


 

東京都地域医療構想調整会議設置要綱 

 

 

平成28年10月18日付28福保医政第1104号 

 
 
（目的） 

第１  医療法第30条の14に基づき東京都地域医療構想（平成28年８月１日付東京都告示第

1349号）（以下「地域医療構想」という。）の実現に向けた取組について協議するため、

「東京都地域医療構想調整会議（以下、「調整会議」という。）」を構想区域ごとに設置

する。 

 

（所掌事項） 

第２ 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域の医療の状況について 

(2)  地域の医療機能の確保について 

(3) その他地域医療構想の実現に向けた取組等について 

  

（構成） 

第３  調整会議は、当該構想区域内の医療機関、医療関係団体、医療保険者及び区市町

村等によって構成する。 

 

（座長） 

第４ 調整会議に座長及び副座長を置く。 

 ２ 座長は、第３に定める者の中から互選により定め、副座長は医療関係者及び区市

町村等の行政機関より座長が指名する。 

 ３ 座長は、調整会議の会務を総理する。 

 ４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

  

（関係者の出席） 

第５ 調整会議に出席した医療機関は、第３で定める者以外であっても、座長の許可の

下意見を言うことができる。 

 ２ 座長は、必要と認める場合には、第３で定める者以外の出席を求め、又は他の方

法で意見を聴くことができる。 

 

（運用） 

第６ 調整会議は、座長が必要と認めた場合、複数の構想区域の合同開催や議事に応じ

た開催など柔軟に運用できるものとする。 

  

（調整会議の公開等） 

第７  調整会議並びに会議録及び会議に係る資料は、公開する。ただし、患者情報等の

個人情報や医療機関の経営に関する情報、その他これに準ずる情報を扱う場合を除

く。 

 

（補則） 

第８  この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附  則 この要綱は、決定の日から施行する。 

資料１ 



 令和６年度地域医療構想調整会議在宅療養ワーキンググループ 意見交換の進め方 

 

（１）各区市町村のメンバーにおける事前の議論の実施 

   ワーキンググループ実施に先立ち、ワーキンググループに参加する各区市町村

のメンバー（行政職員・地区医師会・在宅医代表は必須（※））により、事前アン

ケートの結果に基づき、以下のテーマに関する課題や現在実施している取組、今後

実施を予定している取組などについて議論し、意見を集約 

  ① 複数疾患を有する高齢患者などの在宅療養に当たり、医療・介護の人材不足が

懸念される中で、どう効率的に多職種で連携するか。 

② 現状の多職種連携の際の連絡方法・手段について課題があるか。 

  ※ 歯科医師会・薬剤師会・訪看 ST 協会・ケアマネ協会・施設系サービス関係者・

リハ職についても参加が望ましいという取扱いとしている。 

 

（２）区市町村ごとに取りまとめた意見を報告（２５分） 

   ５分程度で口頭で報告（任意で資料添付も可能） 

 

（３）（２）の内容を踏まえ意見交換を実施（４０分） 

   各区市町村からの報告を踏まえて、意見の深掘りや参加者間の質問等の意見交 

換を実施 

  ① 複数疾患を有する高齢患者などの在宅療養に当たり、医療・介護の人材不足が

懸念される中で、どう効率的に多職種で連携するか。 

② 現状の多職種連携の際の連絡方法・手段について課題があるか。 

③ その他 

※ １テーマ１０～１５分程度 

 

（４）まとめ（１０分） 

   最後に、討議の中で挙げられた御意見について、印象に残ったものなどを座長及

び東京都医師会理事から講評いたします。 

 

終了後の共有について 

 討議終了後は、事務局にて意見交換内容をまとめ、当日のワーキンググループ参加者

及び各関係団体等宛て、情報共有いたします。 

資料２ 



参考資料１

















在宅療養に関するデータ一覧

都内65歳以上人口10万対 在宅療養支援病院・診療所数（区市町村別／圏域別）・・・ ・1,2

都内65歳以上人口10万対 訪問診療を実施する診療所数（区市町村別／圏域別） ・・・・3,4

都内65歳以上人口10万対 訪問診療の実施件数（区市町村別／圏域別）・・・・・・・・ 5

都内65歳以上人口10万対 診療所による看取り実施件数（区市町村別／圏域別）・・・・ 6

自宅死、老人ホーム死、介護医療院・介護老人保健施設死の割合（区市町村別）・・・・7,8

都内65歳以上人口10万対 訪問看護ステーション数（区市町村別／圏域別）・・・・・・ 9,10

都内65歳以上人口10万対 訪問看護ステーションの看護職員数（区市町村別／圏域別）・ 11,12

訪問診療を担当する医師数 都内人口10万対(区市町村別) ・・・・・・ ・・・・・・・13

参考資料２



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和５年３月31日時点での届出受理医療機関数
出典：①在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所：「医療計画作成支援データブック（令和５年度）」

