項

6そ の他我が国の医療政策の推

進等に関する事項

6そ の他我が日の医療政策の推

進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害ヘ

の対応 襲 並

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合

には、国の要請に応し、迅速かつ

適切な対応を〒うこと.

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合

には、国の要請に応じ、迅速かつ

適切な対応を行うこと。

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合

には、国の要請に応じ、迅速かつ

適切な対応を行うこと。

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合

には、国の要請に応し、迅速かつ

適切な対応を行うこと。

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合

には、国の要請に応じ、迅速かつ

適切な対応を行うこと。

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合

に|ま、国の要請に応し、迅速かつ

適切な対応を行うこと、

(2)国 際貢献 (2)国際貢献 (2)国際貢献 (2)国 際貢献 (2)国 際貢献

我が国におけるがんに対する

中核的機関として、その特性に応

した国際貢献を行うこと.

我が国における循環器病に対

する中核的機関として、その特性

に応じた国際貢献を行うこと。

我が国における精神 神経疾

患等に対する中核的機関として、

その特性に応じた国際貢献を行

うこと.

我が国の国際保健医療協力の

中核的機関として、感染症その他

の疾患に関する専 F目的な医療及

び国際保健医療協力等の向上を

図るとともに、これらに対する調査

及び研究並びに技術者の研修を

行うこと。

我が国における成育医療の中

核的機関として、その特性に応し

た国際貢献をイテうこと.

我が国における長寿医療の中

核的機関として、その特性に応じ

た国際貢献を行うこと。

(3)HⅣ・エイズ

HⅣ 裁判の和解に基づき国の

責務となった被害者の原状回復

に向けた医療の取組を着実に実



施するとともに、エイズに関し、診

断及び治療、臨床研究、診療に

関する相談、技術者の研修並び

に情報の収集及び提供を行うこ

と。

また「後天性免疫不全症候群

に関する特定感染症予防指針 J

(平成 18年 厚生労働省告示第89

号)に基づき、エイズに係る中核

的医療機関としてプロック拠点病

院等を支援し、地域におけるエイ

ズ医療水準の向上を図ること.

(4)看饉に関する教育及び研究

国立高度専門医療研究センタ

ーの職員の養成及び研修を目的

として、看護に関する学理及び技

術の教授及び研究並びに研修を

行うこと.

第3業 務運営の効率化に関する

事項

第3 業務運営の効率化に関する

事項

第3業 務運営の効率化に関する

事項

第3業 務運営の効率化に関する

事項

第3案 務運営の効率化に関する

事項

第3業 務運営の効率化に関する

事項
1 効率的な業務運営に関する事項 1 効率的な葉務運営に関する事項 1 効率的な業務運営に関する事項 1 効率的な葉務運営に関する事項 1 効率的な業務運営に関する事項 1 効率的な彙務運営に関する事項

1  業務の質の向上を日指し、か

| つ、効率的な業務運営体制とす

| るため、定期的に事務及び事業

| の評価を行い、役害1分担の明確

l fヒ及び職員の適正配置等を通

| じ、弾力的な組織の再編及び構

1 築を行うこと.

センターの効率的な運営を図

| るため、以下の取組を進 めるこ

|  と。

l①ヵ趙 1:3響[らξ電葛
|  な給与体系となるよつ見直し
l ② 共同購入等による医薬品医

療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び

1繁奨翼湾夏曇塩葵雰量鷲
請

業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務運営体制とす

るため、定期的に事務及び事業

の評価を行い、役割分担の明確

化及び職員の適正配置等を通

し、弾力的な組織の再編及び構

築を行うこと。

センターの効率的な運営を図

るため、以下の取組を進めるこ

と。

① 給与水準について、センター

が担ぅ役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し

② 共同購入等による医薬品医

療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び

徴収の改善並びに診療報酬請

求業務の改善等収入の確保

業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務 運営体制とす

るため、定期的に事務及び事業

の評価を行い、役割分担の明確

化及び職員の適 正配置 等を通

し、弾力的な組織の再編及び構

築を行うこと。

センターの効率的な運営を図

るため、以下の取組を進 めるこ

と,

① 給与水準について、センター

が担う役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し

② 共同購入等による医薬品医

療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び

徹収の改善並びに診療報酬請

求業務の改善等収入の確保

業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務運営体制とす

るため、定期的に事務及び事業

の評価を行い、役割分担の明確

化及び職員の適正配置 等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構

築を行うこと。

センターの効率的な運営を図

るため、以下の取組を進めるこ

① 給与水準について、センター

が担う役害1に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し

② 共同購入等による医薬品医

療材料等購入費用の適正化

③ 医業米収金の発生防止及び

徴収の改善並びに診療報酬請

求業務の改善等収入の確保

業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務運営体制とす

るため、定期的に事務及び事業

の評価を行い、役害り分j8の明確

化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構

築を行うこと。

センターの効率的な運営を図

るため、以下の取組を進めるこ

と。

① 給与水準について、センター

が担ぅ役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し

② 共同購入等による医薬品E
療材料等購入費用の適正fヒ

③ 医薬未収金の発生防止及び

徴収の改善並びに診療報酬請

求業務の改善等収入の確保

業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務運営体制とす

るため、定期的に事務及び事業

の評価を行い、役割分担の明確

化及び職員の適正配置等を通

し、弾力的な組織の再編及び構

築を行うこと,

センターの効率的な運営を図

るため、以下の取組を進めるこ

と.

① 給与水準について、センター

が担う役争‖こ留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し

② 共同購入等による医薬品医

療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び

徴収の改善並びに診療報酬請

求業務の改善等収入の確保

2電子イしの推進 2電子化の推進 2電子化の推進 2電子化の推進 2電子イしの推進 2電子化の推進

|

|

業務の効率 fヒ及び質の向上を

目的とした電子化を推進し、情報

を経営分析等に活用すること。

推進にあたっては職員の利便

性に配慮しつつ、情報セキュリテ

ィの向上に努めること。

業務の効率化及び質の向上を

日的とした電子イヒを推進し、情報

を経営分析等に活用すること。

推進にあたっては職員の利便

性に配慮しつつ、情報セキュリテ

ィの向上に努めること.

業務の効率化及び質の向上を

目的とした電子化を推進し、情報

を経営分析等に活用すること.

推進にあたっては職員の利便

性に配慮しつつ、情報セキュリテ

ィの向上に努めること.

業務の効率化及び質の向上を

目的とした電子化を推進し、情報

を経営分析等に活用すること。

推進にあたっては職員の利便

性に配慮しつつ、情報セキュリテ

ィの向上に努めること。

業務の効率化及び質の向上を

目的とした電子化を推進し、情報

を経営分析等に活用すること.

推進にあたっては職員の利便

性に配慮しつつ、情報セキュリテ

ィの向上に努めること。

業務の効率化及び質の向上を

目的とした電子 (ヒを推進し、情報

を経営分析等に活用すること。

推進にあたっては職員の利便

性に配慮しつつ、情報セキュリテ

イの向上に努めること.

13法 令遵守等内部統制の適切な

l l■ 築

3法 令遵守等内部統制の適切な

構築

3法 令連守等内部統制の適切な

構築

3法 令連守等内部続制の適切な

構築

3法 令遵守等内部統制の適切な

構築

3法 令違守等内部統制の適切な

構築1  
入札及び契約事務の公正性及

び透 pll性の確保を含む法令遵守

(コ ンプライアンス)等内部統制を

適切に構築すること。

1  特に契約については、原則とし

て一般競争入札等によるものと

| し、競争性及び透明性が十分確

1 保される方法により実施すること。

入札及び契約事務の公正性及

び透明性の確保を含む法令遵守

(コンプライアンス)等内部統制を

適切に構築すること。

特に契約については、原則とし

て一般競争入札等によるものと

し 競争性及び透明性が十分確

保される方法により実施すること。

入札及び契約事務の公正性及

び透明性の確保を含む法令遵守

(コ ンプライアンス)等内部統制を

適切に構築すること。

特に契約については、原則とし

て一般競争入札等によるものと

し、競争性及び透明性が十分確

保される方法により実施すること。

入札及び契約事務の公正性及

び透明性の確保を含む法令連守

(コ ンプライアンス)等内部続制を

適切に構築すること。

特に契約については 原員1とし

て一般競争入札等によるものと

し、競争性及び透明性が 十分確

保される方法により実施すること.

入札及び契約事務の公正性及

び透明性の確保を含む法令遵守

(コ ンプライアンス)等内部統制を

適切に構築すること。

特に契約については、原則とし

て一般競争入札等によるものと

し、競争性及び透明性が十分確

保される方法により実施すること。

入札及び契約事務の公正性及

び透明性の確保を含む法令遵守

(コ ンプライアンス)等 内部統制を

滴切に構築すること.

特に契約にっいては、原貝」とし

て一般競争入札等によるものと

し、競争性及び透明性が十分確

保される方法により実施すること.

第4財 務内容の改善に関する事

項

第4財 務内容の改善に関する事

項

第4財 務内容の改善に関する事

項

第4財 務内容の改善に関する事

項

第4財 務内容の改善に関する事

項

第4 財務内容の改善に関する事

項
「第3業務運営の効率化に関

する事項」で定めた事項に配慮し

た中期計画の予算を作成し、当

1 該予算による運営を実施すること

により、中期 日標の期間における

1 期首に対する期末の財務内容の

1 改善を図ること。

「第3業務運営の効率 rヒ に関

する事項 Jで定めた事項に酉こ慮し

た中期計画の予算を作成し、当

該予算による運営を実施すること

により、中期目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。

「第3業務運営の効率 fL/に 関

する事項」で定めた事項に西己慮し

た中期計画の予算を作成し、当

該予算による運営を実施すること

により、中期目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。

「第3業務連営の効率 fヒ に関

する事項」で定めた事項に配慮し

た中期計画の予算を作成し、当

該予算による運営を実施すること

により、中期目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。

「第3業務運営の効率化に関

する事項 Jで 定めた事項に配慮し

た中期計画の予算を作成し、当

該予算による運営を実施すること

により、中期 目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。

「第3業務運営の効率イヒに関

する事項Jで 定めた事項に配慮し

た中期計画の予算を作成し、当

該予算による運営を実施すること

により、中期 目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。

1 自己収入の増加に関する事項 1 自己収入の増加に関する事項 1 自己収入の増加に関する事項 1 自己収入の増加に関する事項 1 自己収入の増加に関する事項 自己収入の増加に関する事項
がんに対する医療政策を牽引

していく拠点としての役割を果た

すため、運営費交付金以外の外

部資金の積極的な導入に努める

こと.

循環器病に対する医療政策を

牽引していく拠点としての役割を

果たすため、運営費交付金以外

の外部資金の積極的な導入に努

めること。

精神 神経疾患等に対する医

療政策を牽引していく拠点として

の役割を果たすため、運営費交

付金以外の外部資金の積極的な

導入に努めること.

感染症その他の疾患及び国際

保健医療協力に関する医療政策

を牽引していく拠点としての役割

を果たすため、運営費交付金以

外の外部資金の積極的な導入に

努めること。

成育医療に関する医療政策を

牽引していく拠点としての役割を

果たすため、運営費交付金以外

の外部資金の積極的な導入に努

めること。

長寿医療に関する医療政策を

牽引していく拠点としての役割を

果たすため、運営費交付金以外

の外部資金の積極的な導入に努

めること.

2資 産及び負債の管理に関する

事項

2資 産及び負債の管理に関する

事項

3資 産及び負債の管理に関する

事項

2資 産及び負債の管理に関する

事項

2資 産及び負債の管理に関する

事項

2資 産及び負債の管理に関する

事項



センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行な

い、固定負債 (長期借入金の残

高)を償還確実性が確保できる範

囲とし、が運営上、中・長期的に

適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行な

い、固定像債 (長期借入金の残

高)を償還確実性が確保できる範

囲とし、が運営上、中 長期的に

適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行な

い、固定負債 (長期借入金の残

高)を 償還確実性が確保できる範

囲とし、が運 営上、中 長期的に

適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行な

い、固定負債 (長期借入金の残

高)を 償還確実性が確保できる範

囲とし、が運 営上、中 長期的に

適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行な

い、固定負債 (長期借入金の残

高)を償還確実性が確保できる範

囲とし、が運営上、中・長期的に

適正なものとなるよう努めること。

センターの機 能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行な

い、固定負債 (長 期借入金の残

高)を償還確実性が確保できる範

囲 とし、が運 営上、中 長期的に

適正なものとなるよう努めること。

第5その他業務運営に関する重要

事項

第5その他業務運営に関する重要

事項

第5その他彙務運営に関する重要

事項

第5その他業務連営に関する重要

事項

第5その他業務運営に関する重要

事項

第5その他業務運営に関する重要

事項

1 施設 設備整備に関する事項 1 施設 設備整備に関する事項 1 施設 設備整備に関する事項 1施設 設備整備に関する事項 1 施設 設備整備に関する事項 1施設 設備整備に関する事項

施設・設備整備については、セ

ンターの機能の維持、向上の他、

費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備に努

めること。

施設 設備整備については、セ

ンターの機能の維持、向上の他、

費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備に努

めること。

施設 設備整備については、セ

ンターの機能の維持、向上の他、

費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備に努

めること。

施設 設備整備については、セ

ンターの機能のItt持、向上の他、

費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備 に努

めること。

施設 設備整備について1ま、セ

ンターの機能の維持、向上の他、

費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備に努

めること.

施設 設備整備については、セ

ンターの機能の維持、向上の他、

費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備に努

めること。

12人事の最適化に関する事項 2人事の最適化に関する事項 2人事の最適化に関する事項 2人事の最適化に関する事項 2人事の最適化に関する事項 2人事の最適化に関する事項

センターの専門的機能の向上

を図るため、職員の意欲向上及

び能力開発に努めるとともに、人

事評価を通切に行うシステムを構

築すること。

また、年功序列を排し、能力・

実績本位の人材登用などの確立

に努め、さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働

きやすい環境の整備及び非公務

員型独立行政法人の特性を活か

した人材交流の促進等を推進す

ること。

センターの専門的機能の向上

を図るため、職員の意欲向上及

び能力開発に努めるとともに、人

事評価を適切に行うシステムを構

築すること。

また、年功序夕」を排し、能力

実績本位の人材登用などの確立

に努め、さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働

きやすい環境の整備及び非公務

員型独立行政法人の特性を活か

した人材交流の促進等を推進す

ること.

センターの専門的機能の向上

を図るため、職員の意欲向上及

び能力開発に努めるとともに、人

事評価を適切に行うシステムを構

築すること。

また、年功序列を排し、能力

実績木位の人材登用などの確立

に努め、さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働

きやすい環境の整備及び非公務

員型独立行政法人の特性を活か

した人材交流の促進等を推進す

ること。

センターの専F,的機能の向上

を図るため、職員の意欲向上及

び能力開発に努めるとともに、人

事評価を適切に行うシステムを構

築すること。

また、年功序列を排し、能力

実績本位の人材登用などの確立

に努め、さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働

きやすい環境の整備及び非公務

員型独立行政法人の特性を活か

した人材交流の促進等を推進す

ること。

センターの専FB的機能の向上

を図るため、職員の意欲向上及

び能力開発に努めるとともに、人

事評価を適切に行うシステムを構

築すること。

また、年功序列を排し、能力

実績本位の人材登用などの確立

に努め さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働

きやすい環境の整備及び非公務

員型独立行政法人の特性を活か

した人材交流の促進等を推進す

ること。

センターの専門的機能の向上

を図るため、職員の意欲向上及

び能力開発に努めるとともに、人

事評価を適切に行うシステムを構

築すること。

また、年功序,1を排し、能力

実績本位の人材登用などの確立

に努め、さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働

きやすい環境の整備及び非公務

員型独立行政法人の特性を活か

した人材交流の促進等を推進す

ること。

0その他の事項 3その他の事項 3その他の事項 3その他の事項 3その他の事項

中期 目標に基づきセンターのミ

ッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプラ

ンとして中期計画を立て、具体的

な行動に移すことができるように

努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一

中期目標に基づきセンターのミ

ッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプラ

ンとして中期計画を立て、具体的

な行動に移すことができるように

努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一

中期 目標に基づきセンターのミ

ッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプラ

ンとして中期計画を立て、具体的

な行動に移すことができるように

努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一

中期目標に基づきセンターのミ

ッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプラ

ンとして中期計画を立て、具体的

な行動に移すことができるように

努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一

中期目標に基づきセンターのミ

ッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプラ

ンとして中期計画を立て、具体的

な行動に移すことができるように

努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一

中期目標に基づきセンターのミ

ッションを理解し、ミッションを実現

するために必要なアクションプラ

ンとして中期計画を立て、具体的

な行動に移すことができるように

努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一
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般の国民が理解しやすい方法、

内容で情報開示を行うように努め

ること。

ミッションの確認、現状の把握、

問題点の洗出し、改 善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の

意見を聞くよう、努めること。

般の国民が理解しやすい方法、

内容で情報開示を行うように努め

ること.

ミッションの確認、現状の把握、

問題 点の洗出し、改善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の

意見を聞くよう、努めること。

般の国民が理解しやすい方法、

内容で情報開示を行うように努め

ること。

ミッションの確認、現状の把握、

問題点の洗 出し、改善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の

意見を聞くよう、努めること.

般の国民が理解しやすい方法、

内容で情報開示を行うように努め

ること。

ミッションの確認、現状の把握、

問題点の洗 出し、改善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の

意見を開くよう、努めること,

般の国民が理解しやすい方法、

内容で情報開示を行うように努め

ること。

ミッションの確認、現状の把握、

F.3題 点の洗出し、改善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の

意見を開くよう、努めること。

般の国民が理解しやすい方法、

内容で情報開示を行うように努め

ること。

ミッションの確認、現状の把握、

問題 点の洗 出し、改 善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の

意見を聞くよう、努めること。
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1 重点的な研究・開発戦略の考え

方
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1 重点的な研究・開発戦略の考え
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1 重点的な研究・開発戦略の考え
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1 重点的な研究・開発戦略の考え

方

1 重点的な研究・開発戦略の考え

方

がんは単一の疾患ではなく、そ

の原因、宿主背景因子、本態とな

る遺伝子異常、病態、病期及び

治療応答性等において極めて多

様な様相を呈することが明らかに

されている。その罹患率及び死亡

率を抑制するために 1ま 、基礎研

究、公衆衛生研究及び臨床研究

の各分野において高度先駆的な

研究 開発を展開するとともに、こ

れら3大 分野の有機的な連携に

基づく、我が国における総合的研

究戦略として推進することが極め

て重要である。

このため、がんの原因 本態解

明 予防 診断 治療法の基盤と

なる技術の開発等基礎研究の成

果を、公衆衛生研究及び臨床研

究に応用し、より優れた予防 診

断 治療法の開発に結びつけると

ともに、公衆衛生研究及び臨床

研 究において見出された疑間、

仮説を基礎研究の課題として積

極的に取り上げる等、双方向性

の橋渡 し研究を進めていく必、要

がある。

また、これら研究の方向性及び

その成果を的確に評価するため

にはます、がんの実態を把握し、

分析する研究が欠かせない。つ

いで、発生した/」・んに対する高度

先駆的診療技術の開発、日本人

のがん罹患率を低減させうる一次

循環器病は我が国の三大死因

のうちの二つを占めるに至つてお

り、また、健康で元気に暮らせる

期間 (健康寿命 )の 延伸に大きな

li害になつているのが、循環器病

である。

こうした中、センターは、循環器

病の克服を目指した疫学研究等

による日本人のエビデンスの収集

玉生高度先駆的な医療の研 究

開発を行い、我が国の医療水準

全体を向上させる役割を期待さ

れている。

このため、センターは、研究組

織の更なる改善及び企業、大学

等との連携体制をより充実させる

とともに、基礎研究から橋渡し研

究さらに臨床応用までを包括的

かつ統合的に推進していくこと

で、循環器病の克服に資する新

たな予防 診断 治療技術の開発

を進めていくこと。

その実施にあたっては、中期

計画において、主な研究成果に

係る数値日標を設定するなど、セ

ンターが達成すべき研究成果の

内容とその水準を明確化及び具

体化すること.

近年、精神 神経疾患等につ

物学的技術の進歩がめざましく

生

センターは、中期 目標期間に

おいて、研究成果を高度先駆的

医療及び保健医療政策に活かす

ため、精神 神経疾患等につい

に実施すること.

…その実施にあたつては、中期

計画において、主な研究成果に

係る数値 目標を設定するなど、セ

ンターが達成すべき研究成果の

内容とその水準を明確化及び具

体 fヒすること.

近年におけるグローパソゼーシ

ョンの著しい進展に伴い、世界規

模での新興 再興感染症の蔓延

やアウトブレイクが危惧される1■

か、健康指標の地域間格差の拡

大と貧困が深刻化する一方、途

上国が近代化を進める中でライフ

スタイルの変化に伴う糖尿病等生

活習慣病の激増も大きな問題と

なつてきている。

このため、センターは、エビデ

ンスを着実に創出し、我が国のみ

ならず国際保健の向上に寄与す

るため、国際保健医療協力を軸と

し、感染症その他の疾患を中′心

課題として、病院、国際医療協力

局、研究所の連携を基盤としなが

ら、これまでの国際保健医療協力

の実績を基礎として国内外の医

療機関、研究機関との共同研究

の一層の推進を図ること。

また、感 染症その他の疾患の

発症機序の解明につながる基礎

的研究の推進や、疫学研究年に

よる日本人のエビデンスの収集か

ら、予防医学技術の開発、基礎

医学の成果を活用した橋渡し研

究、臨床に直結した研究 開発等

を総合的に進めていくとともに、

国際保健医療協力に関する研究

を推進すること,

その実施にあたっては、中期

計画において 主な研究成果に

少子化が急激に進むなか、次

世代を担う子どもとその家族の健

康は国民的課題であり、センター

に期待される役割は極めて大き

こうした状況の下、センターは、

母性 父性及び乳児 幼児の難治

疾患、生殖器疾患その他の疾患

であつて、児童が健やかに生ま

れ、かつ、成育するために特に治

療を必要とするもの (以 下「成育

疾患」という。)に 関し、遺伝性 先

天性疾患、稀少性疾患等解決が

困難とされる疾患に対する医療を

含め、成育医療における諸問題

を一つ一つ克服していくことが求

められている.

このため、センターは、成育医

療におけるイノベーションの創造

と活用を図り、疫学研究等による

画期的な予防 診断 治療法等の

開発を目指した研究 開発を推進

していくこと。

その実施にあたっては、中期

計画において、主な研究成果に

係る数値目標を設定するなど セ

ンターが達成す入き研究成果の

内容とその水準を明確′ヒ及び具

体イヒすること。

加齢に伴つて生する心身の変

fヒ 及びそれに起因する疾患であ

って高齢者が自立した日常生活

を営むために特に治療を必要と

するもの (以下「加齢に伴う疾患」

という。)を克服するため、センタ

ーは、病院、研究所の連携を基

盤としなから、国 内外の医療機

関、研究機関との共同研究の一

層の推進を図りつつ、認知症や

運動器疾患等加齢に伴う疾患の

発症機序の解明につなかる基礎

的研究の推進や疫学研究等によ

る日本人のエビデンスの収集か

ら、予防医学技術のFlq発 、基礎

医学の成果を活用した橋渡し研

究、臨床に直結した研究 開発ま

でを総合的に進めていくこと。

その実施にあたっては、中期

計画において、主な研究成果に

係る数値日標を設定するなど、セ

ンターが達成すべき研究成果の

内容とその水準を明確化及び具

体化すること。
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予防法の開発、検診等早期発見

| による二次予防法の科学的評価

| と開発が求められる。さらに この

' ようにして開発 されたがんの予

防 検診 診断 治療法の均てん

l fヒ を図るための研究及び対策を

1 展開する必要がある。

|  センターにおいては、これらの

1 研究課題について センター内

各部門の連携はもとより、国内外
| 

の医療機 関、研究機関等との一

層の連携を図り、総合的な取り組

みを進めていくこと,

その実施にあたつては、中期

計画において、主な研究成果に

係る数値 日標を設定するなど、セ

ンターが達成すべき研究成果の

内容とその水準を明確化及び具

イ本イヒすること.

係る数値目標を設定するなど、セ

ンターが達成すべき研究成果の

内容とその水準を明確化及び具

体化すること。

2具 体的方針 2具体的方針 2具体的方針 2具体的方II 2具体的方針 2具体的方針

(1)疾 病に着日した研究 (1)疾 病に着日した研究 (1)疾 病に着目した研究 (1)疾病に着 日した研究 (1)疾病に着日した研究 (1)疾病に着目した研究
l① がんの原因、発生・進展のメカ

ニズムの解明

① 循環器病の本態解明 ① 精神・神経疾患等の本態解明 ① 感染症その他の疾患の本態解
明

① 威育疾患の本態解明 ① 加齢に伴う疾患の本態解明

科学技術のイノベーションを常

に取り入れ、分子 細胞から個体

に至るものまでを研究対象にする

ことにより、がんの原因、発生 進

展のメカニズムを解明し、予防

診断 治療への応用の糸口となる

研究を行う.

科学技術のイノベーションを常

に取り入れ、分子 細胞から個体

に至るものまでを研究対象にする

ことにより、循環器病の疾病メカニ

ズムを解明し、予防 診断 治療

への応用の糸口となる研究を推

進する。

科学技術のイノベーションを常

に取り入れ、分子 細胞から個体

に至るものまでを研究対象にする

ことにより、精神 神経疾患等の疾

病メカニズムを解 F/3し 、予防 診

断 治療への応用の糸口となる研

究を推進する.

科学技術のイノベーションを常

に取り入れ、分子 細胞から個体

に至るものまでを研究対象にする

ことにより、感染症その他の疾患

の疾病メカニズムを解明し、予

防 診断 治療べの応用の糸口と

なる研究を推進する。

科学技術のイノベーションを常

に取り入れ、分子 細胞から個体

に至るものまでを研究対象にする

ことにより 成育医療に係る疾患

のメカニズムを解明し、予防 診

断 治療への応用の糸口となる研

究を推進する。

科学技術のイノベーションを常

に取り入れ、分子 細胞から信体

に至るものまでを研究対象にする

ことにより、アルッハィマー病や骨

粗継症等加齢に伴う疾患のメカ

ニズムを解明し、予防 診断 治療

への応用の糸 口となる研究を推

進する。

② がんの実態把握 ② 循環器病の実態把握 ② 精神・神経疾患等の実態把握 ② 感染症その他の疾患の実態把

握

② 成青疾患の実態把握 ② カロ齢に伴う疾患の実態把握

各種がん登録による我が国の

がんの罹患、転帰その他の状 lPL

等の実態及びその推移の把握、

疫学研 究によるがんのリスク 予

我が国の循環器病の罹患、転

帰その他の状況等の実態及びそ

の推移の把握、疫学研究による

循環器病のリスク 予防要因の究

我が国の精神 神経疾患等の

罹患、転帰その他の状況等の実

態及びその推移の把握、疫学研

究による精神 神経疾患等のリス

我が国の感染症その他の疾患

の罹患、転帰その他の状況等の

実態及びその推移の把握、疫学

研究による感染症その他の疾患

我が国の成育疾患の罹患、転

帰その他の状況等の実態及びそ

の推移の把握、疫学研究によるリ

スク 予防要因の究明等、成育疾

我が国の加齢に伴う疾患の罹

患、転帰その他の状況等の実態

及びその推移の把握、疫学研究

による加齢に伴う疾患のリスク 予



防要因の究明等、がんの実態把

握に資する研究を推進する。

明等、循環器病の実態把握に資

する研究を推進する。

ク・予防要因の究明等、精神・神

経疾患等の実態把提に資する研

究を推進する。

のリスク 予防要因の究明等、感

染症その他の疾患の実態把握に

資する研究を推進する。

患の実態把握に資する研究を推

進する。

防要因の究明等、加齢に伴う疾

患の実態把握に資する研究を推

進する。

③ がんの本態解明に基づく高度

先駆的医療、標準医療の向上に

資する診断・治療技術及び有効

ながん予防・検診法の開発の推

進

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推進

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法のBR発の推進

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推進

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推進

③ 高度先駆的及び標準的予防、

診断、治療法の開発の推進

がんに対する高度先駆的な予

防法、検診を含む早期診断法及

び治療法の開発に資する研究を

推進する。

また、既存の予防、診断、治療

法に対する多施設共同研究等に

よる有効性の比較等、標準的診

断及び治療法の確立に資する研

究並びに有効ながん検診法の開

発に資する研究を推進する。

がん患者に対する緩和医療の

提供に関する研究及び地域医療

等との連携による療養生活の質

の向上と普及に関する研究を行う

とともに、地域ぐるみの在宅医療

を含めた医療システムのモデル

開発を行う。

また、高度先駆的な予防 診

断 治療法の開発の基盤となる、

バイオリソースや臨床情報の収集

及びその解析を推進する.

循環器病に対する高度先駆的

な予防、診断、治療法の開発に

資する研究を推進する。

また、既存の予防、診断、治療

法に対する有効性の比較等、標

準的予防、診断、治療法の確立

に資する研究を推進する。

また、高度先駆的な予防 診

断 治療法の開発の基盤となる、

バイオリツースや臨床情報の収集

及びその解析を推進する.

精神 神経疾患等に対する高

度先駆的な予防、診断、治療法

の開発に資す る研 究を推 進す

る。

また、既存の予防、診断、治療

法に対する多施設共同研究等に

よる有効性の比較等、標準的予

防、診断、治療法の確立に資す

る研究を推進する.

また、高度先駆的な予防 診

断 治療法の開発の基盤となる、

バイオリツースや臨床情報の収集

及びその解析を推進する。

感染症その他の疾患に対する

高度先駆的な予防、診断、治療

法の開発に資する研究を推進す

る。

また、既存の予防、診断、治療

法に対する有効性の比較等、標

準的な予防、診断、治療法の確

立に資する研究を推進する。

また、高度先駆的な予防 診

断 治療法の開発の基盤となる、

バイオリツースや臨床情報の収集

及びその解析を推進する。

成育疾患に対する高度先駆的

な予防、診断、治療法の開発に

資する研究を推進する.

