
2024年 6 月 20日 

厚生労働大臣 

武見敬三 殿 

 

全国保険医団体連合会 

 

マイナ保険証利用・マイナカード取得強要キャンペーンの是正・中止、 

「被保険者証交付義務」省令規定の削除中止を求める要望書 

 

厚労省は、５月24日に「健康保険証の交付義務」規定を削除する省令改正案をパブリッ

クコメントに付しました。保団連は、６月６日に公式Ｘ上でパブコメへの意見提出を呼び

掛け、短期間で200万インプレッションを記録するなど関心が大きく広がっています。大阪

協会の調査でも今年に入ってからマイナトラブルが65％の医療機関で報告されており、紐

づけミスも含めたトラブルが散見されています。医療機関・薬局、患者・国民の「保険証

を残して欲しい」と願う意見を踏まえて、「被保険者証の交付義務」省令規定の削除は中

止すべきです。 

5月から７月のマイナ保険証利用促進キャンペーンでは、厚労省マニュアルに沿って医療

機関・薬局側が患者にマイナ利用が強力に呼び掛けられていますが、そのことが患者トラ

ブルを招いています。マイナ保険証の利用促進にとどまらず、任意のマイナカード取得を

強要する形となり、任意原則に反するとして反発が強まっています。 

また、12月2日以降も最大1年間の健康保険証が使えることやマイナ保険証を持たない方

には当分の間、申請によらず資格確認書が交付されことがほとんど周知されていない中で

「12月以降はマイナ保険証がないと医療が受けられない、薬がもらえない」などの誤認を

招いています。医療機関・薬局の責任とされていることに反発も広がっています。強引な

マイナ利用キャンペーンは中止すべきです。 

 

記 

＜要請内容＞ 

マイナ保険証利用・マイナカード取得強要キャンペーンは中止・是正すること 

マイナトラブルが続く中で「被保険者証交付義務」省令規定の削除は中止すること 
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2024 年 6 月 16 日 

厚生労働大臣 

武見 敬三 殿 

 

マイナカード取得、マイナ保険証利用を強要しないで 

マイナ保険証利用キャンペーンは中止を求めます 

6 月 20 日 厚労省要請 事前質問 

 

全国保険医団体連合会 

 

 

６月２０日の厚労省要請の事前質問を送付します。当日ご回答いただけますようお願い申し

上げます。 

 

＜マイナ保険証利用促進キャンペーン＞ 

Q1：厚労省は 5 月から７月のマイナ保険証利用促進集中取組月間において、保険医療機関、

保険薬局に対して「マイナ保険証利用勧奨」、「マイナカード取得勧奨」キャンペーンへの協

力を強要しているが、保険医療機関、保険薬局が協力する義務はあるのか？ 

 

Q2：厚労省はマイナ保険証利用率が３％以下の医療機関・薬局に対して一斉にマイナ保険証

利用勧奨のメールを送信している。受け手側としては義務性があるもの、「個別指導」とも

受け止めている。保険医療機関等に義務性がないものを強要するメールやアンケートや送る

ことは問題ではないか。 

 

Q3:令和 5 年度補正予算でマイナ保険証利用増に対しインセンティブ補助金（217 億円）を

計上したが、当該補助金は、保険医療機関等から申請なしで厚労省から支払う仕組みとした。

破格の扱いとした法的根拠は？他の補助金でもプッシュ型の補助金を採用するのか？ 

マイナ保険証推進に加担したくない医療機関等も受取拒否することができる仕組みは設け

ているか？ 

 

＜マイナ保険証利用促進チラシ、トークスクリプト＞ 

Q4:厚労省作成のチラシを見た患者さんから、「１２月で保険証が使えなくなる」「マイナカ

ードの切り替えが必要と誤認した」との受け止めが相次いでおり、国民の誤解を招き、不安・

懸念を抱かせている。チラシを回収または修正する考えはないか？ 

 

Q5：医療機関・薬局向けの台本（トークスクリプト）では、医療機関・薬局からのマイナカ

ード利用の声掛けに対して「いいえ」と回答した患者・国民に対しても、マイナ保険証利用

登録、マイナ保険証利用を強要する話法になっている。また、マイナカード所持していない

2



方にも、保険証廃止を人質にマイナカード取得を強調する話法としている。トークスクリプ

トを回収または修正する考えはないか？ 

 

Q6:トークスクリプト（台本）は、マイナカードの取得は国民の任意選択（申請主義）とし

た番号法に反するのではないか？ 

武見厚労大臣もマイナカード取得やマイナ保険証利用登録、マイナ保険証の利用は任意と繰

り返し答弁している。医療機関・薬局での声掛けで法令違反ともとれる行為が散見されるが

厚労省としての責任はないのか？ 

 