　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和５年１月」

都内65歳以上人口10万対 在宅療養支援病院・診療所数（区市町村別／圏域別）

圏域
在宅療養
支援病院
（R5.3.31）

在宅療養
支援診療所
（R5.3.31）

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援病院数

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援診療所数

区中央部 6 181 3.6 108.4

区南部 10 154 4.1 63.2

区西南部 9 218 3.2 77.3

区西部 8 180 3.2 71.7

区西北部 22 233 5.1 54.0

区東北部 34 136 10.4 41.5

区東部 14 143 4.4 45.3

西多摩 7 18 6.1 15.8

南多摩 13 112 3.4 29.4

北多摩西部 7 49 4.3 29.9

北多摩南部 9 111 3.9 48.2

北多摩北部 9 66 4.7 34.7

島しょ 0 5 0.0 57.6

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市

立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 府中市
調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市
大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

北多摩北部

島しょ

区東北部

区東部

西多摩

北多摩南部

南多摩

北多摩西部

（参考）二次保健医療圏

区市町村
在宅療養
支援病院
（R5.3.31）

在宅療養
支援診療所
（R5.3.31）

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援病院数

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援診療所数

千 代 田 区 0 22 0.0 196.7
中 央 区 1 39 4.0 155.7
港 区 1 44 2.3 101.4
新 宿 区 1 49 1.5 75.0
文 京 区 2 37 4.6 85.7
台 東 区 2 39 4.5 88.2
墨 田 区 3 35 5.0 58.7
江 東 区 7 53 6.3 47.8
品 川 区 3 72 3.7 89.4
目 黒 区 2 44 3.7 80.9
大 田 区 7 82 4.3 50.2
世 田 谷 区 4 137 2.2 73.9
渋 谷 区 3 37 7.1 87.4
中 野 区 3 56 4.5 84.2
杉 並 区 4 75 3.4 62.8
豊 島 区 7 48 12.5 86.0
北 区 6 42 7.1 49.7
荒 川 区 2 21 4.2 43.7
板 橋 区 5 70 3.8 53.7
練 馬 区 4 73 2.5 45.3
足 立 区 26 70 15.6 41.9
葛 飾 区 6 45 5.3 40.0
江 戸 川 区 4 55 2.8 37.8
八 王 子 市 3 36 1.9 23.3
立 川 市 3 15 6.6 32.9
武 蔵 野 市 2 21 6.1 63.8
三 鷹 市 1 28 2.4 67.6
青 梅 市 3 7 7.3 17.0
府 中 市 1 21 1.7 36.3
昭 島 市 2 6 6.7 20.0
調 布 市 3 26 5.8 50.6
町 田 市 7 41 6.0 35.1
小 金 井 市 2 7 7.5 26.4
小 平 市 3 10 6.5 21.7
日 野 市 1 14 2.2 30.1
東 村 山 市 1 6 2.5 14.7
国 分 寺 市 1 10 3.6 35.7
国 立 市 0 8 0.0 44.2
福 生 市 1 3 6.5 19.6
狛 江 市 0 8 0.0 40.0
東 大 和 市 0 5 0.0 21.5
清 瀬 市 2 7 9.7 33.8
東 久 留 米市 0 9 0.0 27.0
武 蔵 村 山市 1 5 5.3 26.3
多 摩 市 2 16 4.6 37.1
稲 城 市 0 5 0.0 24.6
羽 村 市 0 3 0.0 20.7
あ き る 野市 1 3 4.1 12.4
西 東 京 市 3 34 6.1 68.6
瑞 穂 町 1 0 10.5 0.0
日 の 出 町 1 1 16.8 16.8
檜 原 村 0 0 0.0 0.0
奥 多 摩 町 0 1 0.0 41.0
大 島 町 0 1 0.0 36.6
利 島 村 0 0 0.0 0.0
新 島 村 0 1 0.0 97.2
神 津 島 村 0 1 0.0 165.6
三 宅 村 0 0 0.0 0.0
御 蔵 島 村 0 0 0.0 0.0
八 丈 町 0 1 0.0 35.7
青 ヶ 島 村 0 0 0.0 0.0
小 笠 原 村 0 1 0.0 229.4
東 京 都 148 1,606



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和４年３月31日時点での届出受理医療機関数
出典：①在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所：「医療計画作成支援データブック（令和４年度）」

　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和４年１月」

都内65歳以上人口10万対 在宅療養支援病院・診療所数（区市町村別／圏域別）

圏域
在宅療養
支援病院
（R4.3.31）

在宅療養
支援診療所
（R4.3.31）

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援病院数

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援診療所数

区中央部 5 186 3.0 111.2

区南部 9 157 3.7 64.0

区西南部 9 223 3.2 78.9

区西部 8 184 3.2 72.9

区西北部 22 256 5.1 59.0

区東北部 34 137 10.3 41.5

区東部 13 151 4.1 47.5

西多摩 7 18 6.1 15.8

南多摩 14 114 3.7 30.0

北多摩西部 7 49 4.3 29.9

北多摩南部 9 109 3.9 47.5

北多摩北部 9 69 4.7 36.3

島しょ 0 4 0.0 45.4

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市

立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 府中市
調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市
大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