また、既存の予防、診断、治療

法に対する多施設共同研究等に

よる有効性の比較等、標準的予

防、診断、治療法の確 立に資す

る研究を推進する。

また、高度先駆的な予防 診

断 治療法の開発の基盤となる、

バイオリツースや臨床情報の収集

及びその解析を推進する。

加齢に伴う疾患に対する高度

先駆的な予防、診断、治療法の

開発に資する研究を推進する。

また、既存の予防、診断、治療

法に対する多施設共同研究等に

よる有効性の比較等、標準的予

防、診断、治療法の確立に資す

る研究を推進する。

また、高度先駆的な予防 診

断 治療法の開発の基盤となる、

バイオリンースや臨床情報の収集

及びその解析を推進する。

④ 医薬品及び医療機器の蘭発の

推進

④ 医薬品及び医療機器の開発の

推進

④ 医薬品及び医療機器の開発の

推進

④ 医薬品及び医療機器の開発の

推進

④ 医薬品及び医療機器の開発の

推進

④ 医薬品及び医療機器の開発の

推進
「新成長戦略 (基本方針 )(平

成 21年 12月 30日 閣議決定)」

においては、ライフ イノベーーショ

ンによる健康大国戦略として、革

新的な医薬品、医療 介護技術

の研究開発 実用化の促進推進

「新成長戦略 (基 本方針)(平

成 21年 12月 30日 閣議決定)」

においては、ライフ・イノベーシヨ

ンによる健康大国戦略として、革

新的な医薬品、医療・介護技術

の研究開発 実用化の促菫推巻

「新成長戦略 (基 本方針 )(平

成 21年 12月 30日 閣議決定)J

においては、ライフ イノベーショ

ンによる健康大国戦略として、革

新的な医薬品、医療 介護技術

の研究開発 実用化の促進推進

「新成長戦略 (基本方針)(平

成 21年 12月 30日 閣議決定)」

においては、ライフ イノベーショ

ンによる健康大国戦略として、革

新的な医薬品、医療 介護技術

の研究開発・実用化の但進推進

「新成長戦略 (基本方針)(平

成 21年 12月 30日 閣議決定)J

においては、ライフ イノベーショ

ンによる健康大回戦略として、革

新的な医薬品、医療 介護技術

の研究開発 実用化の促進推進

新成長戦略においては、ライ

フ イノベーションによる健康大国

戦略として、革新的な医薬品、医

療 介護技術の研究開発 実用化

の促進推進が求められている.

この趣旨を踏まえ、加齢に伴う

が求められている。

この趣旨を踏まえ、がんに関す

る研究成果等を安全かつ速やか

に臨床現場へ応用するために、

医薬品及び医療機器の治験 (適

応拡大を含む)、 特に高度に専門

的な知識や経験が要求される等

実施に困難を伴う治験、臨床研

究の実現を目指した研究を推進

する。           ´

また、海 外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。

これらにより平成 21年度に比

し、中期 目標の期間中に、臨床

研究実施件数 (倫理委員会にて

承認された研究をいう。)及 び治

験 (製 造販売後臨床試験も含

む。)の実施件数の合計数の 5%

以上の増加を図ること。

が求められている。

この趣旨を踏まえ、循環器病に

関する研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用するため

に、医薬品及び医療機器の治験

(適 応拡大を含む )、 特に高度に

専門的な知識や経験が要求され

る等実施に困難を伴う治験 臨床

研究の実現を目指した研究を推

進する。

また、海外では有効性 と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。

これらにより平成 21年 度に比

し、中期 目標の期間中に、臨床

研究実施件数 (倫理委員会にて

承認された研究をいう。)及び治

験 (製 造販売後臨床試験も含

む。)の 実施件数の合計数の 5%

以上の増加を図ること。

が求められている。

この趣旨を踏まえ、精神・神経

疾患等に関する研究成果等を安

全かつ速や力,こ 臨床現場へ応用

するために、医薬品及び医療機

器の治験 (適応拡大を含む )、 特

に高度に専門的な知識や経験が

要求される等実施に困難を伴う治

験 臨床研究の実現を目指した

研究を推進する。

また、海外では有効性 と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る.

これらにより平成 21年度に比

し、中期 目標の期間中に、臨床

研究実施件数 (倫理委員会にて

承認された研究をいう。)及 び治

験 (製 造販売後臨床試験 も含

む。)の実施件数の合計数の 5%

以上の増加を図ること。

が求められている。

この趣旨を踏まえ、感染症その

他の疾患に関する研究成果等を

安全かつ速や力■こ臨床現場へ応

用するために、医薬品及び医療

機器の治験 (適応拡大を含む )、

特に高度に専 F目 的な知識や経験

が要求される等実施に困難を伴う

治験・臨床研究の実現を目指し

た研究を推進する。

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。

これらにより平成 21年度に比

し、中期 目標の期間中に、臨床

研究実施件数 (倫理委員会にて

承認された研究をいう。)及 び治

験 (製 造販売後臨床試験も含

む。)の 実施件 数 の合計数の

10%以上の増加を図ること.

が求められている。

この趣旨を踏まえ、成育疾患に

関する研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用するため

に、医薬品及び医療機器の治験

(適応拡大を含む )、 特に高度に

専門的な知識や経験が要求され

る等実施に困難を伴う治験 臨床

研究の実現を目指した研究を推

進する。

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。

これらにより平成 21年 度に比

し、中期 目標の期間中に、臨床

研究実施件数 (倫 理委員会にて

承認された研 究をいう。)及び治

験 (製 造販売 後臨床試験も含

む。)の 実施件数の合計数の 5%

以上の増加を図ること。

疾患に関する研究成果等を安全

かつ速や力ヽ こ臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器

の治験 (適応拡大を含む )、 特に

高度に専門的な知識や経験が要

求される等実施に困難を伴う治

験 臨床研究の実現を目指した

研究を推進する。

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。

これらにより平成 21年 度に比

し、中期 日標の期間中に、臨床

研究実施14数 (倫 理委員会にて

承認された研究をいう。)及び治

験 (製 造販売後臨床試験も含

む。)の 実施件数の合 計数 の

10%以上の増加を図ること.

(2)均 てん化に着目した研究 (2)均 てん化に着目した研究 (2)均てん化に着日した研究 (2)均 てん化に着日した研究 (2)均 てん化に着日した研究 (2)均 てん化に着日した研究

① 医療の均てん化手注の開発の

推進

① 医療の均てん化手法の開発の

推進

① 医療の均てん化手法の開発の

推進

① 医療の均てん化手法の開発の

推進

① 医療の均てん化手法の開発の

推進

① 医療の均てん化手法の開発の

推進

関係学会等との連携を図り、診

断 治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。

がんに対する医療を担う高度

かつ専門的な技術を持つ人材育

成を図るため、系統だつた教育

研修方法の開発を推進する。

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。

循環器病に対する医療を担う

高度かつ専門的な技術を持つ人

材育成を図るため、系統だつた教

育 研修方法の開発を推進する。

関係学会等との連携を図り、診

断 治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。

精神 神経疾患等に対する医

療を担う高度かつ専門的な技術

を持つ人材育成を図るため、系

統だった教育 研修方法の開発

を推進する.

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。

感染症その他の疾患に対する

医療を担う高度かつ専門的な技

術を持つ人材育成を図るため、

系統だつた教育 研修方法の開

発を推進する。

関係学会等との連携を図り、診

断 治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。

成育医療を担う高度かつ専門

的な技術を持つ人材育成を図る

ため、系統だつた教育 研修方法

の開発を推進する。

関係学会等との連携を図り、診

断 治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。

長寿医療を担う高度かつ専門

的な技術を持つ人材育成を図る

ため、系統だった教育 研修方法

の開発を推進する.

l② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情罐発信手法の開発

がんに対する正しい理解をの 循環器病に対する正しい理解 精神 神経疾患等に対する正 感染症その他の疾患に対する 成育医療に関する正しい理解 長寿医療に対する正しい理解

|
|.



イ足進し、患者 家族に対する支援

の質を向上させるのため、医療従

事者及び患者。国民への啓発手

法の研究を推進する。

生の促進し、患者 家族に対する

支援の質を向上させるのため、医

療従事者及び患者・国民への啓

発手法の研究を推進する。

しい理解と倒 足進し、患者 家族

に対する支援の質を向上させる

のため、医療従事者及び患者 国

民への啓発手法の研究を推進す

る。

正しい理解をの促進し、患者 家

族L対する支援の質を向上させ

うのため、医療従事者及び患者

国民への啓発手法の研究を推進

する。

との促進し、患者 家族に対する

支援の質を向上させるのため、医

療従事者及び患者 国民への啓

発手法の研究を推進する。

との促進し、患者・家族に対する

支援の質を向上させるのため、医

療従事者及び患者 国民への啓

発手法の研究を推進する。

(3)国際保健医療協力

国際保健医療協力を推進する

ため、関係機関と連携し、以下の

研究を推進する。

① 国際医療協力の効果的な推進

に必要な研究

世界的な健康格差の是正に向

け、国際保健医療協力を効果的

に行うために必要な研究を推進

する.

② 国際保健のネットワークの強化

に必要な研究

国内外の関係機関等との情報

共有及び共同事業の実施等諸協

力を推ttす るため、国際保健分

野のネットワーク強化に必要な研

究を実施する。



資料2-1
国立高度専門医療研究センターの中期目標 (案 )及び中期計画 (案)の概要

※センターの使命、目的

平成 22年 4月 から平成 27年 3月 までの 5年間

※研究・開発に関する要点

(1)臨床を志向した研究。開発

① センター内の連携強化

産官学等との連携強化

企画・評価体制の整備

④ 知的財産の管理強化及び活用推進

(1)臨床を志向した研究・開発

① 研究所と病院との情報交換の場を設ける等の連携

強化を図るとともに相互の人的交流を進め、共同で

の臨床研究の実施を推進する。

② 「医療クラスター」の形成等、他機関との共同研究

を推進する体制を整える。

③ センターの使命を果たすための研究 (研究開発費

を含む)を企画し、評価していく体制を整備するとと

もに、研究を支援していく体制も充実させる。

④ 効果的な知的財産の管理を強化するとともに、産

業界との連携等により、知的財産の活用を推進す

る。

(2)病院における研究・開発

病院内で高い倫理性、透明性をもつて臨床研究を

実施するための基盤整備

(2)病院における研究。開発

① 臨床研究を病院内で円滑に実施するための基盤

の整備を図る。

② 倫理性・透明性を確保する観点から倫理審査委員

会等を適正に運営するとともに、患者・家族に対して

必要な説明及び情報開示を実施する。

(3)担当領域の研究・開発

別紙に示した研究。開発の推進

(3)担当領域の研究・開発

別紙1のとおり。

※医療の提供に関する要点

・ 最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療

① 高度先駆的な医療

センターの研究成果、国内外の研究施設及び医

療機関等の知見を集約し、高度先駆的な医療の提

供を行う。

② 最新の科学的根拠に基づいた医療

最新の知見に基づき、標準的な医療を提供する

ための診療体制を整える。

患者。家族が医療者とともに治療を選択、決定でき

るよう支援

(2)患者の視点に立った医療の提供

① 患者の自己決定への支援

患者が治療の選択の自己決定を行うために必要

な説明や情報開示等を適宜行い、患者・家族との情

報の共有化に努める。

② 患者等参加型医療の推進

病態や治療に関わる問題について患者の理解を

深めるための支援活動を推進する。

患者満足度調査や 日常的な患者。家族の意見収



チーム医療の推進

入院時から地域ケアを見通した医療の提供

医療安全管理体制の充実

その他医療政策の二環として実施する医療

集を行い、診療内容や業務の改善に活用する。

③ チーム医療の推進

多職種連携及び診療科横断によるチーム医療を

推進する。

④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

他の医療機関等と連携し、入院から地域ケアまで

一貫した支援を実施する。

⑤ 医療安全管理体制の充実

医療安全管理の体制を整備し、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全管理に努める。

(がん)緩和医療及び療養生活の質向上

(循環器)臓器移植

(精神・神経)医療観察法、重症心身障害者

(国際)救急医療、国際化に伴う医療

(成育)子どもの心の診療、周産期医療

(長寿)認知症、在宅医療支援、終末期医療

三■|1人材章齢 ‐‐11■ltiⅢ l.■ 1■、
「

■|■ 1 31.人材育成| ti,

リーダーとして活躍できる人材の育成 (1)リーダーとして活躍できる人材の育成

研究。医療における専門家を養成するため、教育・

指導内容の充実を図る。

モデル研修。講習の実施 (2)モデル的研修・講習の実施

我が国の医療政策上の課題を踏まえた医療従事者

等に対する各種モデル的研修・講習を実施する。

4.医療の均てん化と情報の収集:発信 4.医療の均てんイヒと情報の収集。発信
ネットワークの構築 (1)ネットワーク構築の推進

情報交換、技術的助言等を通じ、全国の中核的医

療機関等とのネットワークを構築する。

情報の収集及び発信 (2)情報の収集及び発信

国内外の知見を収集・評価し、国民向け・医療機関

向けに、科学的根拠に基づく最新の診断・治療情報等

の提供を行う。

51国

^の
政策提言 5,国今の政策提言

‐

科学的見地からの専門的な提言 担当領域において事業に取り組む中で明らかとなっ

た課題の解決策等について、科学的見地から専門的

提言を行う。

6.:その他t 6.その他

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応 (1)公衆衛生上の重大な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとし

ている場合には、国等の要請に対して迅速かつ適切

な対応を行う。

(2)国際貢献 (2)国際貢献

研究成果の諸外国への発表、外国人研究者等の受

入れ、技術支援等、我が国の中核的機関として求めら

れる国際貢献を行う。

(3)HⅣ・エイズ

※国際医療研究センターのみ

(3)HIV・ エイズ

薬害被害者の原状回復に向けた医療の取組を着実

に実施し、エイズに関し、診断・治療、臨床研究、診療

に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び

提供等の必要な取組を進める。

(4)看護に関する教育及び研究

※国際医療研究センターのみ

(4)看護に関する教育及び研究

看護 に関する教育の充実、質の高い学生等の確

保、看護研究活動の推進を図る。
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定期的な事務及び事業の評価

役割分担の明確化及び職員の適正配置

弾力的な組織の再編及び構築

(1)効率的な業務運営体制

組織内の企画立案、調整、分析機能を高めるととも

に、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築す

る。

① 冨1院長複数制の導入

② 事務部門の改革

センターの効率的な運営

① 適切な給与体系

② 医薬品医療材料等の購入費用の節減

③ 医業未収金の発生防止及び徴収改善並びに診療

報酬請求業務の改善

(2)効率化による収支改善

5年間を累計した損益計算において、経常収支率が

100%以上となるよう経営改善に取り組む。

① 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合す

るよう、民間の水準等を踏まえ、業務の内容。実績に

応じたものとなるよう見直す。

② 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、

材料費率の抑制に努める。

③ 一般管理費の節減
~~ 

平成 21年度に比し、中期目標の期間において、

一般管理費率 (人件費、退職給付費用等を除く。)

の抑制に努める。

④ 建築コストの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減

を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保

平成 21年度に比して医業未収金比率の縮減に

取り組む。

院内のレセプト点検体制の確立等により適正な診

療報酬請求事務の推進に努める。

電子化の推進による業務の効率化

情報セキュリティの向上

(1)電子化の推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通報等の

文書の電子化に取り組むよう努めるとともに、情報セキ

ュリティの向上を図る。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

財務会計システムを導入し、月次決算により財務状

況を把握するとともに経営改善に努める。

内部統制の構築

適正な契約業務

入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法

令遵守等の内部統制のため、内部監査等の組織を構

築する。

契約業務については、原則として一般競争入札等

によるものとし、競争性、公正性、透明性を確保し、適

正に契約業務を遂行する。

運営費交付金以外の外部資金の積極的な導入 民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、

寄附や受託研究の受け入れ等、外部資金の獲得を行

う。

固定負債を償還確実性が確保できる範囲とし、中。長 中。長期的な固定負債 (長期借入金の残高)を償還
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期的に適正化 確実性が確保できる範囲とし、運営上適切なものとな

るよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たつては、原

則、償還確実性を確保する。

(1)予  算 別紙2

(2)収支計画 別紙3

(3)資金計画 別紙 4

|:i■|:二幸III:■111身■導鏡醜t漏轟轟三111 薔・ヽ一・一一一

1.限度額 ○○○○○○百万円

2.想定される理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対

応

(2)業績手当 (ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費
への対応

(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、

偶発的な出費増への対応

11:撃警11聟鷲輩曇棄襲:
なし

圭,舞1111ギ■311111:ヽ ||=|=|‐ |,サ: 書ⅢI剰余争の使途
決算において乗J余を生じた場合は、将来の投資 (建物

等の整備・修繕、医療機器等の購入等)及び借入金の償

還に充てる。

:―
=務

省令燎める1赫□野1関する事項
聾
一機能の維持向上、費用対効果及び財務状況を総

合的に勘案した計画的な整備

中期目標の期間中に整備する施設。設備整備につ

いては、別紙5のとおりとする。

|オ1人事●聯 1ヒ≒:1■■:●II II=二 |'|lll 2.1人事シスデムあ最適

`||
人事評価を適切に行うシステムの構築

女性の働きやすい環境の整備

非公務員型独立行政法人の特性を活かした人材交

流の促進

職員が業務で発揮した能力等を評価し給与に反映

させるとともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価

制度を導入する。
・
当該制度の適切な運用により優秀な

人材の定着を図る。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師が

本来の役割を発揮できるよう医師とその他医療従事者

との役割分担を見直し、職場環境の整備に努める。

非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進

など、優秀な人材を持続的に確保する観点から人材の

適切な流動性を有した組織を構築する。
1‐t,=

(1)方針

医師、看護師等の医療従事者については、医療を

取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、

経営に十分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続

き推進するとともに離職防止や復職支援の対策を講じ

る。

幹部職員など専門的 な技術を有する者について

は、公募を基本とし、優秀な人材の確保に努める。

(2)オ旨申票

センターの平成 22年度期首における職員数を○,

○○○人とするものの、医師、看護師等の医療従事者

は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見込
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まれるものであり、中期 目標の期間においては、安全

で良質な医療の提供に支障が生じないよう適正な人

員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努め

る。

(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

○○○○百万円

|●メ
一̈一

41そ■他0事寝|

ミッション実現のためのアクションプランの策定

アクションプラン及びセンターの成果の情報開示

職員の意見の聴取

センターのミッションを理解し、ミッションを実現する

ために必要なアクションプランを立てる。

アクションプランやセンターの成果について、一般の

国民が理解しやすい方法、内容で情報開示をホーム

ページ等で行うよう努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗出し、

改善策の立案等に資するよう、職員の意見をセンター

内メール・システム等にて聴取を行うよう努める。

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究。開発の

推進

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発の

推進

11車真的な研‐
=憫

栞戦略●考え方 111重点的な研究1開発戦略の考え方

※達成すべき研究成果の内容及び水準 (総論)

141具離撞贖軍難瞥封井華豊箋攀難キ:1:称 1聾響黎難 iセ1善襲菫,強諄11■■:整

==i嚢
:III■■■

(1)疾病に着目した研究

① 疾患の本態解明

疾患の実態把握

予防、診断、治療法の開発

高度先駆的な予防、診断、治療法の開発

標準的予防、診断、治療法の確立

バイオリソースや臨床情報の収集及びその解析

医薬品及び医療機器の開発

新成長戦略の趣旨を踏まえた医薬品、医療機器

の治験

国内未承認の医薬品、医療機器の治験

臨床研究及び治験の実施件数の増加

②

③

④

(1)疾病に着日した研究

① 疾患の本態解明

疾患の発症機序や病態の解明につながる研究を

推進する。

② 疾患の実態把握

疾病の罹患、転帰その他の状況等の実態及びそ

の推移を把握する疫学研究を推進する。

③ 予防、診断、治療法の開発

高度先駆的な予防法、早期診断技術、治療法の

開発に資する研究を推進する。

既存の治療法について、多施設共同研究等を実

施し、有効性と安全性を検証し、標準的治療法の確

立を推進する。

バイオリソースや臨床情報の収集とその解析を推

進する。

④ 医薬品及び医療機器の開発

研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場へ応

用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応

拡大を含む)の実現を目指す。

海外では有効性と安全性が検証されているが国

内未承認の医薬品。医療機器について、治験をはじ

めとする臨床研究を推進する。

平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床

研究及び治験実施件数の合計数〇%以上の増加

を目指す。

(2)均てん化に着日した研究

① 均てん化手法の開発

(2)均てん化に着目した研究

① 均てん化手法の開発
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② 情報発信手法の開発

診断。治療ガイドラインの作成及び地域の医療機

関において広く使用されるための方法論の確立等

に必要な研究を推進する。

系統だった教育・研修システム、教育ツールの開

発を目指した研究を実施する。

② 情報発信手法の開発

広く国内外の知見を収集評価し、ホームページ等

を通じて、国民向け。医療機関向けに最新の診断・

治療情報等の提供を行うための研究を実施する。

(3)国際保健医療協力 ※国際医療研究センターのみ

① 国際医療協力の効果的な推進に必要な研究

② 国際保健のネットワークの強化に必要な研究

(3)国際保健医療協力に関する研究

国際保健動向の情報収集・分析を効果的に行うとと

もに、開発途上国で実施している技術協カプロジェクト

の知見等を収集評価し、開発途上国における感染症

制御に必要なシステム等に関する研究や、国際保健

にかかる国内外の人材育成に必要な研究を実施す

る。

国際保健のネットワーク強化を図るため、効果的な

情報共有や共同研究の仕組み等を構築するために必

要な研究を国内外関係機関等と共同で実施する。

中期計画(平成 22年度から平成 26年度)の予算

中期計画(平成 22年度から平成 26年度)の収支計画

中期計画(平成 22年度から平成 26年度)の資金計画

医療機器整備・建物整備に関する計画
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【がん】
中期日標 (案 )

腑
羊
Ｎ
Ｉ
Ｎ

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号 )第29条第1項の規定に基づき、

独立行政法人国立がん研究センターが達成すべき業務運営に関する目標 (以下
「中期目標」という。)を次のように定める。

平成22年○月○日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法(平成H年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条

第1項の規定に基づき平成22年○月○日付けをもつて厚生労働大臣から指示の

あつた独立行政法人国立がん研究センター中期目標を達成するため、同法第30

条の定めるところにより、次のとおり独立行政法人国立がん研究センター中期計

画を定める。

平成22年○月○日

独立行政法人国立がん研究センター

理事長 嘉山 孝正

=曇
ニ 前え :111‐ 1手 :■ iJギ

幸が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技
術等の高度化等により医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、国民の医療
に対するニーズも変化しており、このような変化に対応した国民本位の総合的か
つ戦略的な医療政策の展開が求められている。
こうした中、国が医療政策を効果的、効率的に推進するため、国立高度専門医

療研究センターには、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や高度先駆

的医療の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水準を向上させ、もつて公

衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく拠点となることが求

められている。

このため、国立高度専門医療研究センターは、国内外の関係機関と連携し、資
源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体となつて、研究。開発及び人材育成
に関し、国際本準の成果を経続して生み出し、世界をリードしていくことが期待さ
れる。
'独立行政法人国立がん研究センター (以 下「センター」という。)は 、昭和37年

に我が国のがん対策の要として設立された国立がんセンターを前身とする。
センターは、「がん対策基本法」(平成18年法律第98号)及 び「がん対策推進基

本計画」(平成19年6月 15日 閣議決定)に基づき、センターが有する医療、研究、

独立行政法人国立がん研究センター (以下『センター」という。)は、その前身と

なる国立がんセンターが昭和37年 に我が国最初のナショナルセンターとして設立

されて以来、日本のみならず、世界的ながん対策の中核施設として、高度先駆的

医療、研究、国内外の医師・研究者等に対する研修及び情報発信等の分野で先

導的・中心的な役割を果たすとともに、「第3次対がん10か年総合戦略」をはじめ

とする国の施策において我が国の中核機関としての重要な役割を担ってきた。

また、平成19年 4月 1日 に施行された「がん対策基本法」(平成18年法律第98

号。以下「がん対策基本法」という。)に基づき作成された「がん対策推進基本計

画」(平成19年 6月 15日 閣議決定。以下「がん対策推進基本計画」という。)におい

て、センターは、がん対策の中核的機関として、がん医療の標準化・均てんイヒに

関して中心的な役割を担い、我が国全体のがん医療の向上を牽引していくととも
に、様々ながん対策に関連する情報の収集・分析・発信等に不可欠な組織として

情報提供体制を整備していくことが求められている。
センターは、がんの死亡・罹患などの実態把握と原因及び本態の解明に基づく

予防法の研究開発、がん検診に係わる研究開発、高度先駆的及び標準化に資

する診断、治療技術の開発と普及、がん研究・がん医療等を推進する人材育成、
がん医療等に係わる情報提供、がん対策に係わる政策提言等を使命として掲

‥
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人材育成及び情報発信等の機能を相互に連携させ、その能力を効果的に発揮

するとともに、独立行政法人制度のメリットを最大限活用し、我が国のがん対策の

中核機関として日本のみならず世界への貢献を図り、世界をリードしていく責務が

ある。

具体的には、センターが果たすべき使命を達成するため、がん克服に資する

研究成果を継続的に生み出し、がんの原因及び本態解明を一層進め、予防法、

革新的がん医療及び標準医療を開発するための研究に取り組むとともに、良質

で安心な医療を提供し、人材育成及び情報発信等を担い、我が国のあるべきが

ん医療の政策を提言していくことが求められている。

げ、本使命を達成できるよう、センターが有する医療、研究、人材育成及び情報

発信等の機能が相互に連携することによりその能力を効果的に発揮し、がんに関

する医療政策に対する課題を着実に解決していくことで、がん対策推進基本計

画に基づくがん対策の推進に貢献する。

第1中期 目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成 22年 4月 から平成 27年 3月 までの 5

年間とする。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成 22年 4月 1

日から平成 27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営

に関する目標 (以下「中期目標Jという。)を達成するための計画を以下のとおり定

める。

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第1国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する日標を

達成するために取るべき措置

1研究。開発に関する事項 1研究・開発に関する事項

がんによる死亡者 (がんの年齢調整死亡率 (75歳未満))の減少、すべてのが

ん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上を実現する

ため患者アンケート等により実態を把握するとともにがん対策に資する研究に取り

組み、研究成果の社会への還元を促進するど

未だ解明されていない難治がん等の原因究明やがんの発生。進展・転移の機

構解明を推進し、先進医療として認められるような高度先駆的な予防・診断・治療

技術を開発するとともに、国内および国際的な標準医療の確立と改善に貢献する

のみならず先駆的な医療を世界に情報発信していく。

これらの研究等について世界をリードする水準で実施していくための体制を充

実する。特に、病院においては、最新の知見に基づいた標準的治療の開発のみ

ならず高度先駆的ながんの診断・治療などの新しい医療技術の臨床開発に取り
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組むための体制を整備する。

また、センターは、がん分野の基礎研究、公衆衛生研究及び臨床研究(治験を含

む)推進のために、研究の統括や調整を行う。そのための研究基盤を構築・提供
し、研究評価とともに研究資源の適切な活用を図っていく。

(ll臨茉を志向u哺薦だI開発あ推進 0)町床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を

推進し、優れた研究・開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。この

ため、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。

① 研究所と病院等、センター内の連携強化 ①・ 研究所と病院等、センター内の連携強化

研究の成果を臨床の実用化やがん対策につなげるために、研究所、がん予

防・検診研究センター、がん対策情報センター、病院が高度専門性を有した上

で、トランスレーショナルリサーチの推進のために相互の機能の強化と連携を図
り、『先端医療開発推進会制 等を定期的に開催し、世界的レベルでの革新的医

療・予防法の開発や標準医療の確立に資する成果の継続的な作出を目指す。

② 研究基盤の整備

センターが取り組むべき分野の研究基盤を整備していくために、臨床試料及び

情報を研究に活用するための体制等を構築していく。

③ 臨床研究の推進のための中核機能の強化

また、臨床研究の推進のために、センターで行う臨床研究を支援する体制及
び多施設共同臨床研究の中核機能を担うためのデータセンター等の整備を行

う。

中期目標の期間中に、センターが直接的または間接的に支援した臨床試験に
ついて、学会等が作成する診療ガイドラインに5件以上採用されることを目指す。
平成21年度末現在、́通算で肺癌2件、胃癌6件、食道7件 、婦人科腫瘍2件、乳

癌2件と臓器領域毎の偏りがあるが、今後、大腸、肝胆膵、泌尿器、脳腫瘍、血液
腫瘍等の領域の強化を目指す。また、中期目標の期間中に、センターが、直接
的または間接的に実施する臨床研究実施機関の訪問監査 (科学性・倫理性の確
認調査)について、都道府県がん診療連携拠点病院の20%、 地域がん診療連携

―
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【がん】
拠点病院の10%以 上の実施を目指す。

② 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」(平成 19年 4月 26日

内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官学が密接に連携

して臨床研究・実用化研究を進める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業

界、研究機関及び治験実施医療機関等との連携

④ 産官学等との連携強化
「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」等を踏まえ、国内外の大

手・ベンチャー企業等の産業界、先端研究施設、主要がんセンター等と「医療ク

ラスター」を形成して先端的な臨床研究を推進するために、産官学連携を支援す

る産官学連携オフィス等の整備を行う。また、クラスター内での積極的な共同研究

推進のための協議の場の設定及び早期臨床開発試験をつかさどるデータセンタ

ーを整備する。

これにより、平成21年 度に比し、中期目標の期間中に、共同研究件数、治験実

施件数及び国際共同治験実施数について各々5%以上の増加を目指す。

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備 ⑤ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

がん医療研究開発費による研究をはじめ、我が国のがん対策の中核機関とし

ての使命を果たすための研究を企画し、評価していく体制の強化を図るとともに、

研究を支援していくための体制も充実させる。

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ⑥ 知的財産の管理強化及び活用推進
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発