Q7:また、医療機関・薬局での声掛けやチラシには、マイナ保険証を持っていない方に申請

によらず「資格確認書」が交付されることや現行の健康保険証は１２月２日以降も最大１年

間使用できることなど法的権利も明示・説明されていない。 

医療機関・薬局と患者との関係性、優位な立場を利用して強要することは信頼関係を破壊す

るものであり、声掛けやチラシ配布は直ちに中止すべきだが、キャンペーンを主導・推進し

てきた責任をどう考えているのか？ 

 

＜押し付けによる患者トラブルと厚労省の責任＞ 

 

Q8：強引かつ違法性があるマイナ保険証利用勧奨、マイナカード取得勧奨による被害が SNS

で告発され、メディアでも報道されている。 

「薬局で健康保険証では受付できないと言われた」、「マイナ保険証を勝手に紐づけられた」、

「マイナ保険証しか使えないと誤解した」など苦情が相次いでいます。 

患者が処方箋を薬局に出しているのにマイナ保険証でしか受付できなかったことにより、薬

局側が患者さんに謝罪文を出すに至った事例も出ている。 

「薬局で今年の７月末で保険証（後期高齢）が使えなくなる、次回からマイナカード持参し

てと言われた」「１２月以降マイナカード（マイナ保険証）がないと一旦１０割負担になる

ので注意して」と言われたなど「虚偽」情報を窓口で伝えられて患者さんが困惑している。 

 

＜処方箋を提出しても薬がもらえない 法令解釈＞ 

 

Q9：健康保険証を受け取らない運用を開始した薬局は、患者が処方箋を提示しているのに正

当な理由なく処方薬を出さなかったことと捉えられる。「マイナ保険証でしか薬出さない」

は薬剤師法第２１条「調剤の求めに応ずる義務」にも抵触するのではないか。 

 

Q10：テレビ朝日「モーニングショー」の報道では、厚労省が「薬局で受付をマイナ保険証

に限定する行為についてコメントしている。マイナ保険証優先受付やマイナ保険証のみ受け

付けるとした運用に対して見解をお伺いしたい。 
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2024年 6 月 19日 

 

厚生労働大臣 

武見敬三 殿 

 

６月 18日参議院厚労委員会の武見大臣答弁を受けての追加質問 

 

全国保険医団体連合会 

 

6 月 18 日参議院厚労委員会の審議を踏まえて追加質問します。ご回答お願いし

ます。 

 

Q1.マイナキャンペーンによるトラブルへの対処 

武見大臣は「報道によると一部の薬局で「マイナ保険証のみ受け付け」と受け

取られてしまった」「マイナ保険証のみとか健康保険証のみとか受付で無理強い

しないで」との趣旨で答弁されました。 

厚労省が提供しているトークスクリプトに沿って対応しただけで患者側が

「マイナカード取得、マイナ保険証の利用」を強要されたと受け止めています。

配布されたチラシを合わせた説明等により「12 月で現行の健康保険証が使えな

くなる」と誤認されています。 

武見大臣は「引き続き丁寧に説明し、適切に運用してもらうよう働きかける」

と答弁しましたが、誤認・誤解の元となったチラシの表現等の修正、トークスク

リプトによる話法の修正など具体的な修正対応は行わないですか？ 

 

Q2.マイナ優先受付について 

武見大臣は「公立病院でのマイナ保険証専用レーン設置や診察順番を先行さ

せるなどが実際には想定される」と答弁し、マイナ保険証の優先受付そのものは

否定しませんでした。 

マイナ保険証により受付事務が効率化されるとする根拠として、①システム

登録への手間が軽減される②問診表などでの聞き取るよりも正確かつ効率的③

スムーズな受付が可能となる等を例示しました。 

しかし、現状ではマイナ保険証の方が受付に時間を要することは明らかであ

り、厚労省の認識は医療現場の実態から大きく乖離しています。現行の健康保険

証の方が早かったら保険証優先受付も許されるのでしょうか。 

 

Q3.マイナトラブルに伴う国民の不安払拭について 
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武見大臣は「マイナンバー紐づけミスの総点検は終了した」「安心して利用で

きる環境が整備された」と答弁しました。 

しかし、マイナンバー紐づけミスの総点検は 23年 9月時点の情報であり、その

後の転居・転職等に伴う現在のデータに基づく点検となっていません。事実関係

をご説明いただきたい。 

また、大阪府保険医協会が 6 月 6 日に公表したマイナトラブル調査では、マ

イナンバー紐づけミスを含むさまざまなトラブルが未だに続いていることが分

かりました。武見大臣が「安心して利用でいる環境が整備された」とした根拠は

何か？ 一連のマイナトラブルについて解消されていないと認識しているがい

かがか？ 

 

Q4.被保険者証交付義務規定の削除について 

武見大臣は「健康保健法施行規則のける被保険者証の交付義務の削除は、23年

6月の健康保健法が改正を受けた省令の改正に過ぎない」と答弁したが、改正法

では健康保険証の廃止は規定されていないが、同法改正では、資格確認書が新設

されただけであり、現行の健康保険証が廃止されるという規定は存在しないが

法令解釈を示されたい。 
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令和６年６月１８日 厚生労働                                                             【未定稿】 