北多摩北部

島しょ

区東北部

区東部

西多摩

北多摩南部

南多摩

北多摩西部

（参考）二次保健医療圏

区市町村
在宅療養
支援病院
（R4.3.31）

在宅療養
支援診療所
（R4.3.31）

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援病院数

65歳以上人口
10万対在宅療養
支援診療所数

千 代 田 区 0 20 0.0 179.9
中 央 区 1 45 4.0 180.6
港 区 1 48 2.3 111.0
新 宿 区 1 49 1.5 74.3
文 京 区 2 39 4.6 90.3
台 東 区 1 34 2.2 75.8
墨 田 区 3 37 5.0 61.5
江 東 区 7 55 6.3 49.4
品 川 区 3 71 3.7 87.5
目 黒 区 2 48 3.6 87.6
大 田 区 6 86 3.7 52.4
世 田 谷 区 4 138 2.2 74.5
渋 谷 区 3 37 7.1 87.0
中 野 区 3 58 4.5 86.5
杉 並 区 4 77 3.3 64.5
豊 島 区 7 58 12.5 103.3
北 区 6 47 7.0 54.9
荒 川 区 2 20 4.1 41.3
板 橋 区 5 71 3.8 54.2
練 馬 区 4 80 2.5 49.7
足 立 区 26 72 15.4 42.7
葛 飾 区 6 45 5.3 39.9
江 戸 川 区 3 59 2.1 40.3
八 王 子 市 3 36 1.9 23.4
立 川 市 3 15 6.6 33.1
調 布 市 2 23 6.1 70.1
武 蔵 野 市 1 27 2.4 65.1
青 梅 市 3 8 7.3 19.6
小 金 井 市 1 19 1.7 33.0
昭 島 市 2 7 6.7 23.4
三 鷹 市 3 27 5.9 52.8
町 田 市 7 41 6.0 35.2
府 中 市 2 7 7.6 26.5
小 平 市 3 11 6.6 24.1
日 野 市 2 13 4.3 28.0
東 村 山 市 1 7 2.5 17.2
国 分 寺 市 1 10 3.6 35.9
国 立 市 0 8 0.0 44.2
福 生 市 1 3 6.6 19.7
狛 江 市 0 6 0.0 29.9
東 大 和 市 0 4 0.0 17.2
清 瀬 市 2 8 9.6 38.2
東 久 留 米市 0 11 0.0 33.0
武 蔵 村 山市 1 5 5.2 26.2
多 摩 市 2 19 4.7 44.3
稲 城 市 0 5 0.0 24.9
羽 村 市 0 4 0.0 27.5
あ き る 野市 1 2 4.1 8.3
西 東 京 市 3 32 6.1 64.7
瑞 穂 町 1 0 10.5 0.0
日 の 出 町 1 0 16.8 0.0
檜 原 村 0 0 0.0 0.0
奥 多 摩 町 0 1 0.0 40.1
大 島 町 0 1 0.0 35.8
利 島 村 0 0 0.0 0.0
新 島 村 0 0 0.0 0.0
神 津 島 村 0 1 0.0 163.7
三 宅 村 0 0 0.0 0.0
御 蔵 島 村 0 0 0.0 0.0
八 丈 町 0 1 0.0 35.4
青 ヶ 島 村 0 0 0.0 0.0
小 笠 原 村 0 1 0.0 229.9
東 京 都 146 1,657

＜参考・前回データ＞



出典：①訪問診療を実施する一般診療所数：「医療計画作成支援データブック（令和５年度）」
　

　　　②65歳以上人口：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和５年1月」

都内65歳以上人口10万対 訪問診療を実施する診療所数（区市町村別／圏域別）

※対象は令和４年度の診療分。

※上記のデータはＮＤＢを活用して集計されたデータであるため、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」に基づき、医療機関数が３未満の場合は＊と表示。