等の効率的推進等に関する法律 (平成 20年法律第 63号 )」 及び「知的財産推

進計画」を踏まえつつ、共同研究や受託研究等を推進するため知的財産管理部

門を設置し、マテリアル・リサーチツールの管理・提供体制の整備、所有知的財産

権の実施状況の追跡・管理、知的財産関係書類等の管理強化、研究者に対する

知財教育の実施、及び、上記研究を推進するため、知的財産管理や契約行為等

に関する管理機能や研究者に対する相談支援機能の充実を図る。

また、中期目標の期間中に、特許出願件数とその内容が適切かどうかについ

て吟味し、活用推進に至るシステムを作る。

(2)病院における研究・開発の推進 (2)病院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。

①・ 臨床研究機能の強化

病院は臨床開発の様々な段階に対応するため、橋渡し研究を含む臨床研究

を行うための診療体制等の整備を進める。
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センターで実施される臨床試験の支援部門の整備・強化を行うとともに、治験

関連の体制の充勲 図る。

また、その推進のために薬事・規制要件の専門家を含めた支援体制の基盤整

備を行い円滑な試験実施を進めるとともに、支援体制のモデル化により国内他施

設への普及を図る。

② 倫理性・透明性の確保

高度な倫理性・透明性が確保された臨床研究等の実施を図るため、倫理審査

委員会等の機能を強化するとともに、主要な倫理指針等について職員教育の充

実を図る。

また、センターを受診する患者への研究に関する説明を組織的かつ効率的に

行う体制や、患者・家族への研究に関する情報開示及び問い合わせへの対応の

体制等を整備する。             
｀

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (3)世当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究。開発を着実に推進す

ること。

がん対策基本法とがん対策推進基本計画を踏まえ、がんによる死亡者の減
少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持
向上を実現するためのがん対策に資する研究に積極的に取り組む。

具体的な方針については別紙1の とおり。

2医療の提供に関する事項 21・ 医療の提供IF関する事項

我が国におけるがんに対する中核的な医療機関として、がん対策推進基本計
画に掲げられた、「がんによる死亡者の減少」及び「すべてのがん患者及びその

家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」という目標を達成するた
め、国内外の知見を集約し、高度先駆的医療の提供を行うこと。

また、がんに対する医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に基
づいた医療の提供を行うこと。

がん征圧のための中核機関として、科学と信頼に基づいた最良のがん医療を

推進していくことにより、がん対策基本法の基本理念として掲げられた「科学的知

見に基づく適切ながんに係る医療の提供」及び「がん患者本人の意向を十分尊
重してがんの治療方法等が選択される体制整備」の実現を図るとともに、がん対
策推進基本計画の全体目標として定められた「がんによる死亡者の減少」及び
「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向
上」の達成に貢献する。

臨床研究による研究開発に取り組む上でも、患者の安全を最優先にした医療
の提供を行う。医療の提供に当たっては、最新の知見に基づいた標準的がん医

|
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療を実践するとともに、がん医療を行う医療機関等と連携し、がん患者の意向及

び利便性に配慮した適切かつ良質な医療が提供できる体制を構築する。

また、人材の育成と情報の発信にも資する開発的な医療と最新の標準的な医

療を提供できる診療体制を整える。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

①・ 高度先駆的な医療の提供

開発的な医療を安定した状態で提供するための診療体制を整備する。

病院と研究所の連携により、踵瘍組織や非がん部組織、体液等のゲノム・プロ

テオーム等の解析による治療の個別化を図り、最適な医療を提供する具体的に

は『 HER2陽性胃癌に対する高度医療評価制度を用いた術後補助化学療法の

臨床試験』の実施などによる個別化治療の開発・普及を行う。

数年後を目途に、基本的に手術例のがん関連遺伝子の塩基配列決定を「先

進医療コンソーシアム(仮称)」 を組織することにより行い、将来のゲノム解析に基

づくがん医療の実現の基盤を創る。

また、国内主要研究施設と連携し、新規医薬品・医療機器の医師主導治験及

び高度医療評価Fll度での臨床試験を展開し、最先端の医療を提供する。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

最新の科学的根拠に基づいた医療を安定した状態で提供するための診療体

制を整え、稀少がん及び難治がんを含めた各種がんの標準的治療の実践に取り

組む。

患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信

頼関係を構築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的

に行うことができるよう支援することにカロえ、チーム医療の推進、入院時から地域

ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充実等により、患者の視点に

立った良質かつ安心な医療の提供を行うこと。

(2) 患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供

① 適切な治療選択の支援

患者・家族が適切な治療を医療者とともに主体的に選択、決定できるよう、病態

に応じた説明文書の提供など正確でわかりやすい診療情報の提供に努める。

また、患者自身のセカンドオピニオン外来受診や家族による医療相談を円滑

に進めるために、支援体制を整備する。                 ・

② 患者参加型医療の推進

患者からの生の声・意見をプライバシーに配慮しつつ、院内に掲示する。。ま



【がん】
た、定期的な患者満足度調査や日常的な患者・家族の意見収集を行い、診療内

容や業務の改善に活用する。

③ チーム医療の推進

緩和ケア・栄養サポート・感染対策・外来化学療法・褥着対策など専門的知識・

技術を身につけた多職種からなる医療チームによる医療の支援活動を充実させ

る。他分野のチーム設置 (周術期管理)も検討する。

また、疾患毎に診断医・外科医・内科医を中心として行っている診療方針の検

討会 (キャンサー・トリートメント・ボード)については放射線治療医や薬剤師・看護

師など参加者の拡充を図り、質の向上に努める。

④ 入院時から緩和ケアを見通した医療の提供

患者のQOL向上をはかるため、入院診療から外来診療への移行を進めるとと

もに、切れ日なく適切な医療を提供できるよう、入院診療と外来診療を統合的に

管理できる診療体制を構築する。

がん医療を行う医療機関等との連携促進を図り、良好な継続医療の提供に努

める。

具体的には、中期目標の期間中に、外来化学療法実施数について年間
38,000件 以上に べ数)に増力目することを目指す。

また、院外を含めてより多くの相談支援を行うために、「がん患者・家族総合支

援センター」を本来業務と位置づけ強化するとともに、今後一層重要となる患者

会・遺族ケアに関する取組を一層強イヒする。

⑤ 安全管理体制の充実

医療安全管理を統括、監督する体制を構築し、医療事故の報告の有無に関わ

らず、定期的に病院の各部門に対し安全管理に必要な事項を調査するとともに

対策を立案し、各部門に対して助言、勧告、指導を行う。

医療安全管理担当は、関係法令、指針等に則つて、各部門における医療安全

に関わる管理体制の編成、日常的な医療安全の管理業務、医療事故等の発生

時における初動対応と危機管理等を統括する。

緩和医療については、がん患者とその家族が質の高い療養生活を送ることがで (3)そ の他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供
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【がん】
きるよう、治療の初期段階から緩和ケアを提供できる体制を整備すること。 ① がん患者に対する緩和医療の提供と療養生活の質の向上

がん患者とその家族が質の高い療養生活を送ることができるよう、がん患者が

必要とする緩和医療や精神心理的ケアを幅広く提供できるよう治療初期からの介

入を目指す。これを実践するために、多職種による緩和ケアチームを強化し、中

期目標の期間中に、緩和ケアチームの関わる症例数について年間 1,500件以上

に増加することを目指す。

また、外部の医療機関などとの共同診療体制の構築に努めるとともに、相談支

援センターの充実を図る。

3人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、がんに対する医療及

び研究を推進するにあたリリーダーとして活躍できる人材の育成を行うとともに、

モデル的な研修及び講習の実施及び普及に努めること。

(1)リ ーダーとして活躍できる人材の育成

がん領域の医療や研究におけるリーダーとして国内外を問わず活躍できる人

材を育成するために、レジデント制度・がん専門修練医制度をはじめとする専門

教育制度の充実を図る。

チーム医療を構成する人材を養成するため医師以外の職種にも対応した制度

として発展させる。また、こうした専門家教育にかかわる部門の充実を図る。

(2)モデル的研修・講習の実施

がん対策推進基本計画に基づき、がん医療の均てん化を推進することを目的

として、地域で中核的にがん医療に携わつているがん診療連携拠点病院の医療

従事者等を対象に専門的な技能向上のための研修を企画・調整し実施する。

具体的には、医師(身体担当及び精神担当)・ 薬剤師・看護師を対象にした緩

和ケア、化学療法等のチーム研修や相談支援センター相談員、院内がん登録実

務者研修等、センター外の医療従事者等を対象とした研修プログラムの種類を毎

年16種類以上提供し、中期目標の期間中に、同研修プログラムの延べ受講者数

について4,500人 以上に増カロすることを目指す。

4医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 4医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

センター及び都道府県がん診療連携拠点病院等間のネットワークを構築し、高

度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

(1)ネ ットワーク構築の推進

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会を毎年開催し、全国の都道府県

がん診療連携拠点病院等と、がん医療、相談支援・情報提供、院内がん登録等
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について、意見交換や情報共有を行う。

がん診療連携拠点病院等に対し、画像診断コンサルテーション、病理診断コン

サルテーション、放射線治療品質管理・安全管理体制確立の支援及び放射線治

療スタッフヘの技術指導等を実施するとともに、中期目標の期間中に、病理診断
コンサルテーションの件数について年間 250件以上に増加することを目指す。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族ががんに関して信頼のおける

情報をわかりやすく入手できるよう、国内pl.の がんに関する知見を収集、整理及

び評価し、科学的根拠に基づく診断及び治療法等について、国民向け及び医療
機関向けの情4Ft提供を行うこと。

:(7)茸響?怪寒1発信
全国において薄切ながん対策が実施されるよう、がんに関連する情報を収集、

整理及び評価し、発信する。また、そのために必要な体制を整備する。

患者・家族・国民に対し、がんの予防、早期発見、診断、治療及び療養に関す
る科学的根拠のあるがん関連情報やがん診療連携拠点病院の診療実績情報等
を、ホームページ「がん情報サービス(一般の方へ

)」 、冊子、患者必携、講演会
等を通して、発信する。発信情報の作成に当たっては、がん対策情報センター
「患者・市民パネル」の協力を得て行い、また患者の視点に立った情報提供を進
める。

医療者に対して、診療ガイドライン、がんの臨床試験情報 がん診療画像レファ
レンスデータベース、パスデータベース、がん研究情報データベース等の情報を
がん情報サービス(医療従事者の方へ

)、 (がん診療連携拠点病院の方へ
)」 より

発信する。

がん情報サービス利用者の背景、満足度等を確認する仕組みを導入し、利用

状況を確認する。有議者、医療関係者、がん患者、家族の代表で構成される「が

ん対策情報センター運営評議会」の意見に基づきサービスの改善を行つていく。
がん診療連携拠点病院等において実施される院内がん登録及び都道府県に

おいて実施される地域がん登録等の実施状況を把握し、がん対策情報センター

にデータを収集し、集計・発信を行うとともに、予後調査などの転帰情報の収集を

支援する。

地域がん登録、院内がん登録の登録項目の標準化を促進する。また、地域が
ん登録実施県を増カロさせるために、地域がん登録の標準方式の設定、標準方式
に準拠したシステム開発・配布、登録実務担当者の教育研修などを通じて、未実
施県での導入に際して技術的支援を行う。
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このため、中期目標の期間中に、院内がん登録実地調査について、合計 130

施設以上、全ての都道府県での実施を目指す。また、中期目標の期間中に、地

域がん登録訪問調査について、全ての都道府県に訪問調査を実施することを目

指す。

5国への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即したも

のにするため、科学的見地から専門的提言を行うこと。

我が国のがん対策が、より強固な科学的根拠を持ち、かつ、がん患者を含めた

国民の視点に立った実情に即したものになるよう、世界の科学技術の動向、研究

成果やその有効性、社会情勢、社会的要請等を踏まえ、科学的根拠に基づいた

専門的な政策提言を行う。

また、科学的根拠に基づいた政策提言機能を実施するための組織を構築す

る。

6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応 (1)公衆衛生上の重大な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請

に応じ、迅速かつ適切な対応を行うこと。

国の要請に対しては積極的な対応を行う。また、災害や公衆衛生上重大な危

機が発生し又は発生しようとしている場合には、がん医療に関する範囲内にて、

可能な限り適切な対応を行う。

(2)国際貢献 (2)国際貢献

我が国におけるがんに対する中核的機関として、その特性に応じた国際貢献

を行うこと。

わが国のがん対策の中核機関として、知的支援体制を整え積極的に国際貢献

を図つていく。そのため、がんの研究・医療。政策に係る国際的団体への貢献を

はじめとして、研究開発や政策形成等における国際連携に積極的に参加・参画

するとともに、二国間等での研究等協力を推進していく。

第3業務運営の効率化に関する事項 第2業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1効率的な業務運営に関する事項 1効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期的に

事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うこと。

(1)効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部門の
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再編を行う。

① 冨」院長複数制の導入

特命事項を担う副院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化する

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直し、/~m率的・効果的な運営体制とする。
センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。

① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系とな
るよう見直し

② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

③ 医薬米収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等

収入の確保

(2)効率化にょる収支改善

見酎 量炒 套 譴 島ぷ饉鷲違 ,1妬aV175環 軍糠薦靡lTダ
入の増加を図ることにより、収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した

損益計算において、経常収支率を100%以上となるよう経営改善に取り組む。

① 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

② 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与

等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

③ 一般管理費の節減

平成 21年度に比し、中期目標の期間において、一般管理費率 (人件費、退職
給付費用等を除く。)の抑制に努める。

④ 建築コストの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図
る。

⑤ 収入の確保

医薬未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払
案内等の各促業務に努めることやクレジットカード払いの導入等により、平成 21

年度に比して(※ )医業未収金比率の縮減に取り組む。
また、診療報酬請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により
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適正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成 21年度 (平成 21年 4月 ～平成 22年 1月 )医業未収金比率○〇%
医業未収金比率=医業未収金/医業収益

2電子化の推進 2電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を推進し、情報を経営分析等

に活用すること。

(1)電子化の推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化に取り組むよ

う努めるとともに、情報セキュリティの向上を図る。

推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に努め

ること。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

企業会計制度への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い

財務状況を把握するとともに経営改善に努める。

3法令遵守等内部統制の適切な構築 3法令遵守等内部統制の適切な構築

入札及び契約事務の公正性及び透明性の確保を含む法令遵守 (コ ンプライア

ンス)等内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び

透明性が十分確保される方法により実施すること。

入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法令遊守 (コンプライアンス)

等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。

契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性、公

正性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行する。

第4財務内容の改善に関する事項 第3予算、収支計画及び資金計画

「第3業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実施することにより、中期目標の期間にお

ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

「第2業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた

計画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。

1 自己収入の増カロに関する事項 1 自己収入の増加に関する事項

がんに対する医療政策を牽引していく拠点としての役割を果たすため、運営費

交付金以外の外部資金の積極的な導入に努めること。

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行う。

2資産及び負債の管理に関する事項 2.資産および負債の管理に関する事項

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行ない、固定負債

(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な

固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切

なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保す



―
一
ω
ｌ

【がん】
る。

(1)予  算 別紙2

(2)収支計画 男り紙3

(3)資金計画 月り紙4

第4短期借入金の限度額

1限度額 3,400百 万円

2想定される理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応

(2)業績手当 (ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費への対応

(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対

応

第5重要な財産を処分し、スは担保に供しようとする時はその計画

なし

卿 余金の使途_

決算において乗」余を生じた場合は、将来の投資 (建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等)及び借入金の償還に充てる。

第5その他業務運営に関する重要事項 第7:ζo他圭務省令で定める業警澤賞ヤ,関すぅ
=要1施設・設備整備に関する事項 ll:施設1設備整備に関する計画

施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及
び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努めること。

中期目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5の とおりとす
る。

2人事の最適化に関する事項 21人ン ステムの島適化

センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に

努めるとともに、人事評価を適切に行うシステム猜 築すること。
また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さら

に、優秀な人材を持続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非
公務員型独立行政法人の特性を活かした人材交流の促進等を推進すること。

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させ

るとともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入する。当該制度の適
切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することによ
り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進など、優秀な人材を持続
的に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、
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国立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う

体制を構築する。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

うt医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとつて魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努める。

3人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者につ

いては、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十

分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防

止や復職支援の対策を講じる。

また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努める。

(2)指標

センターの平成 22年度期首における職員数を○,OOO人とするものの、医

師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見

込まれるものであり、中期目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推准に努める。

(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

53,697百万円

3その他の事項 41その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必

要なアクションプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるよう
に努めること。また、アクションプランやセンターの成果につして 、一般の国民が

理解しやすい方法、内容で情報開示を行うように努めること。

センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプラ

ンを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやす

い方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。
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【がん】
ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。

ミッションの確認や現状の把握、問題′れの洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するよう、職員の意見をセンター内メール・システム等にて

聴取を行うよう努める。

【がん】
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担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 Gり紙) 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究。開発の推進 (月り紙)

1重点的な研究・開発戦略の考え方 1重点的な研究・開発戦略の考え方

がんは単一の疾患ではなく、その原因、宿主背景因子、本態となる遺伝子異

常、病態、病期及び治療応答性等において極めて多様な様相を呈することが明

らかにされている。その罹患率及び死亡率を抑制するためには、基礎研究、公衆

衛生研究及び臨床研究の各分野において高度先駆的な研究・開発を展開すると

ともに、これら3大分野の有機的な連携に基づく、我が国における総合的研究戦

略として推進することが極めて重要である。

このため、がんの原因・本態解明、予防・診断・治療法の基盤となる技術の開発

等基礎研究の成果を、公衆衛生研究及び臨床研究に応用し、より優れた予防・

診断・治療法の開発に結びつけるとともに、公衆衛生研究及び臨床研究におい

て見出された疑間、仮説を基礎研究の課題として積極的に取り上げる等、双方向

性の橋渡し研究を進めていく必要がある。

また、これら研究の方向性及びその成果を的確に評価するためにはまず、がん

の実態を把握し、分析する研究が欠かせない。ついで、発生したがんに対する高

度先駆的診療技術の開発、日本人のがん罹患率を低減させうる一次予防法の開

発、検診等早期発見による二次予防法の科学的評価と開発が求められる。さら

に、このようにして開発されたがんの予防・検診・診断・治療法の均てん化を図る

ための研究及び対策を展開する必要がある。
センターにおいては、これらの研究課題について、センター内各部門の連携は

もとより、国内外の医療機関、研究機関等との一層の連携を図り、総合的な取り組

みを進めていくこと。

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標を

設定するなど、センターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化及び

具体化すること。

がん対策基本法とがん対策推進基本計画を踏まえ、がん対策に資する研究に

積極的に取り組み、世界をリードする研究成果を継続的に創出するとともに、その

成果の社会への還元を促進する。

その実現に向け、病院と研究所の連携をより強化し、企業や国内外の大学等

のアカデミア機関との産官学連携の一層の推進を図りつつ、がんの原因・本態解

明の基礎研究から予防および診断・治療技術の革新的開発を目指した橋渡晰

究や早期臨床開発試験を積極的に推進する。さらにセンターが中心的に支援・コ

ントロールし、がん診療拠点病院等を中心とした多施設共同臨床試験を展開し、

新しい標準治療の開発と国内への普及を積極的に推進する。早期の開発から標

準化を目指した基礎・臨床研究をセンターが主体的に展開し、世界のがん医療

に大きく貢献する成果をあげるよう、総合的に研究を推進する。また、疫学研究等

による日本人のエビデンスの収集や、がん医療の質的向上に資する研究、情報

発信手法の開発に関する研究等に取り組み、その成果を活用していくことにより、

がん医療の均てん化に寄与する。

具体的には、中期目標の期間中に、センター全体として、10件 以上のがん対策

の推進に大きく貢献する顕著な成果をあげることを目指す。

2具体的方針 2具体的方針

(1)疾病に着日した研究 (1)疾病に着目した研究
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【がん】
① がんの原因、発生。進展のメカニズムの解明

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまで

を研究対象にすることにより、がんの原因、発生・進展のメカニズムを解明し、予

防・診断・治療への応用の糸日となる研究を行う。

① がんの原因、発生。進展のメカニズムの解明

ア カ`んの原因解明に資する研究の推進

がん発生の要因に関して、ゲノム・エピゲノム解析、様々なゲノム修飾に関
する網羅的解析、発がん動物モデルを用いた研究成果をもとに、外的な環境

要因(食事、喫煙、ウィルス・細菌感染、職業環境等)、 生活習慣病や炎症など
の内的環境要因及び遺伝的な発がん要因の解明に取り組む。
生活習慣病や炎症等に起因するがんの発生・成立に関して主導的な役割

を果たしている分子機構の解明に取り組む。

発がん感受性の分子機構を解明し、その知見に基づく新しい予防法の開発

を目指す。

イ がんの発生・進展のメカニズムに関する研究の推進

がんが多様性を獲得し進展・浸潤・転移する過程、及び、治療抵抗性を獲

得するパ子機構を、がん細胞側と宿主側の両方の観点から統合的に解明する
ことを目指す。

ウ がんの本態解明の研究の推進

がん本態の特性を様々な検討により解明し、有効な治療標的の同定につな

げる。

分子病理学的解析を基盤としたがんの病理学的診断・分類等に関する研究

を進めるとともに、がんにおけるゲノム・エピゲノム異常並びに不安定性、RNA
及び蛋白質発現の変化と、治療応答性等との関係の解明に取り組む。高精度
診断マーカー開発のためのゲノム・プロテォミクス等の新たな診断技術の開発
に取り組む。各種がんに特徴的な細胞周期・信号伝達系・分化・細胞死プログ

ラムの制御異常の解明、がん組織及び担がん個体における代謝系・内分泌系
の異常の解明、がんにおける幹細胞、転移・浸潤を規定するがん細胞側・宿主

側の要因とそれらの相互作用の解明、がんにおける間質及び脈管系の役割の

解明に取り組む。また、がん及びがん治療における腫瘍免疫の特性の解明に

関する基礎研究を積極的に推進し、診療標的としての可能性を検討する。そ
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【がん】
の他、生命科学の新しい進展に伴い、高度先駆的がん診療開発に資する基礎

的研究の積極的な展開に取り組む。

② がんの実態把握

各種がん登録による我が国のがんの罹患、転帰その他の状況等の実態及びそ

の推移の把握、疫学研究によるがんのリスク・予防要因の究明等、がんの実態把

握に資する研究雄 進する。

がんの実態把握

ア がん登録の推進によるがんの実態把握

がん登録を推進し、がんの罹患、転帰などの実態とその推移を把握するため

に、登録対象の範囲や予後調査の方法等を含めた実施体制の標準化と連携

体制について検討を行う。さらに、正確ながん統計情報の整備に向けたがん

登録の課題を検討する。また、がん登録から収集されたデータを用いて、がん

医療の地域間格差の把握と分析に関する研究等の解析を行う。

がん診療連携拠点病院等において実施される院内がん登録及び都道府県

において実施される地域がん登録等より、がん対策情報センターに収集された

データを用いて、全国的な傾向や課題などを分析・評価する。また、国と県の

がん対策計画の企画・評価におけるがん統計の適切な利用を支援する。

イ がんの原因究明に基づく予防法の研究開発

動物実験や大規模コホート研究等の疫学研究を実施することにより、がんの

発生に関わる環境・生活習慣等外的要因、加齢・遺伝素因等内的要因、及び

それらの相互作用を解明するなどに取り組み、がんのリスク・予防要因究明の

ための基礎的研究を推進する。

基礎的研究及び疫学研究などの知見に基づき有/~mな がん予防法の開発を

行う。

②

③ がんの本態解明に基づく高度先駆的医療、標準医療の向上に資する診断・

治療技術及び有効ながん予防・検診法の開発の推進

がんに対する高度先駆的な予防法、検診を含む早期診断法及び治療法の開

発に資する研究を推進する。

また、既存の予防、診断、治療法に対する多施設共同研究等による有効性の

比較等、標準的診断及び治療法の確立に資する研究並びに有効ながん検診法
の開発に資する研究を推進する。

③ がんの本態解明に基づく高度先駆的医療の開発、標準医療の向上に資する

診断・治療技術の開発及び有効ながん予防・検診法の開発

ア 有効ながん予防法の研究開発

科学的根拠に基づき、発がん性やがん予防の有効性の評価を行うととも

に、基礎的研究の知見に基づく新しい予防法の開発を行う。

介入研究等により、予防法の有効性に関する検証を行う。
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がん患者に対する緩和医療の提供に関する研究及び地域医療等との連携に

よる療養生活の質の向上と普及に関する研究を行うとともに、地域ぐるみの在宅

医療を含めた医療システムのモデル開発を行う。

また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや

臨床情報の収集及びその解析を推進する。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略(基本方針)(平成 21年 12月 30日 閣議決定)」 においては、ライ

フ・イノベーションによる健康大国戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技術
の研究開発・実用化の促進が求められている。

この趣旨を踏まえ、がんに関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場ヘ

応用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)、 特に高度に

専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治験、臨床研究の実現を

【がん】
イ 最先端技術等を応用した革新的な検診手法の研究開発

画像技術等医用工学の現場への導入を目指す。

生活習慣、家族歴・既往歴、健康の状態や新規バイオマーカー等の情報
に基づき、重点的に検診受検勧奨すべき対象者を同定する方法の検討を

行う。

ウ 本態解明に基づく高度先駆的ながんの診断・治療法の基礎技術の開発研

究

産官学連携体制を積極的に構築し、臨床医学と基礎研究を直接結びつ

ける橋渡し研究の推進を行う。

特に至適な臨床導入を目指した新規分子標的治療薬などの抗がん剤や

免疫・細胞・遺伝子療法などの基礎的研究、ドラッグ・デリバリーシステム

(DDS)や 遺伝子・核酸医薬のベクター・デリバリーシステムに関する基礎的

研究、薬物療法の個別化に資する基礎的研究、がん診療に有用な再生医

学の基礎的検討、放射線診断・治療の基礎となる放射線生物学的研究、生

体イメージングを含めた新しい放射線診断・治療の基礎的研究、緩和医療
の技術開発・至適化や精神腫瘍学の科学的基盤の構築に資する基礎的研

究などを積極的に展開する。

工 わが国における臨床試験の推進に資する研究の実施

化学療法、放射線療法、手術及びそれらを組み合わせる集学的治療の

新たなよりよい標準治療及び標準診断法を開発する多施設共同臨床試験

(主として第 II相試験～第Ⅲ相試験 :後期治療開発)における中央支援機

構を担うことを通じて、各種がんの標準治療の進歩に貢献する。

多施設共同臨床試験等の支援を通じて、規制要件、研究倫理、臨床研究
方法論の教育と普及、治療効果や毒性の共通判定規準の作成と普及、有

害事象報告システムや施設訪問監査による臨床試験の科学性と倫理性を担

保する体制構築の支援と普及、及びそのための方法論の研究を行う。

医薬品及び医療機器の開発の推進

ア 高度先駆的ながんの診断・治療など臨床開発の推進

基礎的研究成果や最先端技術初芯用した新しい医療技術 (診断・治療・

緩和)の早期臨床開発を行う。

具体的には、ゲノムやプロテオミクスを応用した高精度診断マーカー、最

先端イメージング技術やナノテクノロジーを応用した新しい画像診断技術な

ど診断技術及びがんの本態解明に基づいた分子標的治療薬など新規薬物

‐
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【がん】
オ 有効ながん検診法の研究開発

有効な検診を高い質で行えるよう、有効性評価及び精度管理に関する研

究を推進するとともに、、死亡率減少が実現できる検診システムを開発する。

力 がん患者の療養生活の質を尊重するがん医療の提供体制の整備に資する

研究開発の推進

外来通院治療などの安全でかつ効率的・効果的な実践と普及のための研

究開発を行う。

苦痛のないがん治療のため、早期からの緩和ケアの導入による副作用の

対策や症状緩和の臨床研究を推進するとともに、がん患者の QOLの 向上

に資する緩和ケアや精神心理的ケアを、切れ 目なく効果的に提供するた

め、入院から在宅療養への移行を見据えた緩和ケアの提供体制を開発す

る。

さらに、地域医療 (在宅医療など)・ 福祉との連携によるがん患者・家族支

援のモデルの開発を行うことにより、通院治療から在宅ケアに至る切れ 目の

ない効果的な治療体制とその支援体制を構築する。

キ がんの原因・本態解明研究の基盤整備・構築と活用

病院の診療や臨床試験から生み出される診療情報並びに臨庵試料をデ

ータベース及びバイオリソースバンクとして整備し、他施設との共同研究への

供与も含め、広くがん対策に資する研究に活用する。
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目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬

品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。

これらにより平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売後臨床試験も含

む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増力日を図ること。

療法、遺伝子・細胞・免疫治療、新たな放射線治療法、機能温存手術や再

生医療技術などを用いた新しい外科手術手技の開発、新しい緩和医療技

術や精神腫瘍学的介入法などの臨床開発を産官学連携のもとセンター全

体で積極的に推進し、世界の臨床開発拠点の一翼を担う。

イ 国内未承認の医薬品・医療機器治験等臨床研究の推進

がんの診断・治療などの臨床開発を行う上で必須である早期開発治験や

国際共同治験、医師主導治験などを積極的に実施し、世界のがん医療の開
発拠点の一翼を担う。

これらにより平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件

数 (倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売後臨床試

験も含む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増加を目指す。

(2)均てん化に着目した研究 (2)均 てん化!畔目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与

する研究を推進する。

がんに対する医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るため、
系統だつた教育・研修方法の開発を推進する。