 - 20 - 参議院記録部 

 

し
っ
か
り
と
連
携
を
し
て
そ
の
こ
と
に
当
た
る
こ
と
は
も

う
明
白
で
あ
り
ま
す
。
実
際
に
、
こ
の
消
費
者
庁
の
方
で

今
現
在
こ
う
し
た
業
務
に
関
わ
る
在
り
方
を
整
理
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
中
で
も
し
保
健
所
の

業
務
が
増
加
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
消
費
者
庁
と
き
ち
ん

と
連
携
を
し
な
が
ら
、
そ
の
保
健
所
の
業
務
と
い
う
も
の

を
そ
の
た
め
に
充
実
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
私
ど
も

の
方
と
し
て
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
は
整
理
を
し
て
い
る
段
階
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
答
弁
と
し
て
は
そ
う
い
う
形
に
な
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

○
田
村
ま
み
君 

Ｇ
Ｍ
Ｐ
の
要
件
化
が
き
ち
っ
と
厳
し
く

さ
れ
れ
ば
、
お
か
し
な
も
の
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
淘

汰
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
そ
の
点
に
つ
い

て
も
寄
り
添
っ
た
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

以
上
で
す
。 

○
倉
林
明
子
君 

日
本
共
産
党
の
倉
林
明
子
で
す
。 

 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
り

ま
し
て
、
大
手
の
薬
局
に
よ
る
、
マ
イ
ナ
保
険
証
し
か
受

け
付
け
な
い
、
マ
イ
ナ
保
険
証
が
な
い
と
薬
は
出
さ
な
い
、

こ
う
い
う
窓
口
で
の
対
応
に
批
判
の
声
が
上
が
り
ま
し
て
、

利
用
者
が
抗
議
を
す
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て
薬
局
側
が
謝

罪
文
を
出
す
と
、
こ
ん
な
事
態
に
発
展
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
対
応
、
こ
れ
薬
担
規
則
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
御
認
識
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。 

○
国
務
大
臣
（
武
見
敬
三
君
） 

一
部
の
薬
局
に
つ
い
て
、

御
指
摘
の
報
道
の
内
容
に
基
づ
け
ば
で
す
よ
、
こ
の
薬
局

に
お
け
る
利
用
促
進
の
声
掛
け
が
マ
イ
ナ
保
険
証
で
な
け

れ
ば
受
け
付
け
な
い
も
の
と
来
局
さ
れ
た
方
に
受
け
取
ら

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
承
知
し
ま
す
。 

 

他
方
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
で
は
、

医
療
機
関
、
薬
局
に
お
い
て
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
わ
せ
て

も
ら
え
ず
、
そ
れ
か
ら
健
康
保
険
証
の
提
示
を
求
め
ら
れ

た
と
い
っ
た
逆
の
相
談
も
実
は
受
け
て
い
る
ん
で
す
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
医
療
現
場
に
お
い
て
、
患
者
に
対

し
て
無
理
強
い
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
丁
寧
に
説
明
を

行
っ
て
、
御
指
摘
の
省
令
で
、
薬
局
は
処
方
箋
、
マ
イ
ナ

保
険
証
、
健
康
保
険
証
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
患
者

の
資
格
確
認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え

て
、
こ
れ
を
適
切
に
運
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で

す
。 

 

そ
の
上
で
、
こ
の
医
療
Ｄ
Ｘ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
で
ご
ざ
い

ま
す
マ
イ
ナ
保
険
証
を
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
御
利
用

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
引
き
続
き
利
用
促
進
に
丁
寧
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
倉
林
明
子
君 

今
大
臣
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
薬
担
規

則
に
よ
れ
ば
、
処
方
箋
だ
け
で
も
薬
は
受
け
取
れ
る
ん
で

す
よ
。
資
格
確
認
も
保
険
証
で
オ
ー
ケ
ー
な
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
抜
き
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
し
か
受
け
付
け

な
い
と
、
こ
う
い
う
や
り
方
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
こ

の
薬
担
規
則
か
ら
い
っ
て
も
抵
触
す
る
お
そ
れ
と
い
う
の

が
私
は
十
分
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
適
切
に
対
応
し

て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
徹
底
し
て
適
切
に
対

応
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
は
申
し
上
げ
た
い
。 

 

そ
も
そ
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
と
い
う
の

は
任
意
が
原
則
と
、
こ
れ
法
で
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
う
し
た
対
応
に
、
河
野
大
臣
は
、
や
り
過
ぎ
注
意

と
い
う
ふ
う
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

法
令
違
反
あ
る
い
は
こ
の
法
令
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
い
う
認
識
こ
そ
、
私
は
河
野
大
臣
と
も
共
有
す
べ
き

だ
と
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。 

 