なお、「医療計画作成支援データブック（令和５年度）」に基づき、集計値が0の場合は「0」と表示。

圏域
訪問診療を実施する
一般診療所数

65歳以上人口10万対
訪問診療を実施する
一般診療所数

区中央部 219 131.2

区南部 227 93.1

区西南部 306 108.4

区西部 279 111.1

区西北部 320 74.1

区東北部 204 62.3

区東部 208 65.9

西多摩 38 33.3

南多摩 169 44.4

北多摩西部 78 47.6

北多摩南部 172 74.8

北多摩北部 102 53.6

島しょ 0 0.0

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市

立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 府中市

調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

区市町村
訪問診療を実施する
一般診療所数

65歳以上人口10万対
訪問診療を実施する
一般診療所数

千 代 田 区 19 169.9
中 央 区 44 175.7
港 区 53 122.1
新 宿 区 80 122.4
文 京 区 45 104.3
台 東 区 58 131.2
墨 田 区 49 82.2
江 東 区 82 73.9
品 川 区 92 114.2
目 黒 区 69 126.8
大 田 区 135 82.7
世 田 谷 区 191 103.0
渋 谷 区 46 108.6
中 野 区 82 123.4
杉 並 区 117 98.0
豊 島 区 69 123.6
北 区 62 73.4
荒 川 区 44 91.6
板 橋 区 87 66.7
練 馬 区 102 63.3
足 立 区 88 52.7
葛 飾 区 72 64.0
江 戸 川 区 77 53.0
八 王 子 市 61 39.5
立 川 市 22 48.3
武 蔵 野 市 34 103.3
三 鷹 市 38 91.7
青 梅 市 18 43.8
府 中 市 37 64.0
昭 島 市 9 30.0
調 布 市 36 70.1
町 田 市 58 49.7
小 金 井 市 17 64.1
小 平 市 22 47.8
日 野 市 18 38.8
東 村 山 市 18 44.1
国 分 寺 市 18 64.3
国 立 市 15 82.8
福 生 市 6 39.3
狛 江 市 10 50.0
東 大 和 市 5 21.5
清 瀬 市 7 33.8
東 久 留 米 市 12 36.0
武 蔵 村 山 市 9 47.3
多 摩 市 24 55.7
稲 城 市 8 39.4
羽 村 市 5 34.4
あ き る 野 市 6 24.7
西 東 京 市 43 86.7
瑞 穂 町 0 *
日 の 出 町 * *
檜 原 村 * *
奥 多 摩 町 3 122.9
大 島 町 * *
利 島 村 0 *
新 島 村 * *
神 津 島 村 * *
三 宅 村 * *
御 蔵 島 村 * *
八 丈 町 * *
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 * *
東 京 都 2,322



出典：①訪問診療を実施する一般診療所数：「医療計画作成支援データブック（令和４年度）」
　

　　　②65歳以上人口：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和４年1月」

都内65歳以上人口10万対 訪問診療を実施する診療所数（区市町村別／圏域別）

※対象は令和３年度の診療分。

※上記のデータはＮＤＢを活用して集計されたデータであるため、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」に基づき、医療機関数が３未満の場合は＊と表示。

なお、「医療計画作成支援データブック（令和４年度）」に基づき、集計値が0の場合は「0」と表示。

圏域
訪問診療を実施する
一般診療所数

65歳以上人口10万対
訪問診療を実施する
一般診療所数

区中央部 216 129.1

区南部 229 93.3

区西南部 319 112.9

区西部 262 103.8

区西北部 311 71.7

区東北部 213 64.6

区東部 194 61.0

西多摩 40 35.1

南多摩 163 42.9

北多摩西部 80 48.9

北多摩南部 167 72.8

北多摩北部 95 49.9

島しょ 0 0.0

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市

立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 府中市

調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

＜参考・前回データ＞

区市町村
訪問診療を実施する
一般診療所数

65歳以上人口10万対
訪問診療を実施する
一般診療所数

千 代 田 区 19 170.9
中 央 区 38 152.5
港 区 54 124.9
新 宿 区 74 112.2
文 京 区 52 120.4
台 東 区 53 118.2
墨 田 区 48 79.8
江 東 区 74 66.4
品 川 区 89 109.7
目 黒 区 75 136.9
大 田 区 140 85.3
世 田 谷 区 193 104.2
渋 谷 区 51 119.9
中 野 区 77 114.8
杉 並 区 111 92.9
豊 島 区 68 121.1
北 区 58 67.7
荒 川 区 46 95.0
板 橋 区 80 61.1
練 馬 区 105 65.2
足 立 区 95 56.4
葛 飾 区 72 63.8
江 戸 川 区 72 49.2
八 王 子 市 55 35.7
立 川 市 25 55.1
武 蔵 野 市 34 103.6
三 鷹 市 35 84.4
青 梅 市 18 44.0
府 中 市 35 60.7
昭 島 市 9 30.0
調 布 市 36 70.4
町 田 市 57 48.9
小 金 井 市 17 64.4
小 平 市 18 39.4
日 野 市 16 34.4
東 村 山 市 19 46.6
国 分 寺 市 17 61.0
国 立 市 15 82.8
福 生 市 6 39.4
狛 江 市 10 49.8
東 大 和 市 4 17.2
清 瀬 市 8 38.2
東 久 留 米 市 12 36.0
武 蔵 村 山 市 10 52.4
多 摩 市 25 58.3
稲 城 市 10 49.9
羽 村 市 7 48.1
あ き る 野 市 6 24.8
西 東 京 市 38 76.9
瑞 穂 町 * *
日 の 出 町 0 0.0
檜 原 村 * *
奥 多 摩 町 3 120.3
大 島 町 * *
利 島 村 * *
新 島 村 * *
神 津 島 村 * *
三 宅 村 * *
御 蔵 島 村 * *
八 丈 町 * *
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 * *
東 京 都 2,289



※医療機関所在地ベース

出典：①一般診療所数による訪問診療の実施件数：「在宅医療にかかる地域別データ集」（医療施設調査・特別集計R2.10.1）より抜粋
　　　②「65歳以上人口」：上記データ集に収載の人口（R2.1.1現在、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省）」）

都内65歳以上人口10万対 訪問診療の実施件数（区市町村別／圏域別）

圏域
一般診療所による
訪問診療の実施件数
（令和2年9月分）

65歳以上人口10万対
一般診療所による
訪問診療の実施件数

区中央部 10,302 6,176

区南部 17,848 7,261

区西南部 22,914 8,178

区西部 15,596 6,177

区西北部 28,810 6,646

区東北部 16,538 5,002

区東部 14,204 4,470

西多摩 1,941 1,728

南多摩 17,578 4,711

北多摩西部 8,061 5,009

北多摩南部 9,442 4,173

北多摩北部 6,183 3,295

島しょ 132 1,475

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区
練馬区
荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市
立川市 昭島市 国分寺市
国立市 東大和市 武蔵村山市
武蔵野市 三鷹市 府中市