① がん医療の質的向上・均てん化のための研究開発の推進

ア がん医療の質の管理の推進に資する研究の実施

がん医療の質を評価する信頼性・妥当性のある指標の開発を行う。
がん医療の均てん化に資するがん医療の提供体制や全国レベルでの医

療機関の連携体制のあり方について検討するとともに、がん医療の質を管理

する方策として、効果的な画像診断支援、病理診断支援、放射線品質管
理、画像レファレンスデータベースの構築等に関する研究・開発を行う。

関係学会等と連携し、EBMを踏まえた診断・治療ガイドライン等の作成に

寄与する。

イ 人材育成に関する研究の推進

全国のがん医療の均てん化の推進に資するよう、専門的にがん医療に

従事する者を育成するための研修プログラムや、各地域でがん医療につい

て指導的な役割を担う者を育成していくための研修の方法について検討
する。

【がん】

② 情報発信手法の開発                        l② 情報発信手法の開発

がんに対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上させる |  ア がん医療の均てん化に資する医療者向け情報の提供方法等の開発

ため、医療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進する。      1    医療者向け情報について、コンテンツの効率的な収集・維持体制や提

供方法に関する研究を行う。

イ 患者。国民等へのがん医療。がん研究に対する理解を支援する方法の開

発

患者・家族・国民等に対して、がんの予防、早期発見、診断、治療、が

ん研究に関する知識や情報を集積してわかりやすく提供することに関する

研究に取り組む。

ウ がん予防及びがん検診の普及等に関する研究の推進

科学的根拠に基づいたがん予防の推進に資する研究を行う。

科学的根拠に基づいたがん検診の普及の方法について検討するととも

に、評価を行う。

工 科学的根拠に基づく政策提言の実施に資する研究の推進

科学的根拠に基づく政策提言の在り方、手法について検討する。

‐
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別紙2中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算   別紙3中期計画(平成22年度から平成26年度)の収支計画

別紙4中期計画 (平成22年度から平成26年度)の資金計画  別紙5医療機器整備・建物整備に関する計画



別紙 2

中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算<案メ

(単位 :百万円)

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、蟷数において合II

(注 2)0薇 IE酬 改定は考慮していない。

(注 3)綸与改定及び物価の壼動は考慮していない。

(注 4)こ のほか、日から承颯する一切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件費の見積り]

期間中総麟53.697百 万円を支出する。

上記の額は、役員ln酬並びに職員薔本綸、職員諧手当、超過勤務手当、休職看綸与及び国際機関等派遣職員
綸与に相当する範囲の費用である。

[遺曽費交付金の算定ルール]

※ 調整中

男11眠 3

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の収支計画く案>

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とはT致しないものがある。

区  別 金 額

収入

運営費交付金

施設整備費補助金

長期借入金等

業務収入

その他収入

計

44,015

2,988

12,222

166,375

11,740

237,340

支 出

業務経費

施設整備費

借入金償還

支払利息

その他支出

計

185,314

26,119

10,170

2,173

5,088

228,864

(単位 :百万円)

区  別 金 額

費用の部

収益の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

経常収益

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金戻入

業務収益

医業収益

研修収益

研究収益

その他

土地建物貸与収益

宿舎貸与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

213,849

213,793

211,405

74,535

61,772

18.015

31,895

25,189

2.173

215

56

215,184

215,128

42,673

1,234

170,624

149,934

88

19,606

996

227

193

177

56

1,335

0

1,335

-23- -24-



(単位 :百万円)

区  別 金 額

資金支出

資金収入

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診贅業務による支出

教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診僚業務による収入

教育研修業務による収入

情報発信業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

施設費による収入

財務活動による収入

長期借入による収入

その他の収入

前期よりの繰越金

237,340

187,487

13,272

21,062

124,623

9,150

10,399

8,981

26,119

15,258

8,476

237.340

210,987

44,015

2,580

16,775

145,937

88

996

597

2,988

2,988

16.257

12.222

4,035

7.108

男11紙 5
別紙 4

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の資金計画<案 >

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、1出数において合計とは一致しないものがある。

(注 2)前期よりの繰越金は、日立高度専門医療センター|1別 会81か らのものを示す。

(注 3)このほか、国から承組する一切の権利義務に係る収入支出がある。

施設 。設備に関する計画く案>

日立がん研究センターが担うべきがん患者に対する最先端のがん治療のための

臨床研究及びがん治療を中長期的に安定してがん患者に実施できるよう、本中期

計画期間中、医療機器等及び施設設備整備について、がん臨床研究・がん治療の

高度化への対応、経営面の改善及び患者の療養環境の改善を図るために必要な投

資を行うものとする。

なお、本計画は、毎年の経営状況等を総合的に勘案し、必要な見直しを行うも

のとする。

区  別
予 定 額
(百万円)

財  源

医療機器等整備

施般設備整備

(内訳 )

新棟設備更新・改修工事

予検センター設備更新・改修工事

研究所耐震強化工事

ヒトゲノム棟衛生設備更新工事

教育研修棟更新築

RI実験室・動物実験施設増改修

病棟・保育所改修工事

ディケア施設新築

8,745

6,466

長期借入金等

長期借入金等

施設整備費補助金

合 計 15,211

-25- -26-
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【循環器】
i中期目標(鶏 中期計画 (案 )

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号 )第 29条第1項の規定に基づき、

独立行政法人国立循環器病研究センターが達成すべき業務運営に関する目標

(以 下「中期目標」という。)を次のように定める。

平成22年○月〇日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条

第1項の規定に基づき平成22年 ○月○日付けをもつて厚生労働大臣から指示の

あった独立行政法人国立循環器病研究センター中期目標を達成するため、同法

第30条 の定めるところにより、次のとおり独立行政法人国立循環器病研究センタ
ー中期計画を定める。

平成22年○月○日

独立行政法人国立循環器病研究センター

理事長 橋本 信夫

前文 前文

我が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技術

等の高度化等により医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、国民の医療に

対するニーズも変化しており、このような変化に対応した国民本位の総合的かつ

戦略的な医療政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果的、効率的に推進するため、国立高度専門医

療研究センターには、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や高度先駆

的医療の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水準を向上させ、もつて公

衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく拠点となることが求

められている。

このため、国立高度専門医療研究センターは、国内外の関係機関と連携し、資

源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体となって、研究・開発及び人材育成

に関し、国際水準の成果を継続して生み出し、世界をリードしていくことが期待さ

ね′る。

独立行政法人国立循環器病研究センター (以 下「センター」という。)は 、昭和
52年に国立高度専門医療センターとして設置された国立循環器病センターを前

身とし、以来、循環器病の克服を目標に、研究、医療、人材育成等を推進してき
た。

独立行政法人国立循環器病研究センター (以下「センター」という。)は 、昭和

52年にがんに次ぐ死因の循環器病の克服を目的に設置された国立循環器病セ

ンターを前身とし、広く循環器病疾患の調査、研究を推進し、先進的な医療を目

標に、循環器病の撲滅を目指して行く。

そのため、センターは、高度先駆的医療・研究開発の中で、新たなエビデンス

に基づくガィドラインを提案するなど、循環器病診療の均てん化を推進する。ま

た、循環器病研究開発における国内外の、人材育成等を推進し、センターを核と

した循環器病研究開発に関するネットワークを構築し、情報発信を積極的に行つ

ていく。                 
｀

また、事業体として、業務運営の効率化に取り組み、国際的な臨床研究センタ
ーの基盤を築いていく。

センターは、前身の国立循環器病センターの成果を礎として、国民から信頼の

得られる研究・医療を確実に提供し、その成果として得られた研究知見を臨床ヘ

応用していく。

センターの病院と研究所は一体となって、引き続き政策医療の着実な実施とと

もに、高度な専門医療研究開発の担い手として、先駆的研究開発、及び先進医

療の進展に貢献していくこととする。

‐
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【循環器】
循環器病は三大死因のうちの二つを占めるに至っており、その克月風のための

研究・開発と臨床応用は、国民の生命予後の飛躍的な改善に資するものといえ

る。このため、国家戦略として、「健康増進法」(昭和14年法律第103号 )、「21世紀

における国民健康づくり運動 (健康 日本21)」 及び「新健康フロンティア戦略」等に

基づき、循環器病の克服に向けた取組が推進されている。

センターにおいても、循環器医療の提供に必要な人材をはじめとするさまざま

な資源が集積されており、近隣地域のみならず国内外の患者の生命を救つてき

た。

こうした中、センターは、循環器病における死に直結する疾病の治療法の開

発、これらの疾病をもたらす生活習慣病等に伴う心血管病変等の予防並びに胎

児期・小児期における循環器病の診断及び治療等、循環器病学の基礎的及び

臨床的研究を推進し、その成果を高度かつ先駆的な医療の提供及び優れた人

材の育成に活かすことにより、循環器病の克服に貢献していくことが求められてい

る。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成22年 4月 1日

から平成27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営に関

する日標 (以 下「中期目標Jと いう。)を達成するための計画を以下のとおり定め

る。

第1中期目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成 22年 4月 から平成 27年 3月 までの 5年

間とする。

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第1国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するために取るべき措置

1研究。開発に関する事項 1研究・開発に関する事項

センターが国際水準の研究を展開しつつ、我が国の治験を含む臨床研究を推

進するため、以下に掲げる中核機能を強化する。

これにより、高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のための臨床を指向し

た研究を推進し、その成果を経続的に生み出していく。

(■ )臨床を志向した研究・開発の推進 (1)臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推

進し、優れた研究。開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。



【循環器】
① 研究所と病院等、センター内の連携強化 ① 研究所と病院等、センター内の連携強化

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のための臨床を指向した基礎研

究を円滑に実施し、また、基礎研究の成果を臨床現場へ継続的につなげられる

よう、研究所と痛院が高度の専門性を有した上で、その連携を強化する。

具体的には、研究所、病院の会議でそれぞれの問題意識を共有するとともに、

臨床研究等を共同実施し、相互の交流を図り、研究所と病院との共同での研究を

中期目標の期間中に、平成21年度に比べ10%以 上増加させる。

② 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」(平成 19年 4月 26日

内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官学が密接に連携
して臨床研究・実用化研究を進める「医療クラスターJの形成等、国内外の産業

界、研究機関及び治験実施医療機関等との連携

② 産官学等との連携強化

国内外の産業界、大学等の研究機関、大規模治験実施医療機関等との自発

的・戦略的な連携がなされるよう、「医療クラスター」の形成等、他機関との共同研

究を推進する体制を整える。

特に、企業との共同研究については、年に56件以上実施する。

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備 ③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

センターの使命を果たすための研究(研究開発費を含む)を企画し、評価して
いく体制を整備するとともに、研究を支援していく体制も充実させる。

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ④ 知的財産の管理強化及び活用推進

知的財産管理に当たつては、「研究開発システムの改革の推進等による研究

開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成20年法律

第63号 )」及び「知的財産推進計画」を踏まえ、研究開発成果の流出に対する防
止策の構築及び社会的ニーズの高い分野における特許取得を推進し、特許取

得後の活用推進に努める。

具体的には、職務発明委員会における審査件数について、中期目標中で180

件以上とし、特許出願が適切かどうかの議論を活発に行う。

(2)病院における研究・開発の推進 (2)病院におけ初 究l開発め推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。

① 臨床研究機能の強化

センターにおいては、最新の知見に基づき、治療成績及び患者QOLの 向上に
つながる臨床研究 (治験を含む)を推進する。そのため、センタすで実施される臨

床試験の支援部門の整備を行う等臨床研究を病院内で円滑に実施するための

‐
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【循環器】
基盤の整備を図り、治験依頼から契約締結までの期間を平均50日 以内とする。

② 倫理性・透明性の確保

倫理性・透明性確保のため、臨床研究等に携わる職員に対する継続的な倫理

教育の機会を確保し、センター職員の臨床研究倫理に関する知識と意識を高め

る。

また、臨床研究に参加する患者・家族に対する説明書・同意書の内容につい

て、倫理委員会等において重点的な審査を行い、臨床研究の趣旨やリスクに関

する適切な説明と情報開示につなげる。

これらの取り組み等を通じ、臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて

円滑に実施するための基盤の整備に努める。

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究。開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究。開発を着実に推進す

ること。

これらの研究基盤の強化により、高度先駆的医療の開発やその普及に資する

研究。開発を着実に推進する。

具体的な計画については別紙 1のとおり。

2医療の提供に関する事項 2.医療の提供に関する事項

我が国における循環器病に対する中核的な医療機関として、国内外の知見を

集約し、高度先駆的医療の提供を行うこと。

また、循環器病に対する医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に

基づいた医療の提供を行うこと。

医療の提供に当たつては、循環器病の緊急性・専門性を踏まえ、高度医療提

供体制のさらなる整備はもとより、移植医学、人工機器医学、遺伝子治療、本人

の細胞から組織・臓器を作る再生医学等について、新しい治療法の創出及び積

極的な臨床応用を推進することで、我が国の循環器医療をリードしていく機能を

果たすこととする。                 ~
(1)高度先駆的な医療(標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

研究部門と連携し、その研究成果を活用し、かつ、国内外の研究施設及び医

療機関等の知見を集約して、高度先駆的な医療の提供を行うことにより、先進医

療に取り組む。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

最新の知見に基づく標準的医療を安定した状態で提供する体制を整え、循環

器病の医療の標準化のための実践に取り組む。
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患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との

信頼関係を構築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体

的に行うことができるよう支援することに加え、チーム医療の推進、入院時から地

域ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充実等により、患者の視点

に立った良質かつ安心な医療の提供を行うこと。

(2) 患者の視′点に立った良質かつ安心できる医療の提供

① 患者の自己決定への支援

患者との信頼関係を構築し、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに

主体的に行うために必要な説明や情報開示等を適宜行い、患者・家族との情報
の共有化に努める。

② 患者等参加型医療の推進

患者満足度調査の実施等、患者等参加型医療についての調査を行うととも
に、病態や治療に係る様々な問題に関して患者の医療に対する理解を深めるた
めの支援活動を推進する。

③ チこム医療の推進

医師及びその他医療従事者等、それぞれの特性を生かした、多職種連携かつ

診療科横断によるチーム医療を推進し、特定の職種への過度な負担を軽減する

とともに、質の高い医療の提供を行う。

具体的には、診療科横断的分野において、多職種から構成される院内診療チ
ームによる回診を年に380回以上実施する。

④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

患者に対して、急性期から回復期、維持期、再発防止まで、切れ目なく適切な
医療を提供できるよう、連携登録医療機関数を5年後には、平成21年度比20%増
を図るなど、入院から地域ケアまで一貫した支援を実施する。

⑤ 医療安全管理体制の充実

医療安全管理の体制を整備し、全職員を対象とした医療安全や感染対策のた
めの研修会を年4回以上開催するなど、医療事故防止、感染管理及び医療機器
等の安全管理に努める。

臓器移植ネットワークにおける移植実施施設として臓器移植法に基づく移植医
療を適切に行うこと。

(3)そのFtL医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

臓器移植法に基づき、成人例のみならず小児例における心臓移植を臓器移

植ネットワークにおける基幹心臓移植施設として実施する。体外設置型及び植込

み型の補助人工心臓を症例に応じて適用し、在宅療法を含めQOLの高い補助

人工心臓治療を実施する。
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また、適応症例に対するホモグラフトを用いた組織移植を円滑に実施する。

3人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、循環器病に対する医

療及び研究を推進するにあたリリーダーとして活躍できる人材の育成を行うととも

に、モデル的な研修及び講習の実施及び普及に努めること。

(1)リ ーダーとして活躍できる人材の育成

循環器病領域の研究・医療におけるリーダーとして活躍できる人材を育成する

ため、教育・臨床プログラム数について、中期目標の期間中に平成21年度比15

倍とするなど、医師、看護師、薬剤師、検査技師、リハビリテーション技師、研究

者等の育成を積極的に行う。

(2)モデル的研修・講習の実施

循環器医療の均てん化推進を目的として、センター外の医療従事者等に対す

る職種ごとの各種研修を年4回 以上企画・実施する。

4医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 4.医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

センター及び都道府県における中核的な医療機関間のネットワークを構築し、

高度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

(1)ネ ットワーク構築の推進

循環器病について、センターと都道府県における中核的な医療機関等とのネ

ットワークを構築し、相互の交流を通じて、高度先駆的医療及び標準的医療等の

普及を図る。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が循環器病に関して信頼の

おける情報をわかりやすく入手できるよう、国内外の循環器病に関する知見を収

集、整理及び評価し、科学的根拠に基づく診断及び袷療法等について、国民向

け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。

(2)情報の収集・発信

医療従事者や患者・家族が循環器病に関して信頼のおける情報を解りやすく

入手できるよう、広く国内外の知見を収集、整理及び評価し、ホームページ等を

通じて、国民向け。医療機関向けに、科学的根拠に基づく最新の診断・治療情報

等の提供を行うとともに、医療に関する技術援助、技術指導の要請に対応する。

5国への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即した

ものにするため、科学的見地から専門的提言を行うこと。

循環器病に関する研究・開発を推進する中で明らかとなった課題の解決策等

について、科学的見地から専門的提言を行う。

6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 oその他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応 (1)公衆衛生上の重大な危害人の対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請 国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しよう
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に応じ、迅速かつ適切な対応を行うこと。 としている場合には、循環器病に関する範囲内にて、可能な限り適切な対応を行

フ。

(2)国際貢献 (2)国際貢献

我が国における循環器病に対する中核的機38と して、その特性に応じた国際

貢献を行うこと。

国際学会への招聘や、海外からの研修の受け入れ等、循環器疾患の分野で

大きく国際貢献する人数を中期目標の期間中で200人以上とするなど、我が国の

中核的機関として求められる国際貢献を行う。

第3業務運営の効率化に関する事項 第2業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1つ子的な業務連難 関する事項 1.効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期的
に事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通
じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うこと。

(1)効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部門の

再編を行う。

① 副院長複数制の導入

特命事項を担う目1院長の設置を可能とするとともに、副院長の役害Jと 院内での

位置付けを明確化する

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。

センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。

① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系とな

るよう見直し

② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等

収入の確保

(2)効率化:はる収支改善

医薬品医療材料等に対する他法人との共同入札の促進等による契約単価の見

直し並びに業務委託の適切な活用等及び適切な給与体系の見直し、診療収入
の増加を図ることにより、収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した損

益計算において、経常収支率を100%以 上となるよう経営改善に取り組む。

① 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

② 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与
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等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

③ 一般管理費の節減

平成 21年度に比し、中期目標の期間において、一般管理費率 (人件費、退職

給付費用等を除く。)の抑制に努める。

④ 建築以 卜の適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案

内等の督促業務に努めることで、平成21年度に比して(※ )医業未収金比率の縮

減に取り組む。

また、診療報酬請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により

適正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成21年度 (平成21年 4月 ～平成22年 1月 )医業未収金比率○〇%
医業未収金比率=医業未収金/医業収益

2電子化の推進 2電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を推進し、情報を経営分析等

に活用すること。

(1)電子化の推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化に取り組む

よう努めるとともに、情報セキュリティの向上を図る。

また、電子カルテシステムの導入に向けて具体的な取り組みを行う

推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に努め

ること。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

企業会計制度への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行し

財務状況を把握するとともに経営改善に努める。

3法令遵守等内部統制の適切な構築 3法令遵守等内部統制の適切な構築

入札及び契約事務の公正性及び透明性の確保を含む法令遵守 (コ ンプライア

ンス)等内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び

溝明性が十分確保さ泌 方法により実施すること。

入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法令遵守 (コンプライアンス)

等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。

契約業務については、原貝」として一般競争入札等によるものとし、競争性、公正

性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行する。
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第4財務内容の改善に関する事項 第3予算、収支計画及び資金計画
「第3業務運営の効率化に関する事項Jで定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実施することにより、中期目標の期間にお

ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

「第2業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた計
画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。

1 自己収入の増加に関する事項 1 自己収入の増カロに関する事項

循環器病に対する医療政策を牽引していく拠点としての役割を果たすため、運
営費交付金以外の外部資金の積極的な導入に努めること。

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ

等、外部資金の獲得を行う。
2資産及び負債の管理に関する事項 2資産および負債の管理に関する事項
センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行ない、固定負債

(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的
に適正なものとなるよう努めること。

センタ‐の機能の維持・向上を図りつら、投資を計画的に行い、中・長期的な
固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保全 る範囲とし、運営上適切
なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保す
る。

(1)予  算
=り

紙2

(2)収支計画 男」紙3

(3)資金計画 男U紙4

第4短期借入金の限度額

1限度額 2,200百 万円

2想定される理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足へのヽヽ

(2)業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費への対応

(3)予 定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対

応

第5重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

な し

第6剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資 (建物等の整備・修繕、医療機

‐
い
０
‐

【循環器】
器等の購入等)及び借入金の償還に充てる。

第5その他業務運営に関する重要事項 第7その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1施設・設備整備に関する事項 1施設・設備整備に関する計画

施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果

及び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努めること。

中期 目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5のとおりとす

る。

2人事の最適化に関する事項 2人事システムの最適化

センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に

努めるとともに、人事評価を適切に行うシステムを構築すること。

また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さら

に、優秀な人材を持続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非

公務員型独立行政法人の特性を活かした人材交流の促進等を推進すること。

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させ

るとともに、業務遂行意欲の向上を図る実績評価制度を導入する。当該制度の適

切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進など、優秀な人材を持続

的に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、

国立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う

体制を構築する。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努める。

3人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者につ

いては、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十

分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに、離職

防止や復職支援の対策を講じる。

また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努める。

(2)指標
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センターの平成 22年度期首における職員数を○,○○○人とするものの、医

師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見

込まれるものであり、中期目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努める。

(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

36,980百 万円

3:その他の事項 4:その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミジションを実現するために必

要なアクショ)/プランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるよう
に努めること。また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が

理解しやすい方法、内容で情報開示を行うように努めること。

ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。

センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプラ
ンを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやす
い方法、内容で情報開示をホ‐ムページ等で行うよ,こ努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年度

計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう努める。

‐
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【循環器】

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

“

J紙1) 担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発の推進 Gり紙1)

1重点的な研究・開発戦略の考え方 1重点的な研究。開発戦略の考え方

循環器病は我が国の三大死因のうちの二つを占めるに至っており、また、健康

で元気に暮らせる期間(健康寿命)の延伸に大きな障害になっているのが、循環

器病である。

こうした中、センターは、循環器病の克服を目指した疫学研究等による日本人

のエビデンスの収集や、高度先駆的な医療の研究。開発を行い、我が国の医療

水準全体を向上させる役割を期待されている。

このため、センターは、研究組織の更なる改善及び企業、大学等との連携体制

をより充実させるとともに、基礎研究から橋渡し研究さらに臨床応用までを包括的

かつ統合的に推進していくことで、循環器病の克服に資する新たな予防・診断・

治療技術の開発を進めていくこと。

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標を

設定するなど、センターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化及び

具体化すること。

循環器病は我が国の三大死因のうちの二つを占めるに至つており、健康寿命

の延伸を大きく阻害している。

その克服のための研究。開発とその臨床応用・情報発信は、国民の生命予後

の飛躍的改善に資するものであり、優れた創薬・医療技術の国内外への展開を

図るものである。

このため、研究組織形態の柔軟化、企業や大学等との連携の一層の推進を図

りつつ、循環器病発症機序の解明につながる基礎的研究や疫学研究等による日

本人のエビデンスの収集の推進から、予防医学技術の開発、基礎医学の成果を

活用した橋渡し研究、臨床に直結した研究・開発等、総合的に研究を進めてい

く。

具体的には、循環器疾患の解明と医療推進に大きく貢献する成果について、

年 5件以上とする。

かかる成果には、1)循環器疾患に係る重要な物質や遺伝子及びその異常など

の発見、2)医 療機器や再生医療における革新的基盤技術の創生数や革新的な

発明件数、3)医薬品、医療機器、診断・予防法などのTR実施件数・製品化数な

どが含まれる。

2.具体的方針 2具体的方針

(1)疾病に着目した研究 (1)疾病に着目した研究

① 循環器病の本態解明

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまで

を研究対象にすることにより、循環器病の疾病メカニズムを解明し、予防・診断・

治療への応用の系口となる研究を推進する。

① 循環器病の本態解明

循環器制御に関与する多彩な生体内の生理活性ペプチドやタンパク質等に

ついて、新規物質の同定、生理作用や作用機序、病態生理機能の解明等に向

け、生化学、分子生物学、薬理学、ペプチド化学、細胞生物学、タンパク質工

学、発生工学等の手法を用いた研究を推進する。

先天性のみならず、循環器病の発症には、患者個人の遺伝子変異・遺伝子多型
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が広く関与することから、循環器を構成する組織・細胞等の病態解析を遺伝子・

ゲノムの側面からも行い、新しい診断法、治療法につながる病因遺伝子、疾患感
受性遺伝子の探索のための研究を推進する。

② 循環器病の実態把握

我が国の循環器病の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移の把

握、疫学研究による循環器病のリスク・予防要因の究明等、循環器病の実態把握
に資す研 究を推進する。

②循環器病の実態把握

我が国の循環器病における罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移
を把握する疫学研究を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

循環器病に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発に資する研究を
推進する。

また、既存の予防、診断、治療法に対する有効性の比較等、標準的予防、診
断、治療法の確立に資する研究を推進する。

また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや
臨床情報の収集及びその解析を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

病院と研究所の連携、医工連携、及び企業・大学を含めた産学官連携体制の

もとで、トランスレーショナルツサーチ、臨床応用、製品化による普及を最終的な
目標として、循環器病に起因する高度な機能障害を伴つた臓器・組織の機能回
復を目指した最新の知見に基づく再生医療技術に関する研究開発、最先端の医

療機器を活用した診断及び治療法に関する研究開発を行う。

循環器病において、その予後を最も左右する因子である高血圧・糖尿病・脂質
異常症等が引き起こす心血管微小病変等の予防、さらに動脈硬化に起因する心

疾患・脳血管疾患・腎疾患等の予防に資する研究、並びにこれらの循環器有病

者の最適な日常生活管理の提案・QOL向上に資する研究を推進する。
また、既存の予防手法について、有効性と安全性を検証するための研究を推

進する。

高度先駆的な診断・治療法の開発の基盤となる、循環器病の発症メカニズム

及び循環器病の特性を解明するため、バイオリソースや臨床情報の収集とその解
析を推進する。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略(基本方針)(平成 21年 12月 30日 閣議決定)」 においては、ライ

フ・イノベーションによる健康大回戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技術
の研究開発・実用化の促進が求められている。
この趣旨を踏まえ、循環器病に関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現

場へ応用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)、 特に高

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

循環器病だ関する画期的な医薬品、先進的医療機器に関する研究開発を推
進する。

具体的には、循環器病の診断、治療、創薬の標的となるタンパク質、ペプチド
等、及び医薬品候補となるペプチド、化合物等を探索・同定するとともに、その意
義や有効性を検証する。
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度に専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治験・臨床研究の実

現を目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬

品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。

これらにより平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及 び治験 (製造販売後臨床試験も含

む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増加を図ること。

また、循環器病の機能代替医療、再生医療、イメージング等を可能とするため

の基盤研究及び基盤技術の開発を行うとともに、実際の診断・治療の技術及び

機器の開発に取り組む。

これらの研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場へ応用するために、医薬品

及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)の実現を目指した研究を推進し、特に、

開発リスクが高い分野については、より積極的に実施する。また、臨床試験の安

全性有効性の評価、臨床試験の方法などの開発に関する研究も実施する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内未承認の医薬品、

医療機器について、治験等自主臨床研究を推進する。

これらにより平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及 び治験 (製造販売後臨床試験も含

む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増加を目指す。

(2)均てん化に着 目した研究 (2)均てん化に着日した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与

する研究を推進する。

循環器病に対する医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るた

め、系統だった教育・研修方法の開発を推進する。

① 医療の均てん化手法の開発の推進

医療機関において広く使用される診断・治療ガイドライン等の作成に寄与する

ため、科学的根拠に基づいた評価指標の研究・開発を推進し、循環器医療の均

てん化に必要な方法論の確立を目指す。

高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るため、循環器医療の均てん化に

資する系統だった教育・研修システムの開発、人材育成ツールの開発を推進す

る。

② 情報発信手法の開発

循環器病に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上

させるため、医療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進する。

② 情報発信手法の開発

循環器病に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上

させるため、広く国内外の知見を収集評価し、ホームページ等を通じて、国民向

け。医療機関向けに最新の診断・治療情報等の提供を行うための研究を実施す

る。
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別紙2中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算   別紙3中期計画(平成22年度から平成26年度)の収支計画

別紙4中期計画 (平成22年度から平成26年度)の資金計画  別紙5医療機器整備・建物整備に関する計画
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別紙 2

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の予算く案>

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、
'0数

において合計とは一致しないものがある。

(注 2)診療報酬改定は考慮していない。

(注 3)綸与改定及び物価の変動は考慮していない。                      ヽ

(注 4)このほか、日から承組する一切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件費の見積り]

期間中総額36, 980百 万円を支出する。

上記の饉は、役員IE酬並びに職員薔本綸、職員諸手当、超過動務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員

給与に相当する籠国の費用である。

[遭営3L交 付金の算定ルール]

※ 調整中

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の収支計画く案>

(注 )計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計とは一致しないものがある。

(単位 :百万円)

区 男リ 金 額

収 入

運営費交付金

長期借入金等

業務収入

その他収入

計

29,508

1,453

101,746

3,868

136.575

支 出

業務経費

施設整備費

借入金償遺

支払利息

その他支出

計

121,114

3,726

1,701

144

2.195

128,880

(単位 :百万円 )

区 別 金 額

費用の部

収益の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

経常収益

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金戻入

業務収益

医業収益

研修収益

研究収益

その他

土地建物貸与収益

宿舎貸与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

133,167

133,092

132,930

52.674

45.554

6.524

13.257

14,920

144

18

75

134,308

134,233

29,174

139

104,718

97,771

24

6,874

49

92

48

61

75

1,140

0

1,140

-41- -42-
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別紙 4

中期計画 (平成22年度から平成26年度)の資金計画<案>

(単位 :百万円)