さ
ら
に
、
医
療
機
関
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る

か
と
い
い
ま
す
と
、
次
回
か
ら
は
マ
イ
ナ
保
険
証
で
な
い

と
後
回
し
に
な
り
ま
す
と
、
ま
る
で
差
別
的
な
対
応
が
窓

口
で
さ
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
も
伺
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
を
強
要
す
る
と
い
う
よ
う
な
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
は
中
止
、
誤
っ
た
対
応
に
つ
い
て
は
直
ち
に

是
正
を
行
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
い
か
が
で
す
か
。 

○
国
務
大
臣
（
武
見
敬
三
君
） 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

は
、
医
療
機
関
等
に
よ
っ
て
確
実
な
本
人
確
認
や
資
格
確

認
の
実
施
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
シ
ス
テ
ム
へ

の
資
格
情
報
の
入
力
な
ど
の
手
間
が
軽
減
を
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
患
者
か
ら
問
診
票
な
ど
で
聞
き
取
る
よ
り
も

正
確
か
つ
効
率
的
に
デ
ー
タ
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
か
ら
、
ス
ム
ー
ズ
な
受
付
が
可
能
に
な
る
な
ど
の
メ

6
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リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。 

 
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
個
々
の
事
案
に
も
よ
り

ま
す
が
、
こ
う
し
た
保
険
証
に
よ
る
事
務
の
効
率
化
や
待

合
室
の
混
雑
の
解
消
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
各
医
療
機
関

に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
々
の
受
付
の

専
用
レ
ー
ン
を
設
け
る
と
い
っ
た
対
応
で
あ
る
と
か
、
診

察
の
順
番
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
な
ど
は
実
際
に
想
定
を
さ

れ
ま
す
。 

 

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
医
療
機
関
に
対

し
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
を

行
い
、
適
切
に
運
用
し
て
い
た
だ
く
よ
う
働
き
か
け
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
倉
林
明
子
君 

聞
い
た
の
は
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
め
た

方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。 

 

厚
労
省
は
、
利
用
率
が
低
い
医
療
機
関
に
対
し
て
、
マ

イ
ナ
保
険
証
の
利
用
拒
否
や
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
使
え

な
い
状
態
に
あ
る
場
合
は
、
先
ほ
ど
紹
介
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
療
担
規
則
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
、
脅
し
と

も
取
れ
る
よ
う
な
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
い
る
ん
で
す
ね
、

既
に
。
何
で
こ
れ
、
医
療
機
関
で
の
利
用
が
伸
び
な
い
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。 

 

大
阪
保
険
医
協
会
が
六
月
に
な
っ
て
取
り
ま
と
め
た
ア

ン
ケ
ー
ト
あ
り
ま
す
。
資
格
情
報
が
無
効
に
出
る
と
い
う

ト
ラ
ブ
ル
、
相
変
わ
ら
ず
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
上
、
黒

丸
印
が
出
て
く
る
、
二
か
月
た
っ
て
も
資
格
が
無
効
、
こ

う
い
う
ト
ラ
ブ
ル
に
加
え
て
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
不
具

合
も
少
な
く
な
い
で
す
。
さ
ら
に
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
電

子
証
明
書
、
こ
れ
前
も
指
摘
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
既
に

有
効
期
限
切
れ
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
回
答

の
中
で
二
割
の
医
療
機
関
で
有
効
期
限
切
れ
が
発
生
し
て
、

既
に
で
す
よ
、
出
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
こ

れ
資
格
確
認
書
と
し
て
使
え
な
い
と
い
う
代
物
に
な
る
わ

け
で
す
ね
。
資
格
確
認
が
使
え
な
い
と
い
う
マ
イ
ナ
カ
ー

ド
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。 

 

こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
が
続
い
て
い
る
中
で
、
医
療
機
関

が
、
保
険
証
お
持
ち
で
す
か
と
、
保
険
証
あ
れ
ば
一
発
確

認
で
き
る
か
ら
で
す
よ
、
聞
く
の
当
た
り
前
だ
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
す
か
。 

○
国
務
大
臣
（
武
見
敬
三
君
） 

マ
イ
ナ
保
険
証
は
、
昨

年
春
に
確
か
に
別
人
の
ひ
も
付
け
問
題
な
ど
が
報
道
さ
れ

て
、
医
療
現
場
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
不
安
な
ど
も
あ

り
ま
し
た
。 

 

登
録
済
み
デ
ー
タ
な
ど
の
必
要
な
確
認
作
業
を
完
了
す

る
と
と
も
に
、
新
規
の
ひ
も
付
け
誤
り
を
防
止
す
る
た
め

の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
を
導
入
し
て
お
り
ま
す
。

国
民
の
皆
様
に
安
心
し
て
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
い
た
だ

け
る
環
境
は
整
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
国
民
の
約
七
割
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
常

に
携
帯
し
て
、
あ
っ
、
四
割
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

常
に
携
帯
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

経
験
者
の
約
四
人
に
三
人
が
マ
イ
ナ
保
険
証
を
今
後
も
利

用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
な
ど
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
ま