調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市
東久留米市 西東京市
大島町 利島村 新島村
神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

区市町村

一般診療所による
訪問診療の実施件数
（令和2年9月分）

65歳以上人口10万対
一般診療所による
訪問診療の実施件数

千 代 田 区 411 3,749.0
中 央 区 1,178 4,792.1
港 区 2,825 6,567.3
新 宿 区 4,112 6,203.0
文 京 区 2,784 6,504.5
台 東 区 3,104 6,830.5
墨 田 区 4,582 7,566.8
江 東 区 4,124 3,717.9
品 川 区 5,842 7,209.6
目 黒 区 3,059 5,588.6
大 田 区 12,006 7,286.4
世 田 谷 区 17,561 9,590.7
渋 谷 区 2,294 5,415.2
中 野 区 2,949 4,377.9
杉 並 区 8,535 7,181.4
豊 島 区 4,611 8,127.0
北 区 5,979 6,905.9
荒 川 区 1,883 3,855.4
板 橋 区 7,775 5,950.0
練 馬 区 10,445 6,549.5
足 立 区 9,549 5,647.9
葛 飾 区 5,106 4,529.0
江 戸 川 区 5,498 3,758.0
八 王 子 市 3,905 2,591.3
立 川 市 3,233 7,208.8
武 蔵 野 市 1,189 3,666.8
三 鷹 市 2,216 5,415.2
青 梅 市 604 1,506.5
府 中 市 2,763 4,868.2
昭 島 市 764 2,599.2
調 布 市 957 1,895.0
町 田 市 6,008 5,231.9
小 金 井 市 897 3,478.5
小 平 市 1,703 3,799.4
日 野 市 2,818 6,126.0
東 村 山 市 1,232 3,059.6
国 分 寺 市 1,523 5,588.8
国 立 市 1,717 9,723.6
福 生 市 708 4,756.1
狛 江 市 1,420 7,147.9
東 大 和 市 487 2,126.9
清 瀬 市 1,374 6,551.0
東 久 留米市 741 2,241.9
武 蔵 村山市 337 1,785.5
多 摩 市 3,361 7,967.7
稲 城 市 1,486 7,664.1
羽 村 市 252 1,755.4
あ き る野市 367 1,532.9
西 東 京 市 1,133 2,335.3
瑞 穂 町 1 10.6
日 の 出 町 0 0.0
檜 原 村 5 454.1
奥 多 摩 町 4 159.0
大 島 町 27 949.4
利 島 村 0 0.0
新 島 村 7 654.2
神 津 島 村 0 0.0
三 宅 村 0 0.0
御 蔵 島 村 2 3,508.8
八 丈 町 91 3,127.1
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 5 1,199.0
東 京 都 169,549



※医療機関所在地ベース

出典：①看取りを実施する診療所数、診療所による看取りの実施件数：「在宅医療にかかる地域別データ集」（医療施設調査・特別集計R2.10.1）より抜粋
　　　②「65歳以上人口」：上記データ集に収載の人口（R2.1.1現在、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省）」）を活用

都内65歳以上人口10万対 診療所による看取り実施件数（区市町村別／圏域別）

圏域
看取りを
実施する
診療所数

診療所による
看取りの実施件数
（令和2年9月分）

65歳以上人口10万対
看取りを実施する

診療所数

65歳以上人口10万対
診療所による

看取りの実施件数

区中央部 41 76 119.2 207.7

区南部 47 161 41.1 128.4

区西南部 63 149 75.1 170.1

区西部 56 110 65.4 127.4

区西北部 68 216 67.6 199.1

区東北部 44 184 41.8 145.8

区東部 53 170 50.8 166.4

西多摩 12 41 86.3 216.2

南多摩 43 167 61.0 227.4

北多摩西部 25 66 98.0 231.2

北多摩南部 39 116 115.2 339.2

北多摩北部 21 86 60.4 259.6

島しょ 5 9 573.1 848.2

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区
品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区
練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市
立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市
武蔵野市 三鷹市 府中市

調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市
大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区市町村
看取りを
実施する
診療所数