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、3H数におぃて合計とは一致しないものがある。

(注 2)前期よりの繰鶴金は、日立高度専門医療センター|1別会計からのものを示す。

(注 3)このほか、国から承継する一切の権利義務に係る収入支出がある。

施設・設備に関する計画

国立循環器病研究センターが担うべき研究及び医療を中長期的に安定して実施で

きるよう、本中期計画期間中、医療機器等整備について、研究・医療の高度化及び

経営面の改善を図るために必要な投資を行うものとする。

なお、本計画は、毎年の経営状況等を総合的に勘案し、必要な見直しを行うもの

とする。

区 別 金 額

資金支出

資金収入

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診療業務による支出

教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

長期借入による収入

その他の収入

前期よりの繰越金

136,575

121,258

10,700

10,097

82,847

8,699

1,799

7.112

3,726

3,896

7,694

136.575

131,455

29,500

76

6,733

94,914

24

201

0

3,980

1,453

2,527

1.140

区  別
額
Ｄ

定
万

予
幅 財 源

医療機器等整備 :.453 長期借入金等

合 計 1,453

-43- -44-
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中期月標 (鋤 中期計画(案 )

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号 )第29条第1項の規定に基づ

き、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターが達成すべき業務運営に関

する日標 (以下「中期目標Jという。)を次のように定める。

平成22年○月〇日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通貝J法」という。)第29条

第1項の規定に基づき平成22年○月○日付けを持って厚生労働大臣から指示の

あつた独立行政法人国立精神・神経医療研究センター中期目標を達成するた

め、同法第30条の定めるところにより、次のとおり独立行政法人国立精神・神経医

療研究センター中期計画を定める。

平成22年○月○日

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

理事長 樋口 輝彦

前 文 前 文

我が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技術

等の高度化等により医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、国民の医療に

対するニーズも変化しており、このような変化に対応した国民本位あ総合的かつ

戦略的な医療政策の展開が求められている。
こうした中、国が医療政策を効果的、効率的に推進するため、国立高度専門医

療研究センターには、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や高度先駆

的医療の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水準を向上させ、もつて公

衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく拠点となることが求

められている。

このため、国立高度専門医療研究センターは、国内外の関係機関と連携し、資
源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体となって、研究・開発及び人材育成
に関し、国際水準の成果を継続して生み出し、世界をリードしていくことが期待さ

れる。             一 ´

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター (以 下「センターJという。)は、
国際的にも稀な精神医学と神経学を総合的に実践する場として昭和61年に設置
された国立精神・ネ申経センターを前身とする。

精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害 (以 下「精
神・神経疾患等」という。)は、その克服に向けた国際的な取り組みにもかかわら

昭和61年 10月 、国際的にも稀な精神医学と神経学を総合的に実践する場とし

て設置された国立精神・神経センターは、平成22年 4月 、独立行政法人国立精

神・神経医療研究センター(以下「センター」という)と なり、精神疾患、神経疾患、

筋疾患及び知的障害その他の発達の障害 (以 下「精神・神経疾患等」という。)に

関する国立高度専Pl医療研究センターとして新たに発足した。

その使命は、「病院と研究所が一体となり、精神・神経疾患等の克服を目指し

た研究開発を行い、その成果をもとに先駆的医療を提供するとともに、全国への

普及をはかること」にある。精神・神経疾患等は、その克服に向けた国際的な取り

組みにもかかわらず、難治性で慢性の経過をたどるものが多く、国民の生活に大

きな影響を与えており、社会全体の支持を得て、積極的かつ総合的・重層的にそ
の対応を進めていく必要がある。したがって、研究所と病院が緊密に連携して、セ

ンターに与えられた役割を果たし、その成果を社会に示していく必要がある。

また、我が国の抱えている医療政策及び自殺対策等の緊急性の高い課題を

効果的、/‐9率的に解決できるよう、国内外の機関と連携し、持てる資源の選択と

集中を図り、国の医療政策等と一体となって、国際レベルの研究競争に伍しつ

つ、研究・開発及び人材育成・輩出に関して、成果を経続して生み出していくこと

が求められている。さらに、医療研究職種間の役割分担と協働に基づく事業の推

進を図るなど、わが国の医療及び精神保健の水準の向上に貢献する。
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ず、国民の健康に大きな影響を与えており、積極的かつ重層的にその対策を進

めていく必要がある。

こうした中、センターは、国際的にも、精神・神経疾患等に係る医療水準を向上

させるために、総合的な医療を実践するとともに、研究成果を高度先駆的医療に

活かすことが求められている。

センターは、第一期中期目標期間においては、最新の知見に基づき、精神・神

経疾患等に対する標準的な医療の提陸 目指すとともに、研究成果を高度先駆

的医療に活かすための研究基盤をより強固なものとすることとする。また、センタ

ーは、事業体として業務運営の効率化に取り組み、わが国の医療研究体制にお

いて、代替不可能な公共的財産である当センターの長期的な存続のための基盤

を着実に築いていく。その事業の成果として得られた収益と業務運営の更なる効

率化とが相倹つて生じた剰余については、センターに課せられた使命の実現、医

療の質の向上のために再投資し、第二期以降を含めた長期的な事業の安定を目

指す。

こうした観′気を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成 22年 4月 1

日から平成27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営

に関する目標 (以 下「中期目標」という。)を達成するための計画を以下のとおり定

める。

第1中期 目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成22年 4月 から平成27年 3月 までの5年間と

する。

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第1国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する日標を

達成するために取るべき措置

1研究・開発に関する事項 1研究・開発に関する事項

精神・神経疾患等の臨床研究推進のための中核的役割を担う。そのため基礎研

究はもとより、臨床研究、治験の円滑な実施を行う。また、多施設共同研究の運営

管理に資する共用研究基盤を整備し、研究資源の適切な活用を実現する司令

塔機能を果たす。精神・神経疾患等の対策に資する研究に取り組み、国際水準

の研究競争に伍した成果を継続的に創出する。

(1)臨床を志向した研究・開発の推進 (1)臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推

進し、優れた研究・開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。
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① 研究所と病院等、センター内の連携強化 ① 研究所と病院等、センター内の連携強化          ~  ~~
基礎研究の成果を臨床での実用イヒに継続的につなげられるよう、また、臨床で

得られた知見に基づいた基礎研究を実施できるよう、研究所と病院がそれぞれの
専門性を踏まえた上で連携を図る。

具体的には、合同で行う会議等の開催、臨床研究等の共同実施、基礎研究と
臨床現場を橋渡しするいわゆるトランスレーショナルツサーチの実施を支援すると
ともに、相互の人的交流を図る。
これにより、研究所と病院との共同での研究を中期目標の期間中に、平成 21

年度に比べ 10%以上増加させる。

② 研究基盤の整備

臨床試料及び臨床情報を研究に有効に活用するため、生体試料レポジトリー

を含めたトランスレーショナルメディカルセンター (以 下、「TMC」 とぃぅ。)や脳病
態統合イメージングセンターの体制整備を行うことにより、バイオバンク保存検体
数を中期目標の期間中に、平成21年度に比べ5%以上増カロさせる。

② 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か午戦略」(平成19年 4月 26日 内
閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官学が密接に連携し
て臨床研究・実用化研究を進める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業界、
研究機関及び治験実施医療機関等との連携

③ 産官学等との連携強化
ベンチャT企業等の産業界、大学等の研究機関及び独立行政法人国立病院

機構等の大規模治験拠点との自発的・戦略的な連携を深めるため、知的財産、
利益相反等に関する諸規程を指針等に基づいて整備する。また、国内外の先端
施設・企業等とのトランスレーショナルツサーチ、臨床試験等を共同で実施するた
めの体制を強化し、提携先企業・研究機関等が利用可能な連携ラボをTMC内 に
整備する。

これにより、他の研究機関(大学含む)との共同研究実施数を年 10件以上とす
る。

また、治験実施症例総数 (国 際共同治験を含む)を、中期目標の期間中に、平
成 21年度に比べ 5%以上増加させる。

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備 ④ 研究。開発の企画及び評価体制の整備
センターの使命を果たすための研究(研究開発費を含む)を企画・評価していく

体制を強化するとともに、研究を支援していく体制を充実させる。
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④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ⑤ 知的財産の管理強化及び活用推進

特許等取得について、研究者が研究開発早期から利用できる知財コンサルテ

ーション部門の構築を目指し、産官学等との連携、知的財産、利益相反に関する

規程を指針等に基づいて整備する。「研究開発システムの改革の推進等による

研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成 20

年法律第 63号 )」 に則した知的財産管理、共同研究・受話研究等の審査体制、

契約行為等を行う管理機能を充実強化する。特に、知的財産の活用に関して

は、医療現場での実用化を目指す。

このため、職務発明委員会における審査件数について、年 3件以上とし、特許

出願が適切かどうかの議論を活発に行う。

(2)病院における研究。開発の推進 (2)病 院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。

① 臨床研究機能の強化

センター内で実施される臨床研究及び単独又は数施設程度で行う早期臨床

開発を支援する部門を整備する。また疫学・生物統計学の専門家や薬事専門家

等の支援が得られる体制を構築し、承認申請を目指す臨床試験に対しても、切

れ日のない支援が得られるようにする。

各種指針に基づき臨床研究で発生した有害事象等を収集し、倫理委員会や

規制当局等へ報告する体制を構築する。

また、治験等の臨床研究の実施体制の強化のため、治験業務に携わる人材の

充実をはじめとした治験等の臨床研究の支援体制の整備に努める。

このため、臨床研究コーディネーター(CRC)を、常時 10名 以上勤務させる。

また、治験依頼から最初の症例登録までの期間を平均 100日 以内とする。

② 倫理性・透明性の確保

倫理性・透明性が確保された臨床研究等の実施を図るため、倫理委員会や治

験審査委員会ORB)、 利益相反委員会(COD、 モニタリング・監査等の体制を強化

するとともに、主要な倫理指針等について定期的な教育の機会を設ける。

また、センターを受診する患者への研究に関する説明を組織的かつ効率的に

行う体制を確立し、研究への協力に係る患者負担の軽減を図る。特に、遺伝子解

析を伴う臨床研究の実施に際して、患者が適切に遺伝カウンセツングを受けられ
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るよう体制を強化する。また、患者・家族への研究に関する情報開示及び問い合

わせへの対応等を行う。

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (3)・担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究・開発を着実に推進す

ること。

大学や企業等と相互の強みを活かしながら、有機的な連携により独創的な研

究・開発を展開する。具体的な計画については別紙 1の とおり。

2医療の提供に関する事項 2:医療の提供に関する事項

我が国における精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関として、国内外の

知見を集約し、高度先駆的医療の提供を行うこと。

また、精神・神経疾患等に対する医療の標準化を推進するため、最新の科学的

根拠に基づいた医療の提供を行うこと。

精神・神経疾患等の研究成果を活かし、患者の生活の質の向上を目指した全

人的な医療を提供する。

特に、希少疾患及び重症・難治性の精神・ネ申経疾患等については、多施設連

携による症例、臨床情報の集約を行い、全国のモデルとなるような高度先駆的な

医療を提供する。

さらに、当該疾患は、その特性により患者の家族、介護者等の身体的、精神

的、経済的な負担が少なくないことを踏まえ、患者本人のみならず、周囲の人々

に配慮した支援を行う。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

精神・神経疾患等について、国内外での研究成果を集約し、新規治療法候補

については、臨床研究等で検討する等により、高度先駆的な医療を提供する。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

精神・神経疾患等について、最新の知見に基づき、標準的な医療を提供するた

めの診療体制を整える。

患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信

頼関係を構築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を医療嗜老ともに主体的
に行うことができるよう支援することに加え、チーム医療の推進、入院時から地域
ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充実等により、患者の視′点に
立った良質かつ安心な医療の提供を行うこと。

(2)患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供

① 患者の自己決定への支援     `
患者との信頼関係を構築し、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに

主体的に行うために必要な説明と情報開示等を適宜行い、患者・家族との情報
の共有化に努める。

特に、セカンドオビニオン外来や遺伝カウンセリング体制の整備強化に努める

【精神・神経】
とともに、院内待合における情報コーナーの設置、公開講座の開催等、日常的に

情報提供が行われるよう工夫する。

さらに、病態に応じた説明文書の提供と同意取得手続きの標準化を進める。

このため、セカンドオピニオン外来実施件数を年間50件以上とする。

② 患者等参加型医療の推進

患者等参加型医療及びセルフマネジメントの推進の観点から、患者等の医療

に対する理解を支援する機会の提供に努める。

さらに、患者の視点に立った医療を提供するため、定期的な患者満足度調査

や日常的な患者・家族の意見収集を行うことで患者ニーズの把握に努め、診療

内容や業務の改善に活用する。

また、患者満足度調査と評価を年1回実施する。

③ チーム医療の推進

複数の診療科が参加する合同ケースカンファレンスの開催、専門疾病センター

の運用、コンサルテーション・リエゾン等を実施するとともに、日常的な交流を図る

ことで、治療の向上につながる診療科横断的なチーム医療を実現する。

特に、身体合併症症例及びストレスが症状に影響を及ぼす身体疾患症例等を

含む精神・神経疾患等に対しても適切な治療を提供する。

また、電子カルテの導入を図り、臨床研究や多職種連携のために医療情報を

共有する。

このため、多職種ケースカンファレンスを年間 150件以上実施する。
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④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

危機介入・病状悪化防止等のため、入院から地域ケアまで一貫した重点的な

支援を実施する。そのため疾患領域毎の地域連携リストを作成し、地域連携パス

を整備することでネットワーク化を進める。

また、入院の長期化を防ぎ、入院から地域ケアまでの一貫した治療と支援を計

画・提供する。そのため各種医療連携を担当する人材を配置し、組織横断的な

調整を行う。

退院促進・在宅支援の調整に際しては、院外の医療資源との多職種連携の体

制を整備する。
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さらに、画像等の専門的な検査について、地域の医療機関との連携を進める。
このため、紹介率と逆紹介率については、中期目標の期間中に、平成 21年度

に比べ各々5%以上増加させる。

⑤ 医療安全管理体制の充実

医療安全管理体制を充実し、医療事故防止、感染管理及び医療機器等の安
全管理に努める。

このため、医療安全または感染症対策研修会を年 10回以上開催する。

医療観察法対象者に対して、研究部門と連携し、退院後の地域生活への安全
で円滑な移行を支援する質の高い医療の提供を行うこと。

(3)子 め他医療政策の一彙として、センタニそ実施すべき医療の提供

① 医療観察法対象者への医療の提供

医療観察法病棟に入院している対象者に特有な病態に対応した諸検査を実
施し、適切な治療計画に基づいた医療を提供する。対象者の家族会を継続的に

実施する。

また、対象者の身体合併症に対しては、他の医療機関との連携及び総合診療

機能によるモデル医療を提供する。退院後に地域生活への安全で円滑な移行を

支援する。

このため、多職種協働ケアプログラムアプローチ(cPA)を年 10o件以上実施

する。

重症′い身障害児 (者 )に対して、心身の発達を促す医療及び様々な合併症を予
防する総合的医療等、質の高い医療の提供を行うこと。

② 重症心身障害児(者)への医療の提供

重症心身障害児のために総合的な機能評価を実施し、その評価結果に基づ

いた各機能障害に対する専門的治療を実施する。他施設からの診断・評価・治

療の受け入れを実施する。

また、在宅支援のために、在宅の重症心身障害児 (者)に対しても、家族のレス
パイトも兼ねて短期入院による総合的な機能評価を行う。

さらに、療育・余暇活動などを通して、患者 QoL向 上を目指す。地域の社会
資源の活用・連携を推進する。

3人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、精神・神経疾患等に

(1)り ‐ダーとして活用できる人材の育成

精神・神経疾患等の研究・医療における専門家を養成するため、TMC等を活
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対する医療及び研究、特にトランスレーショナルツサーチを推進するにあたリリー

ダーとして活躍できる人材の育成を行うとともに、モデル的な研修及び講習の実

施及び普及に努めること。

用し、レジデント及び流動研究員等への教育・指導内容の充実を図る。

地域の指導的役割を担う人材や臨床研究の推進者を育成し、医師、研究者以

外の職種にも対応した課程を整備する。

このため、実務者・指導者研修または臨床研究基本講座を年 5回以上開催す

る。

(2)モデル的研修・講習の実施

精神・神経疾患等における医療の質の向上を目的として、我が国の医療政策

上の課題を踏まえた医療従事者等に対する各種モデル的研修・講習を実施す

る。

このため、センター外の医療従事者等に対する研修を年間 20回 以上実施す

る。

また、同受講者数を年間 1,000人 以上とする。

4医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 4医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

センター及び都道府県における中核的な医療機関等間のネットワークを構築

し、高度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

(1)ネ ットワーク構築の推進

センターと都道府県の中核的な保健医療機関等とのネットワークの構築を目指

し、相互の交流を通じて先駆的医療や標準的医療等の普及を図る。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が精神・神経疾患等に関し

て信頼のおける情報をわかりやすく入手できるよう、国内外の精神・神経疾患等
に関する知見を収集、整理及び評価し、科学的根拠に基づく診断及び治療法等

について、国民向け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。

(2)情報の収集・発信

精神・神経疾患等に関する予防・診断・治療法等について、医療従事者や患

者・家族が信頼のおけみ情報を解りやすく入手できるよう、国民向け、患者向け、

保健医療機関向け、他の関連団体向けの情報発信を行う。また科学的根拠に基

づいた情報等につき、国内外の知見の収集と評価を行う。

また、医療従事者・患者向けHPアクセス数を年間 20万件以上確保する。

5国への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即した

ものにするため、科学的見地から専門的提言を行うこと。

精神・神経疾患等に関する保健医療福祉政策の企画・立案に必要な根拠を、

先行研究の分析、疫学研究、臨床研究等によりtll出 する。具体的には、標準医

療。モデル医療とその均てん化手法の開発を目指した研究を実施する。

また、我が国の抱えている精神・神経疾患等に関する医療政策及び自殺対策
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等の緊急性の高い課題を効果的、効率的に解決できるよう、国内外での研究成
果及び我が国の実態調査結果等を踏まえ、専門的な政策提言を行う。

6.その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応 (1)公衆衛生上の重夫な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請

に応じ、迅速かつ適切な対応を行うこと。

大規模災害やパンデミック等、公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しよう
としている場合には、国等の要請に対して迅速かつ適切な対応を行う。

(2・l菌厳 訳 ・ (2)国際貢献

我が国における精神・神経疾患等に対する中核的機関として、その特性に応じ

た国際貢献を行うこと。

精神・神経疾患等の医療における我が国の代表的機関として、積極的な国際

貢献を行う。産官学の各領域で行われる研究開発の国際連携の場に積極的に

参加し、あるいは企画・主導するとともに、諸外国から研究者等を受け入れる。

具体的には、海外からの研修生及び研究者を年間 10名 以上受け入ねあ。

第3業務運営の効率化に関する事項 箸a華肇澤常の効率化に関する目辱を達成するために取るべき措置
1効率的な業務運営に関する事項 1.:効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期的に

事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通
じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うこと。

(1)効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築する。
また、両研究所のあり方を含めたセンター全体の組織については、見直しを検

討する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部門の

再編を行う。

① 目J院長複数制の導入

特命事項を担う副院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化する。

② 事務部門の改革

事務部門につャてヽは、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。
センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。

① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系とな

(2)効率化による収支改善

医薬品医療材料等に対する他法人との共同入札の促進等による契約単価の見
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②

③

るよう見直し

共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等

収入の確保

直し並びに業務委託の適切な活用等及び適切な給与体系の見直し、診療収入

の増加を図ることにより、収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した損

益計算において、経常収支率を100%以上となるよう経営改善に取り組む。

① 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

② 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与

等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

③ 一般管理費の節減

平成21年度に比し、中期目標の期間において、一般管理費率 (人件費、退職

給付費用等を除く。)の抑制に努める。

④ 建築コストの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案

内等の督促業務に努めることで、平成21年度に比して(※ )医業未収金比率の縮

減に取り組む。

また、診療報SII請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により

適正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成21年度(平成21年4月 ～平成22年 1月 )医業未収金比率○〇%
医業未収金比率=医業未収金/医薬収益

2電子化の推進 21電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を推進し、情報を経営分析等

に活用すること。

(1)電子化の推進による業務の効率化

,業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化に取り組むよ

う努めるとともに、情報セキュリティの向上を図る。

また、電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的な取組を行う。

推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に努め (2)財務会計システム導入による月次決算の実施
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ること。 企業会計制度への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い

財務状況を把握するとともに経営改善に努める。
3法令遵守等内部統制の適切な構築 3`法令遵守等内部統制の適切な構築

入札及び契約事務の公正性及び透明性の確保を含む法令遵守 (コンプライア
ンス)等 内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び

透明性が十分確保さオる 方法により実施すること。

入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法令遵守 (コンプライアンス)

等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。

契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性、公正

性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行する。

第4財務内容の改善に関する事項 第3予算ご収支計画及び資金計画
「第3業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実施することにより、中期目標の期間にお
ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

[第2業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた計
画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。

1自 己収入の増加に関ずる幸項 1 自己収入の増力日に関する事項
精神・ネ申経疾患等に対する医療政策を牽引していく拠′点としての役割を果たす

ため、運営費交付金以外の外部資金の積極的な導入に努めること。

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ

等、外部資金の獲得を行う。

2賽産及び負債の管理に由する事項 2資産および負債の管理に関する事項

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行ない、固定負債
(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的
に適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な
固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切
なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保す
る。

(1)予  算 男可紙2

(2)収支計画 男り紙3

(3)資金計画
=り

紙4

第4短期借入金限度額 i

1限度額 2,000百 万円

2想定される理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応
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(2)業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費への対応

(3)予 定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対

応

第5重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

なし

第6剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資(建物等の整備・修繕、医療機

器等の購入等)及び借入金の償還に充てる。

第5その他業務運営に関する重要事項 第7その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1施設・設備整備に関する事項 1施設・設備整備に関する計画

施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及

び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努めること。

中期 目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5のとおりとす

る。

2人事の最適化に関する事項 2人事システムの最適化

センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に努

めるとともに、人事評価を適切に行うシステムを構築すること。

また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さらに、

優秀な人材を持続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非公

務員型独立行政法人の特性を活かした人材交流の促進等を推進すること。

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させる

とともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入する。当該制度の適

切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進など、優秀な人材を持続的

に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国

立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体

制を構築する。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努める。

3.人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者につ
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いては、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十

分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防
止や復職支援の対策を講%。

また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努める。

(2)指標

センターの平成 22年度期首における職員数を○○人とするものの、医師、看

護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見込まれ

るものであり、中期目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に支障が

生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努める。

(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

22,622互万円

3その他の事項 4:その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必
要なアクションプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるよう
に努めること。また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が

理解しやすい方法、内容で情報開示を行うよぅに努めること。
ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を開くよう、努めること。

センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプラ
ンを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやす
い方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。
ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するよう、職員の意見の聴取に努める。

ヽ
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担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (別紙) 担当領域の特性を踏まえた戦略的t重点的な研究・開発の推進 (別紙1)

ュ重点的な研究・開発戦略の考え方 l重点的な研究。開発戦略の考え方

近年、精神・神経疾患等については、新しい知見の集積や生物学的技術の

進歩がめざましく、同疾患領域の研究成果を安全かつ速やかに臨床現場に応

用し、国民に貢献することが期待されている。一方、当該領域には、既存の生

物学的手法では解決が困難な自殺予防等の課題も少なくない。

センターは、中期目標期間において、研究成果を高度先駆的医療及び保

健医療政策に活かすため、精神・神経疾患等について、領域横断的な研究を

実施し、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や病態解明、予防・診

断・治療の研究・開発を推進すること。特に、国民ニーズが高いにも開わらず、

開発リスクが高い希少疾患や重度・難治性の精神・神経疾患等について、より

積極的に実施すること。

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標

を設定するなどkセンターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化

及び具体化すること。

近年、精神・神経疾患等については、新しい知見の集積や生物学的技術の進

歩がめざましく、同疾患領域の研究成果を安全かつ速やかに臨床現場に応用

し、国民に貢献することが期待されている。一方、当該領域には、既存の生物学

的手法では解決が困難な自殺予防等の課題も少なくない。

センターでは、精神・神経疾患等について、領域横断的な研究を実施し、その

疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や病態解明、予防・診断・治療の研

究・開発を推進する。特に、国民ニーズが高いにも関わらず、開発リスクが高い希

少疾患や重度・難治性の精神・神経疾患等について、より積極的に実施する。

研究。開発に当たっては、研究所と病院の緊密な連携を基本として、国内外の

医療機関、研究機関等との連携の一層の推進を図る。また、精神・神経疾患等の

発症機序の解明につながる基礎的研究の推進から、予防医学技術の開発、基礎

研究を臨床現場に橋渡しするいわゆるトランスレーショナルリサーチ、臨床に直結

した研究・診療や機能回復等に係る技術開発や社会応用研究等を総合的に進

める。

このため、英文・禾口文の原著論文及び総説発表総数を、中期目標の期間中

に、平成 21年度に比べ5%以上増加させる。

2具体的方針 2具体的方針

(1)疾病に着日した研究 (1)疾病に着 目した研究

① 精神・神経疾患等の本態解明

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまで

を研究対象にすることにより、精神・神経疾患の疾病メカニズムを解明し、予防・

診断・治療への応用の糸口となる研究を推進する。

① 精神・神経疾患等の本態解明

精神・神経疾患等について、生物学的手法又は心理社会的手法を用いて、発

症機序や病態の解明につながる研究を実施する。そのため、必要な科学技術を

取り入れ、遺伝子、蛋白質などの分子レベルから細胞、組織、個体、社会に至る

までの研究をヒト又は疾患モデル動物等において実施する。

② 精神・神経疾患等の実態把握 ② 精神・神経疾患等の実態把握
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我が国の精神・ネ申経疾患等の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移

の把握、疫学研究による精神・神経疾患等のリスク・予防要因の究明等、精神・神

経疾患等の実態把握に資する研究を推進する。

我が国の精神・ネ申経疾患等における罹患、転帰その他の状況等の実態及びそ
の推移に関するデータは、センターで行う全ての研究開発の基礎となるものであ
る。そのため、これらを的確に把握する疫学研究等の実施を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

精神・神経疾患等に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発に資する

研究を推進する。

また、既存の予防、診断、治療法に対する多施設共同研究等による有効性の
比較等、標準的予防、診断、治療法の確立に資する研究を推進する。
また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや

臨床情報の収集及びその解析を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

病院と研究所、地域の積極的な連携のもとで、新規の予防、診断、治療法を開
発するため、病態や予後に関わる生物学的因子あるいは心理社会的因子を探

索・解明するための基礎医学・疫学・臨床研究等を発展させる。また、様々なリサ
ーチリソースを活用し、新規技術についての有効性と安全性を検証するための研

究や社会に応用するための研究を推進する。

精神・神経疾患等の患者の社会生活機能とQOLの改善を目指した新規介入
法あるいは既存の治療技術について、必要に応じて多施設共同研究等を活用し
て、その有効性と安全性に関する研究や社会に応用するための研究を推進す
る。

病院の日常診療や臨床試験から生み出される臨床情報及び生体試料等を収
集し、広く研究に活用する。加えて、精神・神経疾患等の医療の向上に寄与する
よう、センターが中核的に遺伝子診断研究を実施する体制を整備する。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略(基本方針)(平成 21年 12月 30日 閣議決定)」 においては、ライ

フ・イノベーションによる健康大国戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技術
の研究開発・実用化の促進が求められている。
この趣旨を踏まえ、精神・神経疾患等に関する研究成果等を安全かつ速やか

に臨床硯場へ応用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含
む)、 特に高度に専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治験・臨
床研究の実現を目指した研究を推進する。          一

´

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬
品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。
これらにより平成 21年度に比し、申期 目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売後臨床試験も含

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

生物学的手法を用い創薬の標的となる分子や医薬品候補となる化合物等を探

索・解明する研究を実施し、有効性についてモデル動物等で検討する。
精ネ中・神経疾患等における研究成果を安全かつ速やかに臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)の実現を目指した研
究を推進する。特に、国民の健康への影響が大きい疾患、開発リスクが高い疾
患、難治性精神疾患や神経難病・筋疾患等の希少疾患等について、より積極的
に実施する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが国内未承認の医薬品・医
療機器について、治験をはじめとする臨床研究を推進する。
このため、平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数(倫

理委員会にて承認された研究をいう。)及 び治験(製造販売後臨床試験も含む。)
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別紙2中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算   別紙3中期計画(平成22年度から平成26年度)の収支計画

別紙4中期計画 (平成22年度から平成26年度)の 資金計画  別紙5医療機器整備・建物整備に関する計画
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む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増カロを図ること。 の実施件数の合計数の 5%以上の増加を目指す。

(2)均てん化に着目した研究 (2)均てん化に着目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与

する研究を推進する。

精神・神経疾患等に対する医療を担う高度かつ専F見的な技術を持っ人材育成

を図るため、系統だった教育・研修方法の開発を推進する。

① 医療の均てん化手法の開発の推進

診断・治療ガイドライン等の作成及び改訂を行うとともに、医療機関等におい

て広く使用されるための方法論の確立に必要な研究を推進する。

次世代の精神・神経疾患等の保健医療福祉を担う、高度かつ専門的な技術を持

つ人材の育成を図るため、系統だつた教育・研修システム、教育ツールの開発を

目指した研究を実施する。

② 情報発信手法の開発

精神・ネ申経疾患等に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質

を向上させるため、医療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進す

る。

② 情報発信手法の開発

精神・ネ申経疾患等及びその医療に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対

する支援の質を向上させるため、普及啓発を阻害する要因を、疫学研究、臨床研

究等により探索・解明し、効果的な情報提供手法の開発に関する研究を実施す

る。



(単位 :百万円)

区  別 金 額

収 入

運営費交付金

施設整備費補助金

業務収入

その他収入

計

22,977

2,170

35,151

11,317

71,“ 5

支 出

業務経費

施設整備費

借入金償還

支払利息

その他支出

計

53,879

13,550

288

207

534

68,458

別紙 2

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の予算<案>

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

(注 2)齢療報酬改定は考慮していない。

(注 3)綸与改定及び物価の変動は考慮していない。

(注 4)こ のほか、国から承颯する一切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件費の見積り]