す
と
、
患
者
と
直
接
接
す
る
医
療
現
場
に
お
け
る
利
用
奨

励
が
極
め
て
重
要
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。 

 

よ
り
多
く
の
国
民
の
皆
様
に
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
体

験
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
こ
の
メ
リ
ッ
ト
を
含

め
て
丁
寧
に
こ
れ
を
周
知
、
広
報
を
行
う
な
ど
、
引
き
続

き
こ
の
利
用
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
が
私
ど
も
の
役

割
だ
と
思
い
ま
す
。 

○
倉
林
明
子
君 

便
利
や
っ
た
ら
利
用
率
伸
び
る
ん
で
す

よ
、
ほ
っ
と
い
て
も
。
と
こ
ろ
が
、
利
用
率
で
言
う
た
ら
、

過
去
最
高
だ
っ
た
四
月
で
も
六
パ
ー
や
っ
と
超
え
た
と
こ

ろ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
じ
ゃ
、
現
実
ち
ゃ
ん
と
見
な
い
と

駄
目
だ
と
私
言
い
た
い
。
医
療
機
関
の
責
任
じ
ゃ
な
い
で

す
よ
、
声
掛
け
て
い
な
い
か
ら
持
っ
て
こ
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
よ
。
実
際
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
、
資
格

の
確
認
、
こ
れ
が
確
実
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
決
定
的

な
マ
イ
ナ
保
険
証
の
欠
陥
が
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
す
よ
。 

 

私
、
改
め
て
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
、

健
康
保
険
証
の
交
付
義
務
規
定
を
削
除
す
る
省
令
改
正
案
、

こ
れ
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
か
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
く
中
で
、
こ
の
保
険
証

廃
止
、
今
こ
れ
が
確
認
の
担
保
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
こ
れ
、
国
民
に
更
な
る
混
乱
も
た
ら
す
よ
う
な
こ

と
を
強
硬
に
進
め
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
や
め
る
べ
き
だ

と
、
交
付
義
務
の
規
定
の
削
除
、
こ
れ
中
止
、
強
く
求
め

た
い
。
い
か
が
で
し
ょ
う
。 
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○
国
務
大
臣
（
武
見
敬
三
君
） 

今
年
の
十
二
月
二
日
か

ら
こ
の
現
行
の
健
康
保
険
証
の
新
規
発
行
を
終
了
し
、
マ

イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
し
た
仕
組
み
に
移
行
す
る
こ
と
は
、

国
会
で
の
御
審
議
を
踏
ま
え
て
昨
年
成
立
し
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
等
一
部
改
正
法
と
同
法
に
基
づ
き
昨
年
十
二
月
に

交
付
さ
れ
た
政
令
に
よ
り
、
既
に
決
定
が
さ
れ
て
お
り
ま

す
。 

 

委
員
御
指
摘
の
省
令
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の

施
行
に
向
け
て
他
に
必
要
な
関
係
法
令
の
整
備
を
行
う
も

の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
健
康
保
険
証
の
交
付
義
務

に
係
る
規
定
の
削
除
を
中
止
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て

お
り
ま
せ
ん
。 

 

引
き
続
き
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
の
必
要
な
手

続
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
倉
林
明
子
君 

こ
ん
な
強
引
な
進
め
方
、
法
令
に
も
反

す
る
よ
う
な
、
抵
触
す
る
よ
う
な
こ
ん
な
強
引
な
進
め
方

と
い
う
の
は
、
必
ず
国
民
の
反
発
を
招
く
と
い
う
こ
と
を

強
く
申
し
上
げ
た
い
。
健
康
保
険
証
の
存
続
こ
そ
決
断
す

べ
き
だ
と
申
し
上
げ
て
、
終
わ
り
ま
す
。 

○
天
畠
大
輔
君 

代
読
い
た
し
ま
す
。 

 

れ
い
わ
新
選
組
の
天
畠
大
輔
で
す
。 

 

ま
ず
、
障
害
者
の
意
思
伝
達
装
置
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。 

 

意
思
伝
達
装
置
は
、
発
話
困
難
な
重
度
障
害
者
に
と
っ

て
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
か
、
そ

れ
に
よ
っ
て
社
会
参
加
で
き
る
か
が
決
ま
る
極
め
て
重
要

な
ツ
ー
ル
で
す
。 

 

資
料
一
の
と
お
り
、
意
思
伝
達
装
置
に
は
、
例
え
ば
指

で
ス
イ
ッ
チ
を
押
し
て
文
字
を
入
力
す
る
も
の
、
視
線
で

文
字
を
入
力
す
る
も
の
な
ど
、
当
事
者
の
残
存
し
た
機
能

に
合
わ
せ
て
様
々
な
種
類
、
形
態
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
資
料
二
の
と
お
り
、
意
思
伝
達
装
置
を
購
入
す

る
際
に
は
、
車
椅
子
と
同
様
に
補
装
具
と
し
て
公
費
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
補
装
具
と
し
て
の
支
給
決
定
は
、
身