診療所による
看取りの実施件数
（令和2年9月分）

65歳以上人口10万対
看取りを実施する

診療所数

65歳以上人口10万対
診療所による

看取りの実施件数

千 代 田 区 3 3 27.4 27.4
中 央 区 3 8 12.2 32.5
港 区 12 22 27.9 51.1
新 宿 区 13 30 19.6 45.3
文 京 区 8 15 18.7 35.0
台 東 区 15 28 33.0 61.6
墨 田 区 11 39 18.2 64.4
江 東 区 18 57 16.2 51.4
品 川 区 20 49 24.7 60.5
目 黒 区 19 31 34.7 56.6
大 田 区 27 112 16.4 68.0
世 田 谷 区 35 91 19.1 49.7
渋 谷 区 9 27 21.2 63.7
中 野 区 15 23 22.3 34.1
杉 並 区 28 57 23.6 48.0
豊 島 区 14 29 24.7 51.1
北 区 13 38 15.0 43.9
荒 川 区 8 14 16.4 28.7
板 橋 区 16 77 12.2 58.9
練 馬 区 25 72 15.7 45.1
足 立 区 22 114 13.0 67.4
葛 飾 区 14 56 12.4 49.7
江 戸 川 区 24 74 16.4 50.6
八 王 子 市 15 69 10.0 45.8
立 川 市 6 30 13.4 66.9
武 蔵 野 市 4 11 12.3 33.9
三 鷹 市 8 24 19.5 58.6
青 梅 市 6 21 15.0 52.4
府 中 市 8 29 14.1 51.1
昭 島 市 3 6 10.2 20.4
調 布 市 6 16 11.9 31.7
町 田 市 15 47 13.1 40.9
小 金 井 市 7 15 27.1 58.2
小 平 市 6 20 13.4 44.6
日 野 市 6 27 13.0 58.7
東 村 山 市 1 3 2.5 7.5
国 分 寺 市 6 7 22.0 25.7
国 立 市 6 13 34.0 73.6
福 生 市 2 11 13.4 73.9
狛 江 市 6 21 30.2 105.7
東 大 和 市 3 9 13.1 39.3
清 瀬 市 4 23 19.1 109.7
東 久 留米 市 5 16 15.1 48.4
武 蔵 村山 市 1 1 5.3 5.3
多 摩 市 4 15 9.5 35.6
稲 城 市 3 9 15.5 46.4
羽 村 市 2 6 13.9 41.8
あ き る野 市 1 2 4.2 8.4
西 東 京 市 5 24 10.3 49.5
瑞 穂 町 0 0 0.0 0.0
日 の 出 町 0 0 0.0 0.0
檜 原 村 0 0 0.0 0.0
奥 多 摩 町 1 1 39.7 39.7
大 島 町 1 3 35.2 105.5
利 島 村 0 0 0.0 0.0
新 島 村 1 1 93.5 93.5
神 津 島 村 1 2 170.4 340.7
三 宅 村 0 0 0.0 0.0
御 蔵 島 村 0 0 0.0 0.0
八 丈 町 1 2 34.4 68.7
青 ヶ 島 村 0 0 0.0 0.0
小 笠 原 村 1 1 239.8 239.8
東 京 都 517 1,551



出典:「医療計画作成支援データブック（令和５年度）」
      ※令和４年人口動態調査による

自宅死の割合（区市町村別）
老人ホーム死の割合

（区市町村別）

介護医療院・介護老人保健施設

死の割合（区市町村別）

区市町村 自宅死の割合

千 代 田 区 22.8
中 央 区 26.8
港 区 24.3
新 宿 区 28.4
文 京 区 24.9
台 東 区 25.6
墨 田 区 26.2
江 東 区 26.9
品 川 区 24.1
目 黒 区 25.4
大 田 区 25.3
世 田 谷 区 25.2
渋 谷 区 25.4
中 野 区 28.9
杉 並 区 23.5
豊 島 区 26.0
北 区 23.3
荒 川 区 22.6
板 橋 区 23.6
練 馬 区 25.7
足 立 区 24.0
葛 飾 区 29.2
江 戸 川 区 29.7
八 王 子 市 19.7
立 川 市 23.4
武 蔵 野 市 23.2
三 鷹 市 23.3
青 梅 市 16.1
府 中 市 22.7
昭 島 市 20.3
調 布 市 26.3
町 田 市 21.2
小 金 井 市 23.2
小 平 市 22.0
日 野 市 19.4
東 村 山 市 22.7
国 分 寺 市 22.3
国 立 市 25.2
福 生 市 21.6
狛 江 市 28.4
東 大 和 市 25.4
清 瀬 市 21.8
東 久 留 米市 21.4
武 蔵 村 山市 25.4
多 摩 市 20.4
稲 城 市 19.6
羽 村 市 24.7
あ き る 野市 14.6
西 東 京 市 24.6
瑞 穂 町 17.0
日 の 出 町 6.8
檜 原 村 6.7
奥 多 摩 町 5.7
大 島 町 22.6
利 島 村 60
新 島 村 29.3
神 津 島 村 35.3
三 宅 村 12.5
御 蔵 島 村 25
八 丈 町 14.4
青 ヶ 島 村 -
小 笠 原 村 54.5
東 京 都 24.3