期間中総額22, 622百 万円を支出する。

上記の額は、役員報酬並びに職員薔本綸、職員諸手当、超過勤務手当、休職者綸与及び国際畿間等派遣職員

給与に相当する範囲の費用である。

[週営lt交付金の算定ルール]               ・

※ 調整中

別紙 3

中期計画 (平成 22年度から平成26年度)の収支計画<案 >

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、|1数 において合計とは一致しないものがある。

(単位 :百万円)

区 別 金 額

費用の部

収益の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

経常収益

運営費交付金収益

責産見返運営費交付金戻入

業務収益

医業収益

研修収益

研究収益

その他

土地建物貸与収益

宿舎賞与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

59.367

59,109

50,876

31,365

6,759

3,256

6.280

11,216

207

26

258

59,604

59.573

21,969

1,198

36.220

30.499

32

5,630

67

62

86

31

31

237

0

237
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別紙 5
別 紙 4

中期計画 (平成22年度から平成 26年度)の資金計画<案 >

(単位 :百万円)

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、蟷強において合計とは一致しないものがある。

(注 2)前期よりの構越金は、日立高度専門医療センター特別会計からのものを示す。

(注 3)このほか、国から承饉する一切の権利義務に係る収入支出がある。

施設・設備に関する計画く案>

目立精神・神経医療研究センターが担うべき研究及び医療を中長期的に安定し
て実施できるよう、センターの機能の維持・向上の他、費用対効果や財務状況を
総合的に勘案して計画的な整備を行うこととし、毎年の経営状況等を総合的に勘
案し、必要な見直しを行うもものとする。

区  別 金 額

資金支出

資金収入

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診療業務による支出

教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

施設費による収入

財務活動による収入

その他の収入

前期よりの繰越金

71,615

54,086

13,043

7,777

26,371

2,415

1,007

3,4フ 2

13,550

822

3,158

71,615

58,306

22,977

2.049

3,554

29,516

32

178

2,170

2,170

805

805

10334

区 男u
予 定 額
(百 万円)

財  源

施設設備整備

(内 訳)

小型動物練新築整備工事及び

研究所本館老朽配管
TMC関係建物改修整備

2,170 施設整備費補助金

合 計 2,170

-63- -64-



【国際医療】
中期計画(案 )

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号 )第29条第1項の規定に基づ

き、独立行政法人日立国際医療研究センターが達成すべき業務運営に関する目

標 (以 下「中期目標」という。)を次のように定める。

平成22年〇月〇日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通貝」法(平成H年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条

第1項の規定に基づき平成22年○月○日付けを持って厚生労働大臣から指示の

あった独立行政沐人国立国際医療研究センター中期目標を達成するため、同法

第30条の定めるところにより、次のとおり独立行政法人国立国際医療研究センタ
ー中期計画を定める。

平成22年○月○日

独立行政法人国立国際医療研究センター

理事長  桐野 高明

我が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技術

等の高度化等により医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、国民の医療に

対するニーズも変化しており、このような変化に対応した国民本位の総合的かつ

戦略的な医療政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果的、効率的に推進するため、国立高度専門医
療研究センターには、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や高度先駆

的医療の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水準を向上させ、もって公

衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく拠点となることが求
められている。

このため、日立高度専門医療研究センターは、国内外の関係機関と連携し、資
源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体とならて、研究・開発及び人材育成

調 し、国際水準の成果を継続して生み出し、世界をリードしていくことが期待さ

れる。

独立行政法人国立国際医療研究センター (以下「センター」という。)は、平成5

年に我が国における保健医療分野の国際協力を推進するため設置された国立

国際医療センターを前身とし、以来、感染症その他の疾患であって、その適切な
医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を

独立行政法人国立国際医療研究センター(以下「センター」、という。)は、平成
5年に我が国における保健医療分野の国際協力を推進するため設置された国立

国際医療センターを前身とし、平成20年に国立精神・神経センター国府台病院を

統合し、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外に

おける症例の収集その他国際的な調査及び研究を必要とするもの(以下「感染症

その他の疾患」′という。)及び国際保健医療協力を対象とし、その総合診療機能

等を有効に活用することとした。

センターは、我が国のみならず国際保健の向上に寄与するとともに、感染症そ
の他の疾患及び国際保健医療協力を重点分野としつつ、主要な診療科を網羅し

た総合的な医療提供体制のもと、チーム医療を前提とした、質の高い全人的な高
度専門・総合医療の実践とその均てん化、及び疾病の克服を目指す臨床開発研

究を実施する。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成22年 4月 1日

から平成27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営に関

する目標 (以 下「中期目標」という。)を 達成するための計画を以下のとおり定め

る。
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必要とするもの(以下「感染症その他の疾患」という。)及び国際保健医療協力を

対象に中心的な役割を果たしてきた。            .
また、平成20年 には国立精神・ネ申経センター国府台病院を統合し、その総合

診療機能等を有効に活用することとした。

センターには、これら設立の経緯を踏まえ、新興・再興感染症及びエイズ等の

感染症、糖尿病・代謝性疾患、肝炎・免疫疾患並びに国際保健医療協力を重点

分野とし、我が国のみならず国際保健の向上に寄与するとともに、国際水準の医

療を強化し、主要な診療科を網羅した総合的な医療提供体制の下に、チーム医

療を前提とした全人的な高度専門・総合医療の実践及び均てん化並びに疾病の

克服を目指す臨床開発研究を推進することが求められている。

第1中期目標の期間

センターの中期 目標の期間は、平成22年4月 から平成27年 3月 までの5年間と

する。

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第1国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するために取るべき措置

1研究・開発に関する事項 1.研究・開発に関する事項

センターは、感染症その他の疾患並びに国際保健医療協力を中心課題とし

て、高度総合医療を担う病院、途上国に対する社会医学分野の研究・開発を担う

国際医療協力局、疾患の発症機序の解明につながる基礎的研究をはじめ、先駆

的な診断・治療法の開発を目指す橋渡し研究並びに臨床研究に取り組む研究所

の連携を基盤としながら、これまでの国際保健医療協力の実績を基礎として国内

外の医療・研究機関との共同研究の推進を図る。また、感染症その他の疾患の発

症機序の解明につながる基礎的研究の推進から、予防医学技術の開発、基礎医

学の成果を活用した橋波し研究、臨床に直結した研究・開発等を総合的に進め

ていくとともに、国際保健医療協力に関する研究を推進する。

(1)臨床を志向した研究・開発の推進 (1)臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推
進し、優れた研究・開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このた
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め、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。

① 研究所と病院等、センター内の連携強化 ① 研究所と病院等、センター内の連携強化

研究所等と病院が、それぞれの専門性をふまえた上で情報や意見交換の場を
設ける事により相互の連携を図る。また、基礎研究の成果を臨床現場につなげる
ため、臨床研究支援。相談や、臨床データ・検体の登録等、臨床疫学的研究基
盤を整備する。

これにより、研究開発費等による研究所等と病院の共同研究を毎年 10件以上
実施する。

② 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」(平成19年 4月 26日 内
閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官学が密接に連携
して臨床研究・実用化研究を進める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業
界、研究機関及び治験実施医療機関等との連携

② 産官学等との連携強化
「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」等を踏まえ、先駆的な技

術・モノ・システムの開発・実用化に資する「医療クラスター」を形成する。企業、大
学等の研究機関、大規模治験実施医療機関等との連携を図り、共同研究・委託
研究を推進するとともに、情報発信の仕組みを構築し、関係業界等との協議の場
を設ける。

これにより、開発初期の臨床研究の外部機関等との共同研究数を毎年 10件
以上とする。

③ 研究。開発に係る企画及び評価体制の整備 ③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備             `
センターの使命を果すための研究(研究開発費を含む)を企画し、評価していく

体制の強化を図る。

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ④ 知的財産の管理強化及び活用推進
センターにおける基礎研究成果を着実に知的財産につなげるための体制を強

化し、知的財産を適切に管理する。
このため、センター職員に対し、知的財産に関する説明会を毎年 1回 開催す

る。              ・

(2)病院における研究・開発の推進 (21病院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。

① 臨床研究機能の強化

センターにおいては、最新の知見に基づき、治療成績及び患者 QoLの向上
につながる臨床研究(治験を含む)を推進する。そのため、センターで実施される

【国際医療】
臨床研究の支援部門の整備を行う等臨床研究を病院内で円滑に実施するため

の基盤の整備を図る。

このため、治験申請から症例登録 (FIst pauent h)ま でを平均 60日 以内とす

う。

② 倫理性・透明性の確保

高い倫理性・透明性が確保されるよう、臨床研究等については、倫理審査委員

会等を適正に運営する。

また、センター職員の研究倫理に関する知識の向上を図るとともに、臨床研究

の実施に当たっては、患者及び家族に対して十分な説明を行う。

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究・開発を着実に推進す

ること。

これらの研究基盤の強化により、高度先駆的医療の開発やその普及に資する

研究。開発を着実に推進する。

具体的な記述は別紙1のとおり。

2医療の提供に関する事項 2医療の提供に関する事項

我が国における感染症その他の疾患に対する中核的な医療機関として、国内

外の知見を集約し、高度先駆的医療の提供を行うことっ
また、高齢化社会が進展する中で、課題となっている病気の複合化、併存化に

対し、臓器別、疾病別のみならず、患者全体を見る全人的な医療を前提に、総合

医療を基盤とした感染症その他の疾患に対する医療の標準化を推進するため、

最新の科学的根拠に基づいた医療の提供を行うこと。

基本的に病気とは複雑な疾病の複合体であるので、その治療に際しては、高

度な専門性と同時に、「こころ」も含め様々な側面から患者を診るための総合診療

能力、救急医療を含む診療体制、並びに質の高い人材の育成及び確保が要求

される。

センターは、既に培われた世界的に見ても質の高い医療水準をさらに向上さ

せ、総合医療を基盤とした各診療科の高度先駆的な医療を提供する。

特に、センターのミッションである感染症その他の疾患のための質の高い医療

の提供を行うことにより、医療の標嘱ヒを図り、他施設にモデルとなる科学的根拠

を集積し、我が国の医療の標準化・均てん化を推進する。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

高齢化社会が進展する中で、課題となっている病気の複合化、併存化に対応

するため、臓器別、疾患別のみならず、小児から高齢者までの患者を対象とした

心身を含めた総合医療を基盤に、最新の知見を活用することで、個々の病態に
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即した高度先駆的な医療の提供を行う。

また、HIV・ エィズ患者に対し、業剤耐性や薬剤血中濃度のモニターに基づ

き、総合医療をベースに個々人の病態に即した医療を年間 120例 以上提供す
る。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

感染症その他の疾患について、最新の知見を活用しつつ、医療の標準化に資

する診療体制を整備し、標準的治療の実践に取り組む。

患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信

頼関係を構築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的

に行うことができるよう支援することにカロえ、チーム医療の推進、入院時から地域
ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充実等により、患者の視点に
立った良質かつ安心な医療の提供を行うこと。

(2):害者の視点に立った良質がつ安心できる医療の提供

① 患者の自己決定への支援

患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行うことができるよ

2、 患者・家族に必要な説明を行い、かつ、情報公開に積極的に取り組むことで、

情報の共有化に努めるとともに、患者のプライバシー保護に努める。
このため、患者に対する相談支援を行うための窓目を設置する。

また、専門的立場から幅広く患者・家族を支援するため、セカンドオピニオンを

年間 150件以上実施する。

② 患者等参加型医療の推進

患者の視点に立った医療の提供を行うため、毎年1回患者満足度調査を実施

するとともにその評価を行い、その結果を業務の改善に活用すること、及びご意

量零象逗昌Mの
声をく、

ャ

げることにより、患者サービスの改善につ

また、ボランティアによる相談支援等に努め、患者の医療に対する理解の向上

に努める。

③ チーム医療の推進

センターの総合医療の特長を活かして、小児から高齢者までの患者に対し、多

職種連携及び診療科横断によるチーム医療を推進する。

④ 入院時から地域ケアを見il■ した医療の提供

患者に対して、切れ目なく適切な医療を提供できるよう、地域の診療所や病院
との役割分担を図るとともに、連携を強化し、患者に適した医療機関(かかりつけ

‐
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医)への紹介を進め、紹介率・逆紹介率の向上を図る。

また、地域に開かれた研修会や協議会を開催し、情報の共有を図る。

⑤ 医療安全管理体制の充実

センターの医療安全管理を確保し、医療事故の未然防止の観点から、発生し

た医療事故を科学的に検証するとともに、その結果が業務の改善につながる体

制を構築する。

また、院内感染対策のため、院内サーベランスの充実等に積極的に取り組む。

専門の医療安全推進部門を設置し、医療安全に対する取り組みを推進するた

めの体制を強化する。

このため、医療安全研修会・感染症対策研修会を年 3回以上開催する。

また、医療安全に関するマニュアルを年 1回改訂する。

地域のニーズに即した質の高い救急医療を提供すること。 (3)その他医療政策の=環として、センターで実施すべき医療の提供

① 救急医療の提供

3次を含む全科的総合救急医療及び質の高い精神科救急を実施する。

特に、国府台地区において、精神科救急病棟入院患者における重症身体合

併症率を5%以上とする。

特定感染症指定医療機関として、感染症指定医療機関等と連携し、感染症の

患者に対する医療の提供を着実に行うこと。

② 国際化に伴い必要となる医療の提供

渡航者健康管理室等、海外渡航者に対する保健医療の充実を図るとともに、感

染症の患者に対する医療提供体制の整備を図る。

3人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、総合的な医療を基盤

として、感染症その他の疾患に対する医療及び研究を推進するにあたリリーダー

として活躍できる人材の育成を行うとともに、モデル的な研修及び講習の実施及

び普及に努めること。

(1)リ ーダーとして活躍できる人材の育成

小児から高齢者までの患者に対する心身を含めた総合医療に携わる専門的

人材を育成するため、質の高い研修。人材育成を初期段階から継続的に行うとと

もに、総合的な医療を基盤として、高度先駆的な医療を実践できる人材の育成を

図る。

また、世界的な視野を持ち、トランスレーショナルリサーチを含め、感染症その

他の疾患に関する研究の推進を図るために必要な人材を育成する。

(2)モデル的研修・講習の実施
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感染症その他の疾患に関する医療の均てん化及び国際保健医療協力の充実

等を目的として、医療従事者に対するモデル的な研修プログラムを企画・実施す
る。

また、センター外の医療従事者向け各種研修会等を毎年20回以上開催する。
4医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 4医療の均てん化と情報の収集。発信に関する事項
センター及び都道府県における中核的な医療機関間のネットワークを構築し、

高度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

(1)ネットワーク構築の推進

感染症その他の疾患について、センターと都道府県における中核的な医療機
関等とのネットワークを構築し、研修会及び協議会を開催し、最新の情報提供を
行うとともに、相互に情報交換を行い、それら医療機関と連携して、高度先駆的
医療及び標準的医療等の普及を図る。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が感染症その他疾患に関し
て信頼のおける情報をわかりやすく入手できるよう、国内外の感染症その他の疾
患に関する知見を収集、整理及び評価し、科学的根拠に基づく診断及び治療法
等について、国民向け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。

(2)情報の収集r発信

医療従事者や患者・家族が感染症その他疾患に関して信頼のおける情報を解
りやすく入手できるよう、広く国内外の知見を収集、整理及び評価し、ホームベー

ジ等を通じて、国民向け。医療機関向けに最新の診断・治療情報等の提供を行
う。

また、HPアクセス数を、年間 1,000万 PV以上とする。
5国への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即した
ものにするため、科学的見地から専門的提言を行うこと。

感染症その他の疾患に関して明らかとなった課題の解決策等にっいて、科学
的見地から専門的提言を行う。

6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 6その他我が日の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応 (1)公衆衛生上の重大な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請
に応じ、迅速かつ適切な対応を行うこと。

国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しよ
うとしている場合には、迅速かつ適切な対応を行う。またそのような事態に対し
準備する。

また、新感染症の発生に向けた訓練を毎年1回実施実施する。
(2)国際貢献 (2)国際貢献

我が国の国際保健医療協力の中核的機関として、感染症その他の疾患に関 開発途上国における保健システム(母子保健、感染症対策等を含む )の推進を
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する専門的な医療及び国際保健医療協力等の向上を図るとともに、これらに対す

る調査及び研究並びに技術者の研修を行うこと。

図るため、中期目標の期間中、5年間に 400人 以上の専門家を派遣し技術協力

を行う。

また、開発途上国からの研修生を5年間に延べ 800人以上受入れる。

緊急援助等の支援活動を行うとともに、国際機関や国際協力機構 (」CA)等の

依頼に応じ調査研究・評価事業を実施する。

広く国民及び国内外の関係機関に対し、国際保健に関する情報提供等を行
い、我が国の国際保健医療協力人材を養成するため、必要な知識、技術の習得

を促す研修を国内外で実施する。

また、国際医療協力を実施している機関とのネットワークを構築し、開発途上国

等において保健医療分野の共同研究や人材育成等の諸協力を実施する。

(3)IIIV・ エイズ (3)HIV。 エイズ

HIV裁判の和解に基づき国の責務となった被害者の原状回復に向けた医療
の取組を着実に実施するとともに、エイズに関し、診断及び治療、臨床研究、診

療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うこと。

また「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(平成 18年厚生

労働省告示第 89号 )に基づき、エイズに係る中核的医療機関としてブロック拠点

病院等を支援し、地域におけるエイズ医療水準の向上を図ること。

HIV裁判の和解に基づき国の責務となった被害者の原状回復に向けた医療

の取組を着実に実施し、エイズに関し、診断及び治療、臨床研究、診療に関する

相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供等の必要な取組を進めるととも

に、必要な人的物的体制整備を計画的に進める。

特に、診療に関しては、HIv・ エイズ患者を1日 平均入院 15名 、外来 50名受

け入れるとともに、診療に関する相談及び支援を年 2,000件 以上実施する。

また「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (平成 18年厚生

労働省告示第 89号 )」 に基づき、エイズに係る中核的医療機関としてブロック拠

点病院等を支援し、地域におけるエイズ医療水準の向上を図る。

(4)看護に関する教育及び研究 (0看護に関する教育及び研究

国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として、看護に

関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行うこと。

国立看護大学校においては、看護学部及び研究課程部における教育の充実

を図るとともに、認定看護師教育課程を毎年開催する。

また、オープンキャンパスや公開講座を毎年3回以上開催し、国立看護大学校

に関する情報提供を積極的に行い、質の高い学生等の確保に努める。

さらに、看護研究活動を推進する。

第3業務運営の効率化に関する事項 第2業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1効率的な業務運営に関する事項 ' 1効率的な業務運営に関する事項
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業務の質の向上を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期的に

事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の道正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うこと。

(1)効 率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部門の

再編を行う。

① 副院長複数制の導入

特命事項を担うコl院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化する。

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。
センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。

① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系とな

るよう見直し

② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び微収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等

収入の確保

(2)効率化による収支改善

医薬品医療材料等に対する他法人との共同入札の促進等による契約単価の見

直し並びに業務委託の適切な活用等及び適切な給与体系の見直し、診療収入
の増加を図ることにより、収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した損

益計算において、経常収支率を100%以 上となるよう経営改善に取り組む。

① 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

② 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与

等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

③ 一般管理費の節減

平成21年度に比し、中期目標の期間において、一般管理費率 (人件費、退職

給付費用等を除く。)の抑制に努める。         一
´

④ 建築コストの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案

‐
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内等の督促業務に努めることで、平成21年度に比して(※ )医業未収金比率の縮

減に取り組む。

また、診療報酬請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により

適正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成21年度 (平成21年 4月 ～平成22年 1月 )医業未収金比率○〇%
医業未収金比率=医業未収金/医業収益

2電子化の推進 2電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を推進し、情報を経営分析等

に活用すること。

(1)電子化の推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化に取り組むよ

う努めるとともに、情報セキュリティの向上を図る。

また、電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的な取組を行う。

推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に努め

ること。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

企業会計制度への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い

財務状況を把握するとともに経営改善に努める。

3法令遵守等内部統制の適切な構築 3法令遵守等内部統制の適切な構築

入札及び契約事務の公正性及び透明性の確保を含む法令遵守 (コンプライア

ンス)等内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び

透明性が十分確保さ妨 方法により実施すること。

入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法令遵守 (コ ンプライアンス)

等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。

契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性、公正

性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行する。

第4財務内容の改善に関する事項 第3予算、収支計画及び資金計画

「第3業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実施することにより、中期目標の期間にお

ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

「第2業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた計

画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。

1自 己収入の増加に関する事項 1.自 己収入の増加に関する事項

感染症その他の疾患及び国際保健医療協力に関する医療政策を牽引していく

拠点としての役割を果たすため、運営費交付金以外の外部資金の積極的な導入

に努めること。

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ

等、外部資金の獲得を行う。
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2.資産及び負債の管理に関%事 項 2資産および負債の管理に関する事項
セシターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行ない、固定負債

(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的
に適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な
固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切
なものとなるよう努める。

そのたり、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保す
る。

(1)予  算 別紙2

(2)収支計画 男u紙3

(3)資金計画 男り紙4

第4短期借入金の限度額

1限度額 3,400百 万円

2想定さねる理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応

(2)業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費への対応
(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対

応

第5重要な財産を処分し、又:ま担保に供しようとする時はその計画

な し

第6剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資(建物等の整備・修繕、医療機
器等の購入等)及び借入金の償還に充てる。

第5その他業務運営に関する重要事項 第7その他主務省令で定める業務運営に関する事項
1菫設螂 整備に関する事項 二施設・設備整備に由する計画
施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及

び財務状況を総合的に働案して計画的な整備に努めること。

中期目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5のとおりとす
る。

2人事の最適化に関する事項 2人事システムの最適化
センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に努 職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、雅員の給与に反映させる

‐
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めるとともに、人事評価を適切に行うシステムを構築すること。

また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さらに、

優秀な人材を持続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非公

務員型独立行政法人の特性を活かした人材交流の促進等を推進すること。

とともに、業務遂行意欲の向上を図る禁績評価制度を導入する。当該制度の適

切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進など、優秀な人材を持続的

に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国
立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体

制を構築する。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ
う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き
やすい職場環身の整備に努める。

3人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者につ

いては、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十

分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに、離職

防上や復職支援の対策を講じる。

また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努める。

(2)指標

センターの平成 22年度期首における職員数を○,OOO人とするものの、医

師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見

込まれるものであり、中期 目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努める。

(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

57,179百万円
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3その他の事項 4その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必

要なアクションプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるよう
に努めること。また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が

理解しやすい方法、内容で情報開示を行うように努めること。

ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。

センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプラ
ンを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやすい

方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題′点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するよう、職員の意見をセンター内メール・システム等にて

聴取を行うよう努める。
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担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 Gり紙) 担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発の推進 G可紙1)

1重点的な研究。開発戦略の考え方 1重点的な研究・開発戦略の考え方

近年におけるグローバリゼーションの著しい進展に伴い、世界規模での新

興・再興感染症の蔓延やアウトブレイクが危惧されるほか、健康指標の地域間

格差の拡大と貧困が深刻化する一方、途上国が近代化を進める中でライフス

タイルの変化に伴う糖尿病等生活習慣病の激増も大きな問題となつてきてい

る。

このため、センターは、エビデンスを着実に泊」出し、我が国のみならず国際

保健の向上に寄与するため、国際保健医療協力を軸とし、感染症その他の疾

患を中心課題として、病院、国際医療協力局、研究所の連携を基盤としなが

ら、これまでの国際保健医療協力の実績を基礎として国内外の医療機関、研

究機関との共同研究の一層の推進を図ること。

また、感染症その他の疾患の発症機序の解明につながる基礎的研究の推

進や、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集から、予防医学技術の開

発、基礎医学の成果を活用した橋渡し研究、臨床に直結した研究・開発等を

総合的に進めていくとともに、国際保健医療協力に関する研究を推進するこ

と。

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標

を設定するなど、センターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化

及び具体化すること。

センターは、国際保健医療協力を軸とし、感染症その他の疾患を中心課題とし

て、高度総合医療を担う病院、途上国に対する社会医学分野の研究・開発を担う

国際医療協力局、疾患の発症機序の解明につながる基礎的研究をはじめ、先駆

的な診断・治療法の開発を目指す橋渡し研究並びに臨床研究に取り組む研究所

の連携を基盤としながら、これまでの国際保健医療協力の実績を基礎として国内

外の医療・研究機関との共同研究の一層の推進を図る。

また、エイズ治療・研究開発センター、国際疾病センター、糖尿病研究センタ

ー、肝炎・免疫研究センターの機能を活かし、感染症その他の疾患の発症機序

の解明につながる基礎的研究の推進から疫学研究等による日本人のエビデンス

の収集、予防医学技術の開発、基礎医学の成果を活用した橋渡し研究、臨床に

直結した研究。開発等を総合的に進めていくとともに、国際保健医療協力に関す

る研究を推進していくことで、科学的根拠を着実に創出し、我が国のみならず国

際保健の向上に寄与する。

このため、平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、論文誌への掲載論文

数をセンター全体で 10%以上の増カロを図ることとする。

2具体的方針 2具体的方針

(1)疾病に着目した研究 (1)疾 病に着目した研究

① 感染症その他の疾患の本態解明

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまで

を研究対象にすることにより、感染症その他の疾患の疾病メカニズムを解明し、予

防・診断・治療への応用の糸口となる研究を推進する。

① 疾患の本態解明

感染症その他の疾患について、発症機序や病態の解明につながる以下の

研究を実施する。

・ HIVの新規感染者の薬剤耐性に関する研究等、病態及び免疫に関する研
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【国際医療】
究

新興・再興感染症について、病態解明に関する基礎・臨床研究
糖尿病について、発症機序並びに関連遺伝子と生体指標に関する研究
ウイルスを原因とする慢性肝疾患について、病態の進展に関わるウイルス側
因子とホスト側因子の解明等の研究

免疫に関連する疾患の病因解明の基盤となる研究

② 感染症その他の疾患の実態把握

我が国の感染症その他の疾患の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその

推移の把握、疫学研究による感染症その他の疾患のリスク・予防要因の究明等、
感染症その他の疾患の実態把握に資する研究を推進する。

② 疾患の実態把握

疫学研究により、罹息、転帰その他の状況等の実態及びその推移に関するデ
ータを分析し、感染症その他の疾患についてのリスク・予防要因の究明等、実態
把握に資する研究を実施する。

③ 高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進
感染症その他の疾患に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発に資す

る研究を推進する。

また、既存の予防、診断、治療法に対する有効性の比較等、標準的な予防、
診断、治療法の確立に資する研究を推進する。

また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオツソースや
臨床情報の収集及びその解析を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

感染症その他の疾患に対する高度先駆的な予防法や、早期診断技術、治療法
の開発に資する研究や標準的な予防、診断、治療法の確立に資する以下の研
究を推進する。
・ HⅣ・エイズについて、効果的な患者教育や国民に対する予防啓発等に関

する研究や、新たな治療法の開発に資する臨床研究
・ 高病原性鳥インフルエンザ(H5Nl)を 含む新興・再興感染症の診断、検

査、治療技術の開発に向けた研究
・ 糖尿病について、患者個々人に対する有効な治療や予防の科学的根拠を

創出するための研究´

・ 肝疾患について、診断法及び治療法の確立を目指す研究
・ 免疫に関する疾患の治療及び重症化予防の標的と方法を探索する研究
また、研究に必要な、バイオリソースや臨床情報を収集し、解析を行う研究を実

施する等、その有効な活用を図る許―

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略(基本方針)(平成 21年 12月 30日 閣議決定)」 においては、ライ

フ・イノベーションによる健康大国戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技術
の研究開発・実用化の促進が求められている。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

感染症その他の疾患に関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場へ応
用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)の実現を目指し、
以下の研究を実施する。

―
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【国際医療】
この趣 旨を踏まえ、感染症その他の疾患に関する研究成果等を安全かつ速や

かに臨床現場へ応用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含

む)、 特に高度に専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治験・臨

床研究の実現を目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬

品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。

これらにより平成 21年度に比し、中期 目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売後臨床試験も含

む。)の実施件数の合計数の 10%以 上の増カロを図ること。

・ HIV・ エイズについて、国内未承認の医薬品、医療機器に関する臨床研究
・ 高病原性鳥インフルエンザ(H5Nl)を含む新興・再興感染症の診断検査

薬や治療薬等に関する研究
・ 糖尿病の医薬品開発に資する研究・肝疾患の診断法及び治療法の確立を

目指す研究 (再掲)

また、海外では有効性と安全性が検証されているが国内では未承認の医薬

品・医療機器について、治験をはじめとする臨床研究を推進する。

これらにより、平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及 び治験 (製造販売後臨床試験も含

む。)の実施件数の合計数の 10%以上の増加を目指す。

(2)均てん化に着 日した研究 〈2)均てん化に着目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与

する研究を推進する。

感染症その他の疾患に対する医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材

育成を図るため、系統だった教育・研修方法の開発を推進する。

① 医療の均てん化手法の開発の推進

感染症その他の疾患に関する以下の研究を実施することで、医療の均て

ん化を図る。

・ HIV・ エイズについて、包括ケア及び長期療養に必要なプロトコールの作成
・ 新興・再興感染症、糖尿病について、診療にかかるガイドラインの作成
・ 児童精神地域診療ネットワーク会議の開催等を通じた情報共有方法に関す

る研究

次世代の感染症その他疾患の医療や国際保健医療協力を担う、高度かつ専

門的な技術を持つ人材の育成を図るため、系統だった教育・研修システム、教育

ツールの開発を目指した研究を実施する。    ・

② 情報発信手法の開発

感染症その他の疾患に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援
の質を向上させるため、医療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進