体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
判
定
に
基
づ
き
、
各
市
町
村
が

判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

意
思
伝
達
装
置
を
必
要
と
す
る
当
事
者
か
ら
は
、
自
治

体
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、
障
害
児
や
Ａ
Ｌ
Ｓ
な
ど
の
進
行

性
の
難
病
患
者
に
は
支
給
決
定
が
下
り
に
く
い
と
い
う
話

を
聞
い
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
Ａ
Ｌ
Ｓ
の
当
事
者
は
、

気
管
切
開
を
ま
だ
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
意
思
伝
達

装
置
の
支
給
決
定
を
受
け
ら
れ
な
い
そ
う
で
す
。 

 

し
か
し
、
進
行
す
れ
ば
気
管
切
開
に
な
る
こ
と
は
明
白

で
あ
り
、
近
い
将
来
を
見
据
え
て
意
思
伝
達
装
置
を
導
入

し
な
け
れ
ば
、
進
行
後
の
意
思
伝
達
、
つ
ま
り
は
Ｑ
Ｏ
Ｌ

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
断
絶
は
死
を
意
味
す
る
ほ
ど
重
い
も
の
だ
と
、
私
も
一

当
事
者
と
し
て
、
そ
の
恐
怖
が
痛
い
ほ
ど
分
か
り
ま
す
。 

 

早
急
に
意
思
伝
達
装
置
の
支
給
決
定
を
す
べ
き
と
考
え

ま
す
が
、
大
臣
、
い
か
が
で
す
か
。 

○
国
務
大
臣
（
武
見
敬
三
君
） 

補
装
具
費
の
支
給
決
定

に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
判
定
に
基
づ

き
、
市
町
村
が
障
害
者
お
一
人
お
一
人
の
身
体
状
況
や
生

活
環
境
等
の
諸
条
件
を
考
慮
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。 

 

こ
の
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
進
行
上
の
難
病
の
方
に
つ
い
て
、
補
装

具
費
支
給
事
務
取
扱
指
針
を
今
年
の
三
月
に
改
正
を
い
た

し
ま
し
た
。
判
定
時
の
身
体
状
況
が
支
給
要
件
に
達
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
急
速
な
進
行
に
よ
り
支
給
要

件
を
満
た
す
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
迅
速
に
支
給
決

定
を
行
う
こ
と
と
す
る
旨
、
地
方
自
治
体
に
通
知
を
い
た

し
ま
し
た
。 

 

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
対
応
が
進
む
よ
う

に
、
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
と
自
治
体
に
周
知
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
委
員
長
（
比
嘉
奈
津
美
君
） 

天
畠
君
が
発
言
の
準
備

を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

○
天
畠
大
輔
君 

一
般
論
と
し
て
、
気
管
切
開
の
有
無
で

判
断
す
る
の
は
お
か
し
い
と
、
大
臣
、
は
っ
き
り
御
答
弁

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。 

○
国
務
大
臣
（
武
見
敬
三
君
） 

こ
れ
は
も
う
、
補
装
具

の
支
給
事
務
取
扱
指
針
、
今
年
三
月
に
改
正
し
た
、
そ
の

考
え
方
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

判
定
時
の
身
体
状
況
が
支
給
要
件
に
達
し
て
い
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
急
速
な
進
行
に
よ
り
支
給
要
件
を
満
た

す
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
迅
速
に
支
給
決
定
を
行
う
こ

と
と
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
考
え
方
の
下
で
、

実
際
に
に
こ
う
し
た
、
事
前
に
こ
う
し
た
要
件
を
満
た
す
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マイナ保険証の利用促進「協力する」は３４％ 