区市町村
老人ホーム死の

割合

千 代 田 区 14.0
中 央 区 17.8
港 区 14.2
新 宿 区 11.6
文 京 区 13.9
台 東 区 9.8
墨 田 区 10.9
江 東 区 10.0
品 川 区 14.8
目 黒 区 15.5
大 田 区 13.0
世 田 谷 区 18.3
渋 谷 区 16.4
中 野 区 11.4
杉 並 区 13.7
豊 島 区 10.2
北 区 11.9
荒 川 区 9.6
板 橋 区 12.1
練 馬 区 14.6
足 立 区 8.6
葛 飾 区 8.1
江 戸 川 区 9.5
八 王 子 市 11.1
立 川 市 11.0
武 蔵 野 市 14.0
三 鷹 市 12.0
青 梅 市 13.9
府 中 市 12.4
昭 島 市 9.1
調 布 市 12.3
町 田 市 15.5
小 金 井 市 14.1
小 平 市 10.8
日 野 市 10.9
東 村 山 市 10.5
国 分 寺 市 10.4
国 立 市 10.6
福 生 市 14.7
狛 江 市 18.6
東 大 和 市 13.0
清 瀬 市 12.9
東 久 留 米市 11.6
武 蔵 村 山市 8.9
多 摩 市 12.5
稲 城 市 14.2
羽 村 市 9.9
あ き る 野市 14.4
西 東 京 市 10.3
瑞 穂 町 9.5
日 の 出 町 29.1
檜 原 村 48.0
奥 多 摩 町 16.1
大 島 町 16.4
利 島 村 0
新 島 村 22
神 津 島 村 17.6
三 宅 村 33.3
御 蔵 島 村 0
八 丈 町 18.6
青 ヶ 島 村 0
小 笠 原 村 9.1
東 京 都 12.4

区市町村

介護医療院・介
護老人保健施設
死の割合

千 代 田 区 0.6
中 央 区 0.5
港 区 1.1
新 宿 区 1.8
文 京 区 2.0
台 東 区 2.2
墨 田 区 1.1
江 東 区 1.8
品 川 区 2.3
目 黒 区 1.8
大 田 区 1.8
世 田 谷 区 1.1
渋 谷 区 0.9
中 野 区 1.8
杉 並 区 1.4
豊 島 区 3.0
北 区 2.9
荒 川 区 2.7
板 橋 区 2.8
練 馬 区 1.9
足 立 区 2.5
葛 飾 区 2.0
江 戸 川 区 3.7
八 王 子 市 5.6
立 川 市 3.5
武 蔵 野 市 2.9
三 鷹 市 2.3
青 梅 市 2.8
府 中 市 2.4
昭 島 市 2.2
調 布 市 2.0
町 田 市 2.2
小 金 井 市 2.9
小 平 市 3.4
日 野 市 5.1
東 村 山 市 3.4
国 分 寺 市 1.2
国 立 市 5.2
福 生 市 2.8
狛 江 市 2.5
東 大 和 市 3.5
清 瀬 市 2.1
東久留米市 2.0
武蔵村山市 3.2
多 摩 市 3.9
稲 城 市 2.7
羽 村 市 4.8
あきる野市 7.5
西 東 京 市 2.6
瑞 穂 町 1.7
日 の 出 町 6.6
檜 原 村 1.3
奥 多 摩 町 3.4
大 島 町 1.4
利 島 村 0
新 島 村 4.9
神 津 島 村 2.9
三 宅 村 2.1
御 蔵 島 村 0
八 丈 町 1.7
青 ヶ 島 村 0
小 笠 原 村 0
東 京 都 2.5



出典：「医療計画作成支援データブック（令和４年度）」
       ※令和３年人口動態調査による

自宅死の割合（区市町村別）
老人ホーム死の割合

（区市町村別）

介護医療院・介護老人保健施設

死の割合（区市町村別）

区市町村 自宅死の割合

千 代 田 区 20.6
中 央 区 25.5
港 区 25.1
新 宿 区 27.9
文 京 区 23.7
台 東 区 25.4
墨 田 区 25.5
江 東 区 24.8
品 川 区 25.9
目 黒 区 26.0
大 田 区 25.6
世 田 谷 区 25.3
渋 谷 区 24.6
中 野 区 25.0
杉 並 区 23.4
豊 島 区 25.6
北 区 22.3
荒 川 区 23.8
板 橋 区 22.4
練 馬 区 25.0
足 立 区 22.6
葛 飾 区 27.8
江 戸 川 区 29.4
八 王 子 市 18.8
立 川 市 23.5
武 蔵 野 市 24.1
三 鷹 市 20.9
青 梅 市 16.0
府 中 市 22.1
昭 島 市 20.3
調 布 市 24.7
町 田 市 20.5
小 金 井 市 23.3
小 平 市 22.3
日 野 市 20.1
東 村 山 市 18.7
国 分 寺 市 21.7
国 立 市 23.0
福 生 市 19.6
狛 江 市 27.5
東 大 和 市 24.1
清 瀬 市 23.6
東 久 留 米市 23.0
武 蔵 村 山市 21.7
多 摩 市 18.4
稲 城 市 19.1
羽 村 市 25.4
あ き る 野市 17.6
西 東 京 市 24.7
瑞 穂 町 16.3
日 の 出 町 7.0
檜 原 村 5.8
奥 多 摩 町 5.1
大 島 町 18.1
利 島 村 -
新 島 村 19.2
神 津 島 村 54.5
三 宅 村 33.3
御 蔵 島 村 -
八 丈 町 23.1
青 ヶ 島 村 -
小 笠 原 村 27.3
東 京 都 22.8