する。

② 情報発信手法の開発

感染症その他の疾患に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援

の質を向上させるため、広く国内外の知見を収集評価し、ホームページ等を通じ

て、国民向け・EII療機関向けに最新の診断・治療情報等の提供を行うための研究

を実施する。



【国際医療】
(3)国際保健医療協力 (3)国際保健医療協力に関する研究

国際保健医療協力を推進するため、関係機関と連携し、以下の研究を推進す

る。

開発途上国への国際保健医療協力を効果的に推進するため、国際保健動向
の情報収集・分析を効果的に行うとともに、開発途上国で実施している技術協力

プロジェクトの知見等を収集評価し、開発途上国における感染症制御に必要なシ
ステム、妊産婦や浮L幼児の死亡を減らすための方策、効果的な保健システムの

在り方等に関する研究や、国際保健にかかる国内外の人材育成に必要な研究を

実施する。

① 国際医療協力の効果的な推進に必要な研究

世界的な健康格差の是正に向け、国際保健医療協力を効果的に行うために

必要な研究を推進する。

② 国際保健のネットワークの強化に必要な研究

国内外の関係機関等との情報共有及び共同事業の実施等諸協力を推進す
るため、国際保健分野のネットワーク強化に必要な研究を実施する。

∞   別紙2中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算   別紙3中期計画(平成22年度から平成26年度)の収支計画l   
別紙4中期計画 (平成22年度から平成26年度)の資金計画  別紙5医療機器整備・建物整備に関する計画

【国際医療】
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別紙 2

中期計画 (平成 22年度から平成26年度)の予算<案ヽ

(単位 :百万円)

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、|1数において合計とは一致しないものがある。
(注 2)診薇報酬改定は考慮していなし`。

(注 3)給与改定及び物価の変動は考慮していない。

(注 4)このほか、国から承継する一切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件費の見積り]

期間中総額57, 179百 万円を支出する。

上記の饉は、役員IB酬 並びに職員薔本綸、職員鰭手当、超過勤務手当、休職者給与及び口瞭機関等派遣職員
給与に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定ルール ]

※ 田整中

別紙 3

中期計画 (平成22年度から平成 26年度)の収支計画<案>

(注 )計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

区 別 金 額

収 入

運営費交付金

施設整備費補助金

長期借入金等

業務収入

その他収入

計

42,275

1,666

6,524

118,421

15,095

183,981

支 出

業務経■l

施設整備費

借入金償還

支払利息

その他支出

計   ・

146.024

20,151

4,193

1,793

4,970

177,132

(単位 :百万円)

区  別 金 額

費用の部

収益の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

経常収益

運営費交付金収益

業務収益

医業収益

研修収益

研究収益

教育収益

土地建物貸与収益

宿舎貸与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

165,907

164,296

162,280

76.733

34,578

14,076

17,876

19.017

1,793

222

1,611

164,545

164,5“

42,275

121,741

115,423

41

4.974

1,302

200

261

24

44

Al,362
0

Al,362

-83- -84-



(単位 :百万円)

区  別 金 額

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診療業務による支出

、 教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

国際協力業務による支出

日立看肛大学校業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

日立看肛大学校業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

施設費による収入

財務活動による収入

長期惜入による収入    ・

その他の収入

前期よりの繰越金

資金支出

資金収入

183,981

147.8i8

7,907

10,885

100,130

8,927

998

3.581

4,821

10,569

20,151

9,163

6,849

180,981

161,181

42,275

1,113

2,907

113,058

41

1,302

485

1,666

1,666

9,508

6,524

2,983

11,626

別紙 5
月11騒 4

中期計画 (平成 22年度から平成26年度)の資金計画く案>

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、蟷数において合計とは一致しないものがある。

(注 2)前期よりの繰越金は、国立高度専門医療センター特別会計からのものを示す。

(注 3)このほか、国から承継する一切の権利義務に係る収入支出がある。

施設・設備に関する計画<案 >

国立国際医療研究センターは、感染症その他の疾患及び国際保健医療協力を重点分野

としつつ、主要な診療科を網羅した総合的な医療提供体制のもと、チーム医療を前提と

した、質の高い全人的な高度専門・総合医療の実践とその均てん化、及び疾病の克服を

目指す臨床開発研究を実施するために、医籠面の高度化や経営面の改善及び患者の療養

改善が図れるよう、必要な整備のための投資を行うものとする。

また、自己財源である診療収入は、医療環境の変化や経営状況等により変動すること

から確定した計画ではないものである。

なお、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整

備や老朽度合等を勘案した施設・整備の改修が追加されることもある。

-85-

区  別
予 定 額
(百万円 )

財 源

施設設備整備

(内訳)

外来棟改修整備 (戸 山)

放射線治療棟改修工事 (戸 山)

外来管理棟整備 (国府台)

医療機器整備

7,479 長期借入金等、施設整備補助金

長期借入金等

合 計  ヽ          7,549

-86-
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【成育医療】
中期目標 (案 ) 中期計画(案 )

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号 )第 29条第1項の規定に基づ

き、独立行政法人国立成育医療研究センターが達成すべき業務運営に関する目

標 (以下「中期目標」という。)を次のように定める。

平成22年○月○日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法(平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。)第 29

条第 1項の規定に基づき平成22年○月○日付けをもって厚生労働大臣から指
示のあった独立行政法人国立成育医療研究センターの中期目標を達成するた
め、同法第30条の定めるところにより、つぎのとおり独立行政法人国立成育医療
研究センター中期計画を定める。

平成22年○月○日

独立行政法人国立成育医療研究センター

理事長 加藤 達夫

前文 I 前 文

我が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技術
等の高度化等により医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、国民の医療に

対するニーズも変化しており、このような変化に対応した国民本位の総合的かつ

戦略的な医療政策の展開が求められている。こうした中、国が医療政策を効果
的、効率的に推進するため、国立高度専門医療研究センターには、疫学研究等
による日本人のエビデンスの収集や高度先駆的医療の開発及びその普及等、我
が国の研究、医療水準を向上させ、もつて公衆衛生の向上に寄与することによ
り、医療政策を牽引していく拠点となることが求められている。
このため、日立高度専門医療研究センターは、国内外の関係機関と連携し、資

源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体となって、研究。開発及び人材育成
に関し、国際水準の成果を継続して生み出し、世界をリードしていくことが期待さ
ね′る。

独立行政法人国立成育医療研究センター (以 下「センター」という。)は、受精、
妊娠に始まって、胎児期、新生児期、小児期、思春期を経て次世代を育成する
成人期へと至る、リプロダクションによってつながれたライフサイクルに生じる疾患
に対する研究と医療を推進する目的で平成14年に設立された国立成育医療セン
ターを前身とする。同時にこの新しい医療を担う人材の育成、この領域に関する

独立行政法人国立成育医療研究センター(以下「センター」という。)は受精・妊

娠に始まって、胎児期、新生児期、小児期、思春期を経て次世代を育成する成
人期へと至るツプログクションによってつながれたライフサイクルに生じる疾患 (以

下「成育疾患」という。)に対する研究及び医療を推進する目的で平成 14年に設
立された国立成育医療センターを前身とする。同時にこの新しい医療を担う人材
の育成やこの領域に関する情報の集積・発信及び政策提言の役害Jも担つてい

る。

こうした役割を果たすため、センターは、病院と研究所が一体となり、疾病に悩

む家族に対し、安全性と有効性を充分に検証しつつ高度先駆的医療の開発及
び提供を行う。同時に小児救急医療、周産期医療を含めた成育医療全般に関し

て、チーム医療、包括的医療に配慮したモデルを確立し、これらを全国的に展開
していく。

こうした観′点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成 22年 4月 1日

から平成 27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営に

関する目標 (以下「中期目標」という。)を達成するための計画を以下のとおり定め
る。
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情報の収集及び発信並びに政策提言の役割も担つている。

こうした役割を果たすため、センターは、病院と研究所が一体となり、疾病に悩

む患者や家族に対し、安全性と有効性を充分に検証した上で高度先駆的医療の

開発と提供を行うとともに、小児救急医療、周産期医療を含めた成育医療全般に

関して、チーム医療、継続的医療に配慮したモデルを確立し、これらを全国的に

展開していくことが求められている。

第1 中期 目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成22年4月 から平成27年 3月 までの5年間と

する。                     ・

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第1国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するために取るべき措置

1研究・開発に関する事項 1.研究・開発に関する事項

センターは、臨床研究の企画、立案、実施及び支援が実施できる体制を整備

するとともに、センター独自にあるいは関連施設とともに高度先駆的医療の開発

及び標準的医療の確立に資する臨床研究を実施する。

(1)臨床を志向した研究・開発の推進 (1)臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推

進し、優れた研究・開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。

研究所と病院等、センター内の連携強化 ① 研究所と病院等、センター内の連携強化

基礎研究の成果を臨床での実用化につなげられるよう、また臨床現場での間

題点の解明のための基礎研究が円滑に行えるよう、研究所と病院との情報や意

見交換の場を設ける等の連携強化を図るとともに相互の人的交流を進め、共同

での臨床研究の実施を推進する。

これにより、研究所と病院が連携する会議等を10回/年以上開催し、病院・研

究所による共同研究を、年 10件以上実施する。

② 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」(平成19年 4月 26日 内 ② 産官学等との連携強化



‐
∞
Φ
Ｉ

【成育医療】
F40府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官学が密接に連携し

て臨床研究・実用化研究を進める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業界、

研究機関及び治験実施医療機関等との連携

ベンチャー企業等の産業界、大学等の研究機関及び独立行政法人国立病院

機構、小児専門医療施設等の治験実施医療機関等との連携を深め、「医療クラ
スター」の形成を目指すとともに、治験を含む臨床研究を推進するため、臨床研

究センターを整備する。

これにより、企業及び他の研究機関との共同研究の実施数を中期目標の期間

中に、平成 21年度に比べ 10%以上増加させる。

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備 ③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

戦略的に研究・開発 (研究開発費を含む)を推進するため、研究。開発の企画

及び評価のための体制の構築に努め、成育医療研究開発費による研究課題の

企画・評価を、年1回以上実施する。

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ④ 知的財産の管理強化及び活用推進

センターにおける研究成果及び生物資源等について、知的財産の権利化を図

るための体制強化、維持の必要性を見直す等、効率的な維持管理を推進すると

ともに、積極的に発信・提供を行うことによって社会還元に努める。

このため、センターとして職務発明委員会における審査件数を年 10件以上と

する。

(2)病院における研究。開発の推進 (2)病院における研究。開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。

① 臨床研究機能の強化

センターにおいて、治療成績及び患者の QOLの 向上につながる臨床研究及

び治験等を推進するための体制の整備に努める。

② 倫理性・透明性の確保

臨床研究における倫理性・透明性を確保する観点から、倫理審査委員会等

を適正に運営し、その情報を公開する。

この推進に当たり、倫理委員会及び IRBにおける審査した研究に関する情報

を年 12回以上更新する。

また、センター職員の研究倫理に関する知識の向上を図るとともに、臨床研究
の実施に当たっては、患者及び家族に対して十分な説明を行う。

(3)担当領域,特性を踏まえた戦略的かっ重点的な研究・開発の推進 (3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究。開発の推進

:
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これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究・開発を着実に推進す

ること。

成育医療分野において、大学や企業等と相互の強みを活かしながら有機的

な連携により独創的な研究を展開するほか、成育医療に資する研究目標を定

め、研究を推進する。

具体的には別紙1に記述する。

2医療の提供に関する事項 2,医療の提供に関する事項

我が国における成育医療の中核的な医療機関として、「子ども・子育てビジョン

(平成 22年 1月 29日 閣議決定)」 に定める「妊娠、出産、子育ての希望が実現

できる社会」の構築を目指し、国内外の知見を集約し、高度先駆的医療の提供を

イテうこと。

また、成育医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に基づいた医療

の提供を行うこと。

成育医療においては、人が受精・妊娠に始まつて、胎児、新生児、乳児、幼

児、学童、思春期、成人に成長・発達し、次の世代をはぐくむに至るまでの過程

を、総合的かつ継続的に診る医療が要求される。

センターは、高度先駆的な医療の提供、モデル医療の実践及び標準的医療

の確立等によつて、我が国における成育医療の標準化・均てん化を推進する。

また、医療の提供にあたっては、小児等の患者及びその家族の視点に立っ

た、良質かつ安全な医療の提供に努める。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

成育疾患に対する高度先駆的な医療を、病院と研究所が一体となつて提供し、

成育医療分野における日本の中核機能を担う。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

成育疾患について、最近の知見に基づく医療の実践を通じてその有効性及び

安全性の検証を行ううとともに普及に努める。

愚者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信

頼関係を構築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的

に行うことができるよう支援することに加え、チーム医療の推進、入院時から地域

ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充実等により、患者の視点に

立った良質かつ安心な医療の提供を行うこと。

(2)患者の視′点に立った良質かつ安心できる医療の提供

① 患者等参加型医療の推進

良質かつ安全な医療を提供できるよう、患者・家族との信頼関係を構築し、患

者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行うために必要な説明と

情報開示を行う等の情報の共有化に努める。患者・家族の医療に対する理解の

向上の為に、相談支援窓口等の設置に努める。

また、患者・家族の医療に対する理解を深めるために、情報提供や支援体制の

整備等に努める。

このため、セカンドオピニオン外来実施件数を中期目標の期間中に、平成 21



‐
０
一
―

【成育医療】
年度に比べ 5%以上増加させる。

さらに、患者・家族の視点に立った医療を提供するため、患者満足度調査を年
に1回以上実施し、その結果をもつて業務の改善に努める。

② チーム医療の推進

成育医療に数多く見られる複数科が横断的に関係する疾患を克服するため、
センターの特色を活かした多職種連携及び診療科横断的な診療体制の確立に
取り組む。

③ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

患者に対して、入院から退院後の地域におけるケアまで、切れ 目なく適切な

医療を提供できるよう、医療連携を扱,人材を配置し、他の医療機関等との連携
に努める。

また、連携医療機関等との定期的な情報交換を進め、良好で継続的な医療を

提供するための体制の構築を推進する。

このため、退院支援チームが関与した退院困難なケース数を、中期 目標の期

間中に、平成 21年度に比べ 5%以上増力日させる。

④ 医療安全管理体制の充実
センターにおける医療安全を担保するため、統括、監督する体制として医療安

全管理委員会を構築し、医療事故の報告の有無に関わらず、年 12回医療安全
管理委員会を開催することにより、病院の安全管理に必要な事項を調査するとと
もに対策を立案し、各部門に対して助言、勧告、指導を行う。

子どもの心の問題、児童虐待、発達障害等に対応する医療体制を構築するとと
もに、全国の拠点病院等との連携を推進すること。

(3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

① 子どもの心の診療

子どもの心の問題、児童虐待、発達障害等に対応する医療体制を構築するた

め、全国の拠点病院等と連携して、情報収集及び発信、専門家派遣、研修、調
査研究等を実施するとともに、地域の保健福祉関係機関と連携し、心の問題の症

例に対するモデル的な医療を提供する。

周産期・4ヽ 児医療において、関係医療機関と連携し、妊産婦、周産期における
母児、小児の広範な救急医療に対して、質の高い医療の提供を行うこと。

② 周産期・ノ」ヽ児医療における中核的な役割

周産期医療において、関係医療機関が連携して分娩のリスクに応じた医療を
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適切に提供する体制を構築するため、センターは、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、地域医療機関からの救急搬送の受

入れ等、周産期医療体制における中核的な役割を果たす。

小児医療において、センターは、高度な小児医療、地域医療機関からの救急

搬送の受入れ等、小児救急医療体制における中核的な役割を果たす。

3人材育成に関する事項 3人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、成育医療及びその研

究を推進するにあたリリーダーとして活躍できる人材の育成を行うとともに、モデ

ル的な研修及び講習の実施及び普及に努めること。

(1)リ ーダーとして活用できる人材の育成

成育医療に対する研究・医療の専門家 (看護師、薬剤師等のコメディカル部

門も含む。)の育成を積極的に行う。

センターでの研修・人材育成については、国際的にも活躍できる人材の輩出

に努める。

また、関係学会や都道府県と連携を図りながら、医療の地域への均てん化に

資する地域の指導者の育成に努める。

(2)モ デル的研修・講習の実施

成育医療の均てん化の推進を目的として、成育医療に携わるセンター内外の

医療従事者を対象としたモデル研修等を企画・実施する。

このため、センター外の医療従事者等に向けた各種研修・講演会等を年に20

回以上開催する。

4医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 4医療の均てん化と'晴報の収集・発信に関する事項

センター及び都道府県における中核的な医療機関間のネットワークを構築し、

高度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

(1)ネ ットワーク構築の推進

成育医療の均てん化等のため、国や都道府県の中核的医療機関等との連携の

もと、情報交換、技術助言等を行うとともに、標準的医療等の普及を図る。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が成育医療に関して信頼の

おける情報をわかりやすく入手できるよう、国内外の成育医療に関する知見を収

集、整理及び評価し、科学的根拠に基づく診断及び治療法等について、国民向

け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。

(2)情報の収集・発信

成育疾患について、医療従事者や患者・家族が信頼のおける情報を解りやすく

入手Fきるよう、国内外の知見の定期的な収集、整理及び評価体制を構築すると

ともに、センターの行った研究成果等や収集した国内外の最新知見等の情報を

迅速かつ分かり易く、国民及び医療機関に提供する仕組みを構築する。



―
Ｏ
ω
‐

【成育医療】
5.:国 への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基き、かつ、医療現場の実態に即したもの

にするため、科学的見地から専門的提言を行うこと。

我が国において、医療政策の企画がより3菫固な科学的裏づけを持ち、かっ、実

情に即したものになるよう、国と連携しつつ、長寿医療分野において事業に取り

組む中で明らかとなった課題の解決策等について、科学的見地から専門的提言
を行う。

6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 6.その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危ぎへの対応 (1)公衆衛生上の重大なた害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請
に応じ、迅速かつ道切な対応を行うこと。

国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようと

している場合には、迅速かつ適切な対応を行う。またそのような事態に対し準備

する。

(2)国際貢献 (2)国際貢献

我が国における成育医療の中核的機関として、その特性に応じた国際貢献を

行うこと。

研究成果の諸外国への発表や、外国人研究者等の受入れや技術支援等、成

育医療分野における我が国の中核的機関として求められる国際貢献を行う。

第3業務運営の効率化に関する事項 第?業務澤営の効率化に関する目拝を達成するために取るべき措置

1効率的な業務運営に関する事項 l効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期的に

事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通
じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うこと。

(1)効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部門の

再編を行う。

① 副院長複数制の導入

特命事項を担う副院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化する。

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。
センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。 (2)効率化による収支改善

―
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① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系とな

るよう見直し

共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等

収入の確保

②

③

医薬品医療材料等に対する他法人との共同入札の促進等による契約単価の見

直し並びに業務委託の適切な活用等及び適切な給与体系の見直し、診療収入

の増カロを図ることにより、収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した損

益計算において、経常収支率を100%以上となるよう経営改善に取り組む。

① 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

② 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与

等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

③ 一般管理費の節減

平成21年度に比し、中期目標の期間において、一般管理費率 (人件費、退職

給付費用等を除く。)の抑制に努める。

④ 省エネルギー化やC02排 出削減への取組み

恒常的な省エネルギーに対応するとともに環境への配慮からC02の排出削減

に取り組むことにより、エネルギーの使用効率を高める。

⑤ 建築コストの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑥ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案

内等の督促業務に努めることで、平成21年度に比して(※ )医業未収金比率の縮

減に取り組む。

また、診療報酬請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により

道正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成21年度 (平成21年4月 ～平成22年 1月 )医業未収金比率〇〇%
医業未収金比率=医業未収金/医業収益 (医業収益に対する医業未収金の割

合)

2電子化の推進 2.電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を推進し、情報を経営分析等 (1)電子化の推進による業務の効率化
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に活用すること。 業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化に取り組むよ
う努めるとともに、情報セキュリティの向上を図る。

推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に努め
ること。

(2)財務会計システム導入にょる月次決算の実施

企業会計制度への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い

財務状況を把握するとともに経営改善に努める。

3法令遵守等内部統制の適切な構築 3:法令遵守等内部統制の適切な構築

入札及び契約事務の公正性及び透明性の確保を含む法令遊守 (コンプライア
ンス)等 内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び

透明性が十分確保さねん方法により実施すること。

入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法令遵守 (コ ンプライアンス)

等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。

契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争陛、公正

性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行する。

第4財務丙蓉あ改善に関する事墳 第3予算:収支計画及び資金計画
「第3業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実施することにより、中期目標の期間にお
ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

「第2業務の効率イヒに関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた計

画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。

1自 己収入の増加に関する事項

成育医療に関する医療政策を牽引していく拠′点としての役割を果たすため、運
営費交付金以外の外部資金の積極的な導入に努めること。

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ
等、外部資金の獲得を行う。

2資産及び負債の管理に関する事項 2資産および負債の管理に関する事項
センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行ない、固定負債

(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的
に適正なものとなるよう努めること。

センタTの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な

固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切

なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保す

る。

(1)予  算 男」紙2

(2)収支計画 男り紙3

(3)資金計画 月可紙4

第4短期借入金の限度額

‐
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1限度額 2,100百万円

2想定される理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応

(2)業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費への対応

(3)予定外の準職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対

応

第5重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

なし

第6剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資(建物等の整備・修繕、医療機

器等の購入等)及胡瞥入金の償還に充てる。

第5その他業務運営に関する重要事項 第7その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1施設・設備整備に関する事項 1施設。設備整備に関する計画

施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及

び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努めること。

中期 目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5のとおりとす

る。

2人事の最適化に関する事項 2人事システムの最適化

センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に努

めるとともに、人事評価を適切に行うシステムを構築すること。

また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さらに、

優秀な人材を持続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非公

務員型独立行政法人の特性を活かした人材交流の促進等を推進すること。

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させる

とともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入する。当該制度の適

切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を生かした人材交流の促進等、優秀な人材を持続的に

確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国立

病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体制

を構築する。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努める。
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3人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者につ

いては、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十

分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防

止や復職支援の対策を講%。

また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努める。

(2)指標

センターの平成22年度期首における職員数を○,○○○人とするものの、医

師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見

込まれるものであり、中期目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努める。

(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

31,568百万円

3その他の事項 4その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必

要なアクションプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるよう
に努めること。また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が

理解しやすい方法、内容で情報開示を行うように努めること。

ミッションの確認、現状の把握、問題 ,点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を開くよう、努めること。

センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプラ

ンを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやすい

方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。

ミッションの確認や現状のIEl握 、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するよう、職員の意見をセンター内メール・システム等にて

聴取を行うよう努める。

【成育医療】  |
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担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究。開発の推進 (別 l紙 ) 担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発の推進 6」紙1)

1.重点的な研究。開発戦略の考え方 1重点的な研究・開発戦略の考え方

少子化が急激に進むなか、次世代を担う子どもとその家族の健康は国民的課

題であり、センターに期待される役害Jは極めて大きい。

こうした状況の下、センターは、母性・父性及び乳児・幼児の難治疾患、生殖器

疾患その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特

に治療を必要とするもの(以下「成育疾患」という。)に関し、遺伝性・先天性疾患、

稀少性疾患等解決が困難とされる疾患に対する医療を含め、成育医療における

諸問題を一つ一つ克服していくことが求められている。

このため、センターは、成育医療におけるイノベーションの創造と活用を図り、

疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や、画期的な予防・診断・治療法等

の開発を目指した研究・開発を推進していくこと。

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標を

設定するなど、センターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化及び

具体化すること。

急激な少子化の進行の中で、次世代を担う子供と家族の健康の確保に関する

研究を推進することが、センターに期待されている使命である。

そこで、受精・妊娠に始まって、胎児期、新生児期、小児期、思春期を経て次世

代を育成する成人期へと至る、リプロダクションによつてつながれたライフサイクル

に生じる疾患、すなわち、成育疾患について、その診断・治療並びに予防法の開

発を目指すため、基礎研究・疫学研究・臨床研究を連携させ総合的な研究・開発

を推進する。

このため、中期 目標の期間中に平成 21年度に比し、英文・和文の原著論文発

表数を 5%以上増加させる。

2具体的方針 2具体的方針

(1)疾病に着目した研究 (1)疾病に着日した研究

① 成育疾患の本態解明

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまで

を研究対象にすることにより、成育医療に係る疾患のメカニズムを解明し、予防・

診断 治́療への応用の糸口となる研究を推進する。

① 疾患の本態解明

成育疾患、特に先天性免疫不全症、先天代謝異常症等の希少疾患について、

最新の技術による予防・診断・治療法の開発に向けた、成育疾患の発症機序や

病態の解明につながる研究を推進する。また、不妊・不育・胎児死亡の原因究

明、受精・着床メカニズムの解明に資する研究、さらに発症メカニズム解明に関す

る研究を推進する。

② 成育疾患の実態把握

我が国の成育疾患の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移の把握、

疫学研究によるリスク・予防要因の究明等、成育疾患の実態把握に資する研究を

② 成育疾患の実態把握

我が国の成育疾患について、その原因、危険因子などの探索に資するため、そ

れらの疾患の罹患、転帰等の実態を把握する疫学研究を推進する。
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推進する。

③ 高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進

成育疾患に対する高度丼駆的な予防、診断、治療法の開発に資する研究を推
進する。

また、既存の予防、診断、治療法に対する多施設共同研究等による有効性の
比較等、標準的予防、診断、治療法の確立に資する研究を推進する。
また、高度先駆的な予防:診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや

臨床情報の収集及びその解析を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進

成育疾患の迅速かつ正確な診断に関する研究。開発や、安全かっ効果的な遺
伝子・細胞治療の研究・開発を目指す。

成育疾患の原因究明に加え、環境因子や栄養状態が胎児や乳幼児の成長・発
達に与える長期的影響も視野に入れ、予防手法開発への展開を目指す。
成育疾患に対する既存の治療法について、多施設共同研究等を実施し、有効

性と安全性を検証し、標準的治療法の確立を推進する。

小児期に特有の感染症や臓器移植後の免疫不全状態等に関する新規の診
断法の開発を推進する。

また、各種の先天性疾患や小児がんその他の研究に必要な生体試料や臨床
情報を収集し、成育医療に関する研究開発への有効活用を図る。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略 (基本方針)(平成 21年 12月 30日 閣議決定)」 においては、ラ

イフ・イノベーションによる健康大国戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技
術の研究開発・実用化の促進が求められている。
この趣旨を踏まえ、成育疾患に関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現

場へ応用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)、 特に高
度に専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治験・臨床研究の実
現を目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬
品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。
これらにより平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売後臨床試験も含
む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増加を図ること。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

成育医療にかかる研究の成果を新しい診断・治療技術の開発につなげるため
の研究を推進する。すなわち、成育疾患に係る網羅的遺伝子構造・発現解析や
網羅的蛋白貢解析により、創薬標的候補分子の探索を行う。
成育疾患に対する医薬品等については、治験、適応拡大ならびに外国では有

効性と安全性が検証されているが国内では未承認の医薬品等について治験をは
じめとする臨床研究を推進する。

このため、中期目標の期間中に平成 21年度に比し、臨床研究実施件数(倫理
委員会にて承認された研究をいう。)及び治験(製造販売後臨床試験も含む。)の

実施件数の合計数の5%以上の増カロを図る。

(2)均てん化に着日した研究 (2)均 てん化に着 日した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与

① 医療の均てん化手法の開発の推進

診断・治療ガイドラインの作成及び地域の医療機関において広く使用される

【成育医療】
する研究を推進する。

成育医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るため、系統だっ

た教育・研修方法の開発を推進する。

ための方法論の確立等に必要な研究を推進し、先進医療・高度医療について中

期目標の期間中に3件申請を目指す。

次世代の成育医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材の育成を図るた

め 、人材育成教育ツールの開発を含め、系統だった教育・研修システムの開発

を推進する。

② 情報発信手法の開発

成育医療に関する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上さ

せるため、医療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進する。

② 情報発信手法の開発

成育医療に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上さ

せるため、広く国内外の知見を収集評価し、ホームページ等を通じて、国民向け・

医療機関向けに最新の診断・治療情報等の提供を行うための研究を実施する。

別紙2中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算   別紙3中期計画(平成22年度から平成26年度)の収支計画
別和M中 期計画 (平成22年度から平成26年度)の資金計画  別紙5医療機器整備・建物整備に関する計画
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男11眠 3
男11低 2

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の予算く案>

(注 1)計数は原Rllと してそれぞれ四捨五入によつているので、蟷数において合EIと は一致しないものがある。

(注 2)診療報酬改定は考慮していない。

(注 3)総与改定及び物価の変動は考慮していない。

(注 4)このほか、国から承饉する―切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件贅の見積り]

期間中総額31.568百 万円を支出する。

上記の額は、役員IE酬並びに職員薔本綸、職員略手当、超過動務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員

給与に相当する籠囲の費用である。

[運営費交付金の諄定ルール]

※ 調整中

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の収支計画<案 >

(注)計数は原則1と してそれ ぞれ四捨五入に よつて いるので、端数において合計 とは一致 しな いものがある。

(単位 :百万円)

区  別 金 額

収 入

運営費交付金

長期借入金等

業務収入

その他収入

計

25,041

170

60,314

4,899

98,925

支 出

業務経費

施設整備費

借入金償還

支払利息

その他支出

計

83,729

5,649

3,366

707

2,835

96.286

(単位 :百万円 )

区  別 金 額

費用の部

収益の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

経常収益

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金戻入

業務収益

医業収益

研修収益

研究収益

その他

土地建物貸与収益

宿舎賞与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

95,710

95,671

94,951

43.367

17,153

9,433

12,817

12,132

707

13

39

96.275

96.236

24,547

223

70,886

66,068

40

4.490

287

114

441

24

39

565

0

565
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別紙 4

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の資金計画<案 >

(単位 :百万円)

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、増数において合計とは一致しないものがある。

(注 2)前期よりの繰越金1ま 、国立高度専門医療センター特別会計からのものを示す。

(注 3)このほか、国から承織する一切の権利義務に係る収入支出がある。

別紙 5

施設 。設備に関する計画<案 >

日立成育医療研究センターが担うべき研究及び医療を中長期的に安定して実施
できるよう、本中期計画期間中、医療機器等及び施設設備整備について、研究・
医療の高度化、経営面の改善及び患者の療養環境の改善を図るために必要な投資
を行うものとする。

なお、本計画は、毎年の経営状況年を総合的に勘案し、必要な見直しを行うも
のとする。

区  別 金 額

資金支出

資金収入

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診療業務による支出

教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期日標の期間への繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

情報発信業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

長期借入による収入

その他の収入

前期よりの繰越金

98,925

84,436

6,254

8,936

56,359

7, 120

1,089

4,679

5,649

6,2∝

2,639

9&925
94,435

25,041

1,123

3,368

64,072

40

211

580

0

2,574

170

2,404

1,916

区  別
予 定 額
(百万円)

財  源

医療機器等整備 長期借入金等

合  計

-103- -104-
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【長寿医療】
中期日標(案 ) 中期計画(案 )

独立行政法人通則法 (平成H年法律第103号 )第29条第1項の規定に基づ

き、独立行政法人国立長寿医療研究センターが達成すべき業務運営に関する目

標 (以 下「中期目標」という。)を次のように定める。

平成22年○月○日

厚生労働大臣 長妻 昭

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29
条第1項の規定に基づき平成22年○月○日付けをもつて厚生労働大臣から指
示のあった独立行政法人国立長寿医療研究センターの中期目標を達成するた

め、同法第30条の定めるところにより、つぎのとおり独立行政法人国立長寿医療

研究センター中期計画を定める。

平成22年○月○日

独立行政法人国立長寿医療研究センター

理事長 大島 伸一

前文 前文

我が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変イと、医療技術

等の高度化等により医療を取り巻く環第が大きく変化するとともに、国民の医療に

対するニーズも変化しており、このような変化に対応した国民本位の総合的かつ

戦略的な医療政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果的、効率的に推進するため、国立高度専門医

療研究センターには、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や高度先駆

的医療の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水準を向上させ、もつて公

衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく拠点となることが求
められている。

このため、国立高度専門医療研究センターは、国内外の関係機関と連携し、資
源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体となって、研究・開発及び人材育成
に関し、国際水準の成果を継続して生み出し、世界をリードしていくことが期待さ
れる。

独立行政法人国立長寿医療研究センター (以下「センター」という。)は、平成
16年に老化メカニズム及び老年病発症機序の解明を目指す基礎及び臨床研究
並びに高齢者に特有な疾病に関する包括的な医療、看護、リハビツテーション等
の体制確立及び推進等を目的として設置された国立長寿医療センターを前身と
する。

急速に進展する高齢社会を豊かで活力に満ちたものとするためには、高齢者

独立行政法人国立長寿医療研究センター (以下「センター」という。)は 、平成
16年に老化メカニズム及び老年病発症機序の解明を目指す基礎及び臨床研

究、高齢者に特有な疾病に関する包括的医療、看護・リハビリテーション等の体

制確立及び推進等を目的として設置された国立長寿医療センターを前身とする。

我が国における、世界に例を見ない急速な少子高齢化を踏まえ、国立長寿医

療センターはこれまで、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾患であっ

て、高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下、
「加齢に伴う疾患」という。)に 関し、診断・治療、調査・研究、技術者の研修を行う
とともに、加齢に伴つて生ずる心身の変化に関し調査・研究を行ってきた。.