今年になってもトラブル「あった」６５％ 

保険証廃止「反対」９０％ うち「保険証は併存すべき」約７割 

マイナ保険証に関するアンケート／結果概要／ 

現在、政府はマイナ保険証利用推進の取り組みとして、５月から７月までを「マイナ

保険証利用促進集中取組月間」と位置付け、各医療機関に利用促進の協力要請や掲示物

が送付されているところです。保団連・保険医協会には、強引な利用促進の押し付けに

対する疑問や患者への呼びかけによる窓口で呼びかけによるトラブル事例が寄せられ

ています。そこで大阪府保険医協会は、「マイナ保険証利用促進集中取組月間」の受け止

めや、オンライン資格確認・「マイナ保険証」に関するアンケートを 5 月３１日に会員

医療機関に FAX送信し、２４７件の回答が寄せられました。 

■「協力する」 ８３ →利用促進は「義務」ではないが、「義務と思っていた」２２、「思っていない」４７ 

【意見＊一部抜粋】協力者からも「強引」「性急」 

・利用推進はいいが、やり方が強引すぎる。もっと現場の声を聞くべき。 

・利便性は理解できるが性急すぎる。 

・ポスターを貼っているが、利用は少ない。 

・高齢者が多くカードリーダーの接続方法について都度説明が要る為、スタッフ１人が必要。 

・河野大臣が「通報せよ」と言うので。 

■「協力は考えていない」 １０８  

【意見＊一部抜粋】 

 ・不具合多く、とても今の状態では患者様に対し推進できない。 

 ・医師、事務、患者の多くが利便性を感じていない。 

 ・不具合多く、とても今の状態では患者様に対し推進できない。 

 ・マイナンバーカードは紛失の危険があるので常時携帯できない。 

■「わからない」 ４５  ＊無回答１１ 

■「あった」 ４３  

【事例＊一部抜粋】マイナ保険証（電子証明書）期限切れも「保険証もっていたので確認」 

・早くに作った高齢者。「マイナンバーカードに有効期限があるのを知らなかった」と。 

・職員も患者も有効期限があることを知らず、うまく対応できなかった。 

・初期に作成された方が切れていた。 

・保険証を持っていたので保険証で確認した。 

■「なかった」 １７８  ＊無回答２６ 

■「あった」 １６０ 次頁に事例一覧 

■「なかった」 ４６ ＊無回答４１ 

2024.6.6  大阪府保険医協会 

１.マイナ保険証の利用推進の協力依頼について 「協力は考えていない」 １０８ 

２.マイナ保険証の有効期限が切れた例はありましたか 「あった」 ４３ 

３.今年 1月以降にオンライン資格確認、マイナ保険証のトラブル 「あった」 １６０ 
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【事例＊一部抜粋】紐づけ点検後も「紐づいていない」事例。根本的な問題が未解決。 

  ・会社が変わった際にマイナ保険証だからすぐに反映されると思っていたが、退職して 10

日たったが反映されていなかった。 

  ・「資格がない」と出たので保険組合に問い合わせをした。2か月たっても連携できていない

保険組合があった。 

  ・2カ月経っても資格は無効。保険証原本で確認して、保険診療している。 

  ・社保と国保がどちらも有効と出たケースがありました。社保と国保間で情報はわからない

そうです。マイナンバーからは社保が先に表示されるようです。 

  ・資格取得日が違うことは多々ある。 

  ・保険証原本は交付済みなのにオン資と紐づいていない。 

  ・●印が出るのはしょっちゅうある。小さい「つ」「や」等が大きいままなのでエラーに。 

  ・後期の 3割など割合が間違っていたり、医療証と割合違いが多い。 

■「返戻があった」 ４３ 「月途中の保険資格変更」２０ 「保険資格なし」１１ 「負担割合の齟齬」１８ 「限度額認定」４ 

■「減点があった」 ８  「月途中の保険資格変更」３ 「保険資格なし」２  

 

■「変化はないと思う」 １２  

■「混乱すると思う」 ２２９→「受付業務に忙殺」１８９ 「待ち時間が長く」１３４ 「スタッフ増やさせざるを得ない」３９ 

 

 
 

■「賛成」  ７ 

■「反対」 ２２２ →「当面延期すべき」 ３７ 「保険証は併存すべき」 １７０ 

■「賛否どちらとも言えない」 １６  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

他人の情報が紐づけられていた

資格取得日が違っていた

その他

限度額認定に誤り等があった

負担割合の齟齬

名前や住所の間違い

該当の被保険者番号がない

カードリーダーが接続できない

カードリーダーでエラーがでる

●印で出る

資格情報が無効

トラブル事例
根本的な問題が

未解決

４.今年 1月以降に保険者からの返戻・減点について 「返戻」 ４３、「減点」 ８ 

５.健康保険証が廃止された場合の受付業務について 「混乱すると思う」 ９３％ 

 

６.健康保険証の 2024年 12月 2日に廃止されることについて 「反対」 ９０％ 

７４ 

５５ 

７４ 

４０ 

３２ 

２９ 

１７ 

１４ 

１４ 

６ 

２ 

お問合せ 大阪府保険医協会 電話 06-6568-7721 担当／田川 
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医療機関向け

マイナ保険証促進トークスクリプト

令和6年3月版

• 各種調査では、約4割の方がマイナンバーカードを常時携行しています。
• 患者さんの、来院時、受付時などでの声掛けの参考としてご利用ください。
• 資料「患者周知用資料_リーフレット」も併せてご活用ください。

マイナンバーカードをお持ちでしょうか？

最初のお声がけ

当日持参していない場合 まだ作成していない場合

当院ではマイナンバーカードを保
険証として利用いただけます。次
回来院時はぜひお持ちください。
保険証利用の登録は、マイナ
ポータルやセブン銀行ATMなど
のほか、当院のカードリーダーで
も簡単に行うことができます。

2024年12月2日に現行の健
康保険証の発行が終了します。
まずはぜひ、お早めにマイナン
バーカードの作成をお願いいた
します。
また、マイナンバーカードを保険
証利用するための登録は、マイ
ナポータルやセブン銀行ATMな
どのほか、当院のカードリーダー
でも簡単に行うことができます。