一方で、急速に進行する高齢社会を豊かで活力に満ちたものとするためには、
高齢者に対する医療の充実とともに、老年医学及び老年学に関する研究基盤及
びネットワークの整備拡充が必要不可欠であり、センターは、健康長寿社会を実

現するための医療上の諸課題を着実に解決するため、老人保健及び福祉とも連

携し、その中核的役割を果たしていく必要がある。

このため、センターは、加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究、技術の

開発や、これらに密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うとともに、
国の医療政策として、カロ齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を
図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを使命として、国内外の研究機
関。医療機関等と連携し、長寿医療に関する国際水準の成果を継続して生み出
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【長寿医療】
に対する医療の充実とともに老年医学及び老年学に関する研究基盤及びネット

ワークの整備拡充が必要不可欠である。

また、「新成長戦略 (基本方針)(平成21年 12月 30日 閣議決定)」 (以下、「新成

長戦略」という。)においては、超高齢社会に対応した社会システムを構築し、す
べての高齢者が家族と社会のつながりの中で生涯に渡り生活を楽しむことのでき

る社会の構築を目指すこととされている。

センターは、老人保健及び福祉とも連携し、積極的な情報収集及び成果等の

世界への情報発信、長寿医療の普及に向けた人材育成のための教育及び研修

並びに得られた成果に基づく積極的な政策提言を行っていくことで健康長寿社

会の実現にその役割を果たすことが求められている。

していく。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成 22年 4月 1

日から平成 27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営

に関する日標 (以下「中期目標」という。)を達成するための計画を以下のとおり定

める。

第1中期目標の期間

センターの中期 目標の期間は、平成22年 4月 から平成27年 3月 までの5年間と

する。

第2国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第1国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するために取るべき措置

センターが国際水準の研究を展開しつつ、我が国の治験を含む臨床研究を推

進するため、以下に掲げる中核機能を強化する。

これにより、高度先駆的医療の開発及び標準医療の碓立のための臨床を指向

した研究を推進し、その成果を継続的に生み出していく。

1研究・開発に関する事項 1.研究・開発に関する事項

(1)臨床を志向した研究・開発の推進 (1)臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推

進し、優れた研究・開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このた

め、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。

① 研究所と病院等、センター内の連携強化 ① 研究所と病院等、センター内の連携強化

臨床現場における課題を克服するための基礎研究を円滑に実施し、また、基

礎研究の成果を臨床現場へ反映させるため、研究所と病院との合同会議や共同

研究の推進等により、人的交流を図るとともに、各部署の高度な専門性に基づい



【長寿医療】
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た連携を推進する。

これにより、病院・研究所による共同研究を、年 20件以上実施する。
② 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」(平成19年 4月 26日 内
閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官学が密接に連携し
て臨床研究・実用化研究を進める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業界、
研究機関及び治験実施医療機関等との連携

② 産官学等との連携強化

国内外の産業界、研究機関、治験実施医療機関等とも、共同研究・受託研究
の推進等により、各組織の高度な専門性に基づいた連携を図るため、「医療クラ
スター」の形成等、研究の基盤となる体制を整備する。
これにより、企業との共同研究の実施数を、中期目標の期間中に、平成 21年

度に比べ 20%増加させる。

また、治験実施数 (国際共同治験を含む)を 、中期目標の期間中に、平成 21

年度に比べ 10%増加させる。

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備 ③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

倫理委員会、共同研究・受話研究審査委員会、長寿医療研究開発費評価委員
会等の活用により、研究・開発についての企画・評価体制を整備する。

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ④ 知的財産の管理強化及び活用推進

研究・開発の成果を確実に知的財産に結びつけるため、研究開発成果の流出
に対する防止策の構築等により、効果的な知的財産の管理を強化するとともに、
産業界との連携等により、知的財産の活用を推進する。
このため、職務発明委員会を随時開催するとともに、同委員会において、年15

件以上の審査を行う。

(2)病院における研究・開発の推進 (2)病院における研究・開発の推進
治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。
① 臨床研究機能の強化

治験等の臨床研究の実施体制の強化のため、治験業務に携わる人材の充実を
はじめとした、治験等の臨床研究の支援体制の整備に努める。

② 倫理性・透明性の確保

倫理委員会等の機能強化のため、臨床研究により発生しうる有害事象等安全
性に関わる課題に関し、辱療安全委員会等との情報共有等による連携を推進す
る。

倫理性・透明性確保のため、臨床研究等に携わる職員に対する教育の実施等
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により、殿員の意識向上のための機会を確保する。

また、臨床研究に参加する患者・家族に対する説明書・同意書の内容につい

て、倫理委員会等において重点的な審査を行い、臨床研究の趣 旨やリスクに関

する適切な説明と情報開示につなげる。

これらの取り組み等を通じ、治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性

をもつて円滑に実施するための基盤の整備に努める。

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (3)担 当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究。開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究。開発を着実に推進す

ること。

これらの研究基盤の強化により、高度先駆的医療の開発やその普及に資する

研究・開発を着実に推進する。

具体的な方針については別紙 1の とおり。

2医療の提供に関する事項 2医療の提供に関する事項

我が国における長寿医療の中核的な医療機関として、「高齢社会対策大綱 (平

成13年 12月 28日 閣議決定)」 に定める「国民が生涯にわたって健やかで充実し

た生活を営むことができる豊かな社会」の構築を目指し、国内外の知見を集約

し、高度先駆的医療の提供を行うこと。

また、長寿医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に基づいた医療
の提供を行うこと。

高齢者に特有な疾患に関する高度先駆的医療技術を提供するとともに、高齢

者に対する有効性や安全性の向上を目指した長寿医療の標準化を行う。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

センターの研究成果や、国内外の研究施設及び医療機関等の知見を集約し、

高齢者に特有な疾患の予防、診断、治療及び機能低下の回復のための高度先

駆的医療を提供する。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

研究所と病院の連携による臨床研究の成果を踏まえ、長寿医療の標準化を推

進するため、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供を行う。

具体的には、既に有効性が示されている既存の医療技術についても、高齢者

に安全な低侵襲手技による手術、高齢者に最適な業物療法等、高齢者に対する

有効性や安全性の向上を目指した長寿医療の標準化を目指す。

患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信

頼関係を構築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的

に行うことができるよう支援することに加え、チーム医療の推進、入院時から地域

(2)患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供

① 患者の自己決定への支援

患者・家族に対する説明に当たっては、標準的な医療はもとより、高度先駆的
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ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充実等により、患者の視′点に

立った良質かつ安心な医療の提供を行うこと。

な医療技術であつても平易な説明に努めることにより情報の共有化に努め、高齢

者である患者自身やその家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行

うことができるよう支援する。

また、セカンドオピニオン外来を設置し、患者・家族の相談に対応する。

② 患者等参カロ型医療の推進

患者等参加型医療及びセルフマネジメントの推進の観点から、ホームページに

よる患者向け情報の発信や、リーフレットの配布等により、患者の医療に対する理

解を支援する機会を提供する。

また、定期的な患者満足度調査の実施、日常的な患者・家族からの意見収集

等をもとに、診療等業務の改善を行い、患者の視点に立った良質かつ安心な医

療の提供に努める。

さらに、患者の意見を運営に反映させるための患者満足度調査を、年1回以上

実施する。

③ チーム医療の推進

医師及びその他医療従事者等、それぞれの特性を生かした多職種連携かつ診

療科横断によるチーム医療を推進し、特定の職種への過度な負担を軽減するとと

もに、質の高い医療の提供を行う。

このため、多職種から構成される院内診療チームの合同カンファレンス、合同回

診等を、週1回以上開催する。

④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

医療の提供に必要なネットワークの構築に努め、急性期の受入れから、回復

期、維持期、再発防止まで一貫した包括的なプログラムに基づく医療を提供する
とともに、患者に対し切れ目なく適切な医療を提供できるよう、紹介先医療機関等
の確保に努め、入院から地域ケアまで見通した医療の提供を行う。

⑤ 医療安全管理体制の充実

医療事故報告の有無に関わらず、医療安全管理部門が定期的に病院内の安
全管理体制を検証し、その改善のための対策を立案し、各部門に対して助言を

行う等、医療安全管理を統括、監督する体制を充実する。

【長寿医療】
また、医療安全管理部門の担当者は、関係法令、各種指針等にのつとつて、病

院各部門における医療安全に関わる管理体制の編成、日常的な医療安全の管

理業務、医療事故等の発生時における初動対応と危機管理等を統括する。

(3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供認知症患者、家族を支援するための医療体制を構築するとともに、医療と介護

の連携を推進すること。 ① 認知症に関する医療及び包括的支援の提供

認知症患者、家族を支援する医療体制を構築するため、医療と介護等の連携

を推進するとともに、センターにおいて、地域の医療施設、介護施設、自治体関

係者等と連携し、認知症に対するモデル的な医療を提供する。

このため、医療者、介護者、家族等を交えたカンファランスの開催件数を、中期

目標の期間中、平成 21年度に比べ 10%増加する。

高齢者の在宅療養生活を支援し、切れ日のない医療の提供を行うため、モデ

ル的な在宅医療支援を提供すること。

② モデル的な在宅医療支援の提供

患者の在宅療養生活を支援し、切れ目のない医療の提供を行うため、全国を

代表する在宅医療関係者等との連携等により、モデル的な在宅医療を推進す

る。

また、センターにおいて、在宅医療支援病棟を中心に、モデル的な在宅医療

支援を提供する。

このため、在宅医療支援病棟の新入院患者数を、中期目標の期間中、平成

21年度に比べ 20%増カロさせる。

患者に対するインフォームドコンセント等におけるモデル的な終末期医療の提

供を行うこと。

③ モデル的な終末期医療の提供

終末期医療についての国民のコンセンサスの形成に資するよう、センターにお

いて、モデル的な終末期医療のあり方について検討し、提供する。

3人材育成に関する事項 3.人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、長寿医療及びその研

究を推進するにあたリソーダーとして活躍できる人材の育成を行うとともに、モデ

ル的な研修及び講習の実施及び普及に努めること。

(1)リ ーダーとして活躍できる人材の育成

レジデント等の若手医療従事者、流動研究員等の若手研究者に対する教育・

指導体制の充実により、長寿医療分野において将来専門家として活躍する人材

の育成を推進する。

また、センター職員に対する長寿医療分野に関する教育機会を確保する。

さらに、老年医療に関する医学生向けセミナー等を、年1回以上開催する。
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【長寿医療】

(2)モデル的研修・講習の実施

長寿医療の均てん化の推進を目的として、長寿医療に携わる医療従事者を対
象としたモデル研修・講習を実施することとし、特に認知症患者、家族を支援する
医療体制を構築するために、全国各地で認知症患者の地域支援の調整等に携
わる医師を対象とした研修等により、医療と介護等の連携を推進する。
これにより、医療従事者のニーズを踏まえた、医療従事者向け研修会を、年 1

回以上開催するとともに、修了者数を年 20名 以上とする。
4医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 4.医療の均てん化と情報の収集。発信に関する事項
センター及び都道府県における中核的な医療機関間のネットワークを構築し、

高度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

(1)ネットワーク構築の推進

長寿医療に携わる医療従事者を対象としたモデル研修・講習等を通じ、全国の

中核的な医療機関等との連携を推進する。
また、認知症サポート医養成研修会を、年5回以上開催するとともに、修了者数

を年300名 以上とする。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が長寿医療に関して信頼の
おける情報をわかりやすく入手できるよう、国内外の長寿医療に関する知見を収
集、肇理及び評価し、科学的根拠に基づく診断及び治療法等について、国民向
け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。

(2)情報の収集・発信

医療従事者や患者・家族が長寿医療に関して信頼のおける情報を解りやすく
入手できるよう、センターが国内外から収集、整理及び評価した長寿医療に関す
る最新の知見や、センターが開発する高度先駆的医療や標準的医療等に関する
情報について、インターネットの活用等により国民向け・医療機関向けの広報を
行う。

5国への政策提言に関する事項 5国への政策提言に関する事項

医療政策をより強貝な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即したも
の重 るため、科学的見地から専門的提言を行うこと。

我が国において、医療政策の企画がより3i固 な科学的裏づけを持ち、かつ、実
情に即したものになるよう、国と連携しつつ、長寿医療分野において事業に取り
組む中で明らかとなった課題の解決策等について、科学的見地から専門的提言
を行う。

また、専門的提言の実施に必要な知見を集積するため、科学的根拠に基づい
た検討の基盤となる社会医学研究等の推進を図る。
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6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 6その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応 (1)公衆衛生上の重大な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請

に応じ、迅速かつ適切な対応を行うこと。

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請

に積極的に協力するとともに、ヤンターの有する医療資源 (施設・設備及び人材

等)の提供等、協力可能な範囲で迅速かつ適切に対応する。

(2)国 際貢献 (2)国際貢献

我が国における長寿医療の中核的機関として、その特性に応じた国際貢献を

行うこと。

研究成果の諸外国への発表や、外国人研究者の継続的な受入れ等、長寿医

療分野における我が国の中核的機関として求めらオじる国際貢献を行う。

また、長寿医療に関する国際シンポジウムを、年1回以上開催する。

第3業務運営の効率化に関する事項 第2業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1効率的な業務運営に関する事項 1効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期的に

事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うこと。

(1)効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組iJ4内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用する体制を構築する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部門の

再編を行う。

① 冨」院長複数制の導入

特命事項を担う副院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化する。

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。

センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。
① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系とな
るよう見直し

② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

③ 医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等
収入の確保

(2)効率化による収支改善

医薬品医療材料等に対する他法人との共同入札の促進等による契約単価の見

直し並びに業務委託の適切な活用等及び道切な給与体系の見直し、診療収入

の増加を図ることにより、収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した損

益計算において、経常収支率を100%以 上となるよう経営改善に取り組む。

① 材料費の節減
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医薬品医療材料等の購入方法の見直しにより、材料費率の抑制に努める。

② 給与制度の適正化

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与

等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。

③ 一般管理費の節減

平成21年度に比し、中期目標の期間において、一般管理費率 (人件費、退職

給付費用等を除く。)の抑制に努める。

④ 建築コストの道正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案

内等の督促業務に努めることで、平成21年度に比して(※ )医業未収金比率の縮

減に取り組む。

また、診療報酬請求業務については、院内のレセプト点検体制の確立等により

適正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成21年度 (平成21年4月 ～平成22年 1月 )医業未収金比率○〇%
医業未収金比率=医業未収金/医業収益

2電子化の推泄ゴ 2.電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を推進し、情報を経営分析等

に活用すること。

(1)電子イヒの推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化に取り組むよ

う努めるとともに、情報セキ■リティの向上を図る。

また、電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的な取組を行う。

推進にあたつては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に努め

ること。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

企業会計制度への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い

財務状況を把握するとともに経営改善に努める。

3法令違守等内部練制の適切な構築 3法令遵守峯内部統制の道切な構築

入札及び契約事務の公正性及び透明性の確保を含む法令遵守 (コ ンプライア 入札・契約事務の公正性や透明性の確保を含む法令遵守 (コ ンプライアンス)
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ンス)等内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原貝Jとして一般競争入札等によるものとし、競争性及び

透明性が十分確保さ泌 方法により実施すること。        .

等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。

契約業務については、原則として一般競≒ヽ 札等によるものとし、競争性、公正

性、透明性を確保し、道正に契約業務を遂行する。

第4財務内容の改善に関する事項 第3予算、収支計画及び資金計画

「第3業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実施することにより、中期目標の期間にお

ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

「第2業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた計

画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。

1 自己収入の増加に関する事項 1 自己収入の増加に関する事項

長寿医療に関する医療政策を牽引していく拠点としての役割を果たすため、運

営費交付金以外の外部資金の積極的な導入に努めること。

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ

等、外部資金の獲得を行う。

2資産及び負債の管理に関する事項 2資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行ない、固定負債

(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努めること。

センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な

固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切

なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保す

る。

(1)予  算 別紙2

(2)収支計画 男り紙3

(3)資金計画 男り紙4

第4短期借入金の限度額

1限度額 1,400百 万円

2想定される理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応

(2)業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費へのヽヽ

(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対

応

第5重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画
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なし

第6剰余金の使途

決算において乗」余を生じた場合は、将来の投資(建物等の整備・修繕、医療機
器等の購入等)及 び借入金の償還に充てる。

第5その他業務運営に関する重要事項 第7その他主務省令で定める業務運営に関する事項
1施設・設備整備に関する事項 1施設・設備整備に関する計画

施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及
び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努めること。

中期目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5のとおりとす
る。

2:人事の最適化に関する事項 21人事システムの最適化
センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に努

めるとともに、人事評価を適切に行うシステムを構築すること。
また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さらに、

優秀な人材を持続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非公

務員型独立行政法人の特性を活かした人材交流の促進等を推進すること。

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させる
とともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入する。当該制度の適
切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することによ
り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を生かした人材交流の促進等、優秀な人材を持続的に
確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国立
病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体制
を構築する。

女性の働きやすい環現を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ
う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き
やすい職場環境の整備に努める。

3人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者につ
いては、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十
分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防
止や復職支援の対策を講じる。

【長寿医療】
また、幹部職員など専F目 的な技術を有する者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努める。

(2)指標

センターの平成 22年度期首における職員数を○,OOO人 とするものの、医

師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見

込まれるものであり、中期 目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努める。

(参考)中期 目標の期間中の人件費総額見込み

16,022百万円

3その他の事項 4その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必

要なアクショレンプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるよう

に努めること。また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が

理解しやすい方法、内容で情報開示を行うように努めること。

ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。

センターのミッシヨンを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプラ

ンを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやすい

方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するよう、職員の意見をセンター内メール・システム等にて

聴取を行うよう努める。
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燿当領″ 特性を踏た た戦帥 かつ重点的な研究・開発の推進鰯」紙) 担当領域の特性を踏漱 た戦略的・重点的な研究・開発の推進鰯」紙1)

1:重点的な研究=南努戦略め考えガ 1重′点的な研究・開発戦略の考え方

加齢に伴つて生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者
が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以 下「カロ齢に伴

う疾患」という。)を克服するため、センターは、病院、研究所の連携を基盤とし

ながら、国内外の医療機関、研究機関との共同研究の一層の推進を図りつ

つ、認知症や運動器疾患等加齢に伴う疾患の発症機序の解明につながる基

礎的研究の推進や疫学研究等による日本人のエビデンスの収集から、予防医

学技術の開発、基礎医学の成果を活用した橋渡し研究、臨床に直結した研

究。開発までを総合的に進めていくこと。

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標
を設定するなど、センターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化
及び具体化すること。

カロ齢に伴つて生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であつて高齢者が

自立しだ日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下「カロ齢に伴う疾

患」という。)を克服するため、センターの前身である国立長寿医療センターにお

ける研究・開発の成果を踏まえつつ、認知症や運動器疾患等カロ齢に伴う疾患の

発症機序の解明につながる基礎的研究や疫学研究等による日本人のエビデンス

の収集の推進から、予防医学技術の開発、基礎医学の成果を活用した橋渡し研

究、臨床に直結した研究・開発等を総合的かつ計画的に推進する。

また、これらの研究・開発を、長寿医療分野において発展させるための手段の

一つとして、活発な論文発表や学会発表等を通じ、その成果を、内外の研究者

や医療関係者に対してのみならず、社会全体に対し広く発信していく。
このため、英文・和文の原著論文発表総数を、中期目標期間に、平成21年度

に比べ 10%以上増カロさせる。

また、国内・国際学会における発表(講演を含む)数を、中期目標期間に、平

成 21年度に比べ 10%以上増加させる。

2県体的方針 2具体的方針

(1)疾病に着目した研究 (1)疾病に着■した研究

① カロ齢に伴う疾患の本態解明

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまで

を研究対象にすることにより、アルツハイマこ病や骨粗縁症等加齢に伴う疾患の

メカニズムを解明し、予防・診断・治療への応用の糸口となる研究を推進する。

① カロ齢に伴う疾患等の本態解明

認知症を来す代表的疾患であるアルツハイマー病、血管性認知症等の予防法

及び治療法の開発に必須となる認知症の発症メカニズムの解明に関する研究を

行う。

また、高齢者の代表的運動器疾患である骨粗豚症等の発症メカニズムの解明
に関する研究を行う。

その他、加齢に伴つて生ずる心身の変化のメカニズムの解明を推進するため、
生体防御機能、感覚神経機能、脂肪代謝機能等の生体機能の加齢に伴う変化
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を分子レベル、細胞レベル及び個体レベルで研究する。

② カロ齢に伴う疾患の実態把握

我が国のカロ齢に伴う疾患の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移の

把握、疫学研究による加齢に伴う疾患のリスク・予防要因の究明等、加齢に伴う

疾患の実態把握に資する研究雄 進する。

② カロ齢に伴う疾患の実態把握

その他の重点的な研究課題として、カロ齢に伴つて生じる心身の変化及び加齢

に伴う疾患の実態を把握するため、加齢変化を医学、心理学、運動生理学、栄

養学等の広い分野にわたつて長期的に調査・研究する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

カロ齢に伴う疾患に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発に資する研

究を推進する。

また、既存の予防、診断、治療法に対する多施設共同研究等による有効性の

比較等、標準的予防、診断、治療法の確立に資する研究を推進する。

また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや

吹床情報の収集及びその解析を推進する。

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進

認知症や運動器疾患等のカロ齢に伴う疾患の予防法の開発を行うとともに、これ

ら疾患の発生原因ともなりうる、日常生活の自立度の低下を防ぐための研究を行

うとともに、既存の予防手法について、適切な評価指標を用い、有効性と安全性

を検証するための研究を行う。

アルツハイマー病等の認知症の早期診断や治療評価の指標となる画像診断法

やバイオマーカー等の開発を推進するとともに、分子メカニズムに着目した根治

的治療法の開発に資する研究を推進する。

また、加齢に伴う運動器疾患等の治療法の開発に資する研究を推進するととも

に、高齢者の機能回復のため、高齢者のQOLを損ねる日腔機能や排泄機能の

障害における再生・再建医療の研究を推進する。

さらに、高齢者の薬物動態に応じた投薬量の決定方法の開発、それらに配慮し

た臨床試験・検査の在り方等についての検討を行う。

また、研究に必要な、バイオリソースや臨床情報を収集し、解析を行う研究を実

施する等、その有効な活用を図る。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

新成長戦略においては、ライフ・イノベーションによる健康大国戦略として、革

新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発・実用化の促進が求められている。
この趣旨を踏まえ、カロ齢に伴う疾患に関する研究成果等を安全かつ速やかに

臨床現場へ応用するために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)、

特に高度に専門的な知識や経験が要求される等実施に困難を伴う治験・臨床研

究の実現を目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

医薬品及び医療機器の開発を目指した研究を行う。具体的には、認知症関連

物質に関わる薬剤の開発、介護機器の安全性評価基準の確立等の研究を推進

する。

また、これらの研究成果を安全かつ速やかに臨床現場へ応用するために、医薬

品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む)の実現を目指した研究を推進し、特

に国民の健康への影響が大きい疾患分野については、より積極的に推進する。

さらに、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬
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品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。

これらにより平成 21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数
(倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売後臨床試験も含
む。)の実施件数の合計数の 10%以 上の増加を図ること。

品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。

このため、臨床研究実施件数 (倫理委員会にて承認された研究をいう。)及び治
験 (製造販売後臨床試験も含む。)の実施件数の合計数を、中期目標の期間中、
平成21年度に比べ年10%以上増加させる。

(2)均てん化に着目した研究 (2)均てん化に着日した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与
する研究を推進する。

長寿医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るため、系統だった
教育・研修方法の開発を推進する。

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携により、高齢者に特有な疾患を対象とした、科学的根拠に
基づいた診断・治療ガイドラインの作成に取り組む。

また、長寿医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材の育成を図るため、研
究指導、教育普及の両面から、系統的な教育・研修方法の開発を推進する。
さらに、在宅医療に関し、地域における多職種連携の促進・普及のためのカリキ

ュラム開発や、家族介護者の介護負担の軽減に資する研究等を推進する。
加えて、連携講座にかかる修士、博士課程を、年3名 以上修了させる。

② 情報発信手法の開発

長寿医療に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上さ
せるため、医療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進する。

② 情報発信手法の開発

長寿医療に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上
させるため、医療従事者や患者・国民への啓発手法の研究を推進する。
その際、特に患者に対する啓発手法の研究に当たっては、患者が高齢である

ことや、認知機能が低下rtA向 にあること等を踏まえ、対象者及び対象疾患あ特性
に合わせた効果的な啓発手法の研究を推進する。
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別紙2中期計画 (平成22年度から平成26年度)の予算   別紙3中期計画 (平成22年度から平成 26年度)の収支計画
別紙4中期計画 (平成22年度から平成 26年度 )の資金計画  別紙5医療機器整備・建物整備に関する計画
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(単位 :百万円)

区  別 金  額

収 入

運営費交付金

長期借入金等

業務収入

その他収入

計

17,297

263

23.539

2,985

44,085

支 出

業務経費

施設整備費

借入金償還

支払利息

その他支出

計

38,758

3,641

490

58

469

43.416

長寿

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の予算<案 >

男11氏 2

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、jH数において合計とは一致しないものがある。

(注 2)診薇報酬改定は考慮していない。

(注 3)給与改定及び物価の変動は考慮していない。

(注 4)こ のほか、日から承饉する一切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件ltの 見積り]

期間中総額16.022百 万円を支出する。

上記の

“

は、役員ll酬並びに職員薔本綸、職員請手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員

給与に相当する範囲の費用である。

[遭営費交付金の算定ルール]

※ 調整中

別 1眠 3

中期計画 (平成 22年度から平成 26年度)の収支計画く案>

(単位 :百万円)

区 別 金 額

費用の部

収益の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

経常収益

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金戻入

業務収益

医薬収益

研修収益

研究収益

土地建物貸与収益

宿舎賞与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

41,226

41,175

41,056

20,632

6,246

2,494

3,089

8,594

58

61

51

綱 ,301

4,271
16,714

276

24,232

22,626

85

1,521

25

13

11

30

75

0

75

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
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別紙 5
月11紙 4

中期計画 (平成22年度から平成26年度)の資金計画<案>

(単位 :百万円)

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、蟷数において合計とは一致しないものがある。

(注 2)前期よりの構越金は、日立高度専門医療センター特別会計からのものを示す。

(注 3)このほか、国から承継する一切の権利義務に係る収入支出がある。

施設 。設備に関する計画<案>

国立長寿医療研究センターが担うべき研究及び医療を中長期的に安定して実施
できるよう、本中期計画期間中、医療機器等整備について、研究・医療の高度化

経営面の改善及び患者の療養環境の改善を図るために必要な投資を行うものとす

る。

なお、本計画は、毎年の経営状況等を総合的に勘案し、必要な見直しを行うも
のとする。

区  別 金 額

資金支出

資金収入

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診療業務による支出

教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

長期借入による収入

その他の収入

前期よりの繰越金

44,085

38,816

6,653

11,851

16,127

1,186

237

2,762

3,641

959

668

興
40,886

17,297

607

4,048

18,801

83

49

0

920

263

657

2.279

区  別
予 定 額
(百万円)

財  源

医療機器等整備 長期借入金等

合 計
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