いいえはい

カードリーダーの近くにある「使い方」を見ながら、受付をお願いします。
途中、「過去のお薬情報の共有に同意しますか」という画面で「同意」を
押していただければ、医師（歯科医師）が、患者さんが最近服用された
お薬などを確認しながら診察することができます。
※顔認証付きカードリーダーへ案内し終話

メリットのご説明

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、過去
のお薬情報の提供に同意いただくことで、医師（歯科医
師）が、患者さんが今飲んでいるお薬や最近飲まれたお
薬を確認して、飲み合わせや、同じ効能のお薬が複数の
医療機関から出ていないか確認でき、患者さんにより安
全な医療を提供することができます。

他にも高額療養費の手続きが不要になるなどのメリット
がありますが、本日からご利用されませんか？

※資料「患者周知用資料_リーフレット」を適宜活用ください。

2024年12月2日に
現行の健康保険証の
発行が終了します。
ぜひ、お早めの切り替
えをお願いいたします。

いいえ

（終話）

患者さんのメリットなど、こちらに詳しい
説明がありますので、ぜひご覧下さい。
※可能であれば資料「患者周知用資料_
リーフレット」をお渡しする

詳細などを
聞かれた場合

いいえ

当院ではマイナンバーカードを保険証
として利用いただけます。
カードリーダーの画面に表示される案
内に沿って、受付をお願いします。

不明点など
あった場合

【電子処方箋対応医療機関のみ】
「電子処方箋利用促進トークスクリプト」で電子処方箋を案内する。

はい

「患者周知用資料_
カードリーダー使い方」
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利用促進支援策を活用いただくためのチェックリスト 

（その1 窓口・受付対応編）

① 窓口での声掛け（「マイナンバーカードをご利用ください。」）
受付の際、これまでの「健康保険証をお持ちですか」に替えて、まず「マイナン
バーカード（マイナ保険証）」の利用をお声かけしていますか。 
持参されていない方には、「ぜひ次回はマイナンバーカードをお持ちください」
とお声かけしていますか。 
マイナンバーカードで資格確認できた患者に対して、特段の理由なく、改め
て健康保険証の提示を求めるようなことをしていませんか。 

□ 

② チラシ・ポスター等の院内配布・掲示
マイナンバーカード（マイナ保険証）を利用いただくために、目に見えるところ

にポスター等が掲示されていますか。ポスターの掲示は医療DX推進体制整
備加算の要件の一つ（※）であり、一時金の支給条件にもなります。 
※要件を満たすポスターは参考資料のP２に掲載しております。
受付などに「保険証を提示ください」といったプレートなどを置いていませんか。
「マイナンバーカードの利用又は保検証の提示をお願いします」との修正をお
願いいたします。 

 厚生労働省では、来院患者に配布するためのチラシを作成していますが、活
用していますか。チラシの配布は、ポスターの掲示とともに一時金の支給条件と
なります。 

  また、マイナ保険証を利用すれば、医療費（20円）が節約されます。院内
掲示等でご案内していますか。 

□ 

③ 健康保険証の利用申込みに関するご案内
マイナンバーカードさえお持ちであれば、窓口のカードリーダーで健康保険証の利

□ 

〇 各種調査では、約４割の方が普段からマイナンバーカードを携行しています。 

〇 窓口・受付での声掛けや掲示の工夫がマイナ保険証の利用につながります。また、受診の
際、より多くの方にマイナンバーカードを持参いただくためには、ホームページやリーフレットの見直
しが有効です。ぜひ、以下のチェックリストを活用いただき、取組をお願いいたします。各種チラシ
やポスターについては、厚生労働省HPからダウンロード可能ですのでぜひご利用ください。(詳細
は参考資料P１～４をご参照ください。)
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用申込みが可能です。院内の掲示等でご案内していますか。 

➃ 担当者の配置や専用レーンの設置 
 マイナンバーカード(マイナ保険証)を初めて利用される際には戸惑われる方もお
られます。 

 ご案内担当者を取組の最初の時期に配置することや、専用レーンの設置など
によって利用増につながっている例もあります。担当者の配置や専用レーンの設
置、ポップ等のご案内の掲示など、積極的なご検討を行っていますか。 

□ 

 

（その2 ホームページ等のご案内見直し編） 
※ いずれの項目についても、具体的な記載例は参考資料のP５に掲載しています。ぜひご活用く

ださい。 
 

① 「受診の際持参するもの」に「マイナンバーカード（マイナ保険証）」も記載 
医療機関のＨＰやリーフレットなどに、「受診の際に持ってくるもの」として、「健康保

険証」のみを記載している場合、「マイナンバーカード（マイナ保険証）または健康保
険証」に修正していますか。 

□ 

② マイナ保険証での受診では「限度額適用認定証」が不要であることを明記 
 医療機関のＨＰやリーフレットに、マイナ保険証で受診する場合は「限度額適用認定
証」が不要であることを明記していますか。 

□ 
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