区市町村
老人ホーム死の

割合

千 代 田 区 12.0
中 央 区 15.0
港 区 14.0
新 宿 区 11.0
文 京 区 12.7
台 東 区 10.1
墨 田 区 9.3
江 東 区 8.8
品 川 区 12.7
目 黒 区 14.3
大 田 区 10.9
世 田 谷 区 15.5
渋 谷 区 15.6
中 野 区 10.9
杉 並 区 11.1
豊 島 区 7.8
北 区 11.4
荒 川 区 8.5
板 橋 区 10.0
練 馬 区 11.3
足 立 区 7.8
葛 飾 区 7.0
江 戸 川 区 8.1
八 王 子 市 9.3
立 川 市 10.5
武 蔵 野 市 15.0
三 鷹 市 10.2
青 梅 市 10.9
府 中 市 10.0
昭 島 市 6.5
調 布 市 10.3
町 田 市 13.7
小 金 井 市 10.9
小 平 市 7.8
日 野 市 9.9
東 村 山 市 9.9
国 分 寺 市 10.0
国 立 市 9.2
福 生 市 17.1
狛 江 市 16.8
東 大 和 市 10.9
清 瀬 市 10.7
東 久 留 米市 10.8
武 蔵 村 山市 8.0
多 摩 市 11.1
稲 城 市 13.1
羽 村 市 8.6
あ き る 野市 13.4
西 東 京 市 10.7
瑞 穂 町 9.3
日 の 出 町 22.9
檜 原 村 52.3
奥 多 摩 町 13.1
大 島 町 8.7
利 島 村 -
新 島 村 36.5
神 津 島 村 -
三 宅 村 21.4
御 蔵 島 村 -
八 丈 町 11.9
青 ヶ 島 村 -
小 笠 原 村 9.1
東 京 都 12.5

区市町村

介護医療院・介
護老人保健施設
死の割合

千 代 田 区 1.6
中 央 区 0.6
港 区 0.9
新 宿 区 1.4
文 京 区 2.0
台 東 区 3.3
墨 田 区 0.6
江 東 区 2.0
品 川 区 2.2
目 黒 区 1.1
大 田 区 1.6
世 田 谷 区 1.0
渋 谷 区 0.9
中 野 区 1.8
杉 並 区 1.1
豊 島 区 2.6
北 区 2.1
荒 川 区 3.5
板 橋 区 2.1
練 馬 区 1.7
足 立 区 1.8
葛 飾 区 2.3
江 戸 川 区 3.4
八 王 子 市 3.7
立 川 市 3.0
武 蔵 野 市 2.5
三 鷹 市 1.9
青 梅 市 2.9
府 中 市 1.9
昭 島 市 3.5
調 布 市 1.4
町 田 市 1.6
小 金 井 市 2.8
小 平 市 3.0
日 野 市 4.6
東 村 山 市 3.6
国 分 寺 市 1.5
国 立 市 5.5
福 生 市 2.2
狛 江 市 0.5
東 大 和 市 4.5
清 瀬 市 1.5
東久留米市 2.3
武蔵村山市 3.0
多 摩 市 4.4
稲 城 市 2.2
羽 村 市 4.5
あきる野市 5.3
西 東 京 市 2.8
瑞 穂 町 2.0
日 の 出 町 4.1
檜 原 村 4.7
奥 多 摩 町 2.3
大 島 町 -
利 島 村 -
新 島 村 3.8
神 津 島 村 -
三 宅 村 4.8
御 蔵 島 村 -
八 丈 町 1.5
青 ヶ 島 村 -
小 笠 原 村 -
東 京 都 2.5

＜参考・前回データ＞



出典：①介護保険を扱う訪問看護ステーション数：「医療計画作成支援データブック（令和５年度）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護サービス施設・事業所調査（調査時点 令和４年10月1日）
　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和５年１月

都内65歳以上人口10万対 訪問看護ステーション数（区市町村別／圏域別）

区市町村名
介護保険を扱う

訪問看護ステーション
65歳以上人口10万対

訪問看護ステーション数

区中央部 111 66.5

区南部 124 50.9

区西南部 157 55.6

区西部 140 55.7

区西北部 219 50.7

区東北部 147 44.9

区東部 143 45.3

西多摩 41 35.9

南多摩 141 37.0

北多摩西部 65 39.6

北多摩南部 112 48.7

北多摩北部 76 39.9

島しょ 2 23.1

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区
荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市
立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市
武蔵野市 三鷹市 府中市
調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市
東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村
神津島村 三宅村 御蔵島村
八丈町 青ヶ島村 小笠原村

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

区市町村
介護保険を扱う

訪問看護ステーション
65歳以上人口10万対

訪問看護ステーション数

千 代 田 区 9 80.5
中 央 区 23 91.8
港 区 31 71.4
新 宿 区 42 64.3
文 京 区 25 57.9
台 東 区 23 52.0
墨 田 区 31 52.0
江 東 区 39 35.2
品 川 区 37 45.9
目 黒 区 41 75.3
大 田 区 87 53.3
世 田 谷 区 95 51.2
渋 谷 区 21 49.6
中 野 区 34 51.2
杉 並 区 64 53.6
豊 島 区 39 69.9
北 区 28 33.2
荒 川 区 18 37.5
板 橋 区 62 47.5
練 馬 区 90 55.9
足 立 区 76 45.5
葛 飾 区 53 47.1
江 戸 川 区 73 50.2
八 王 子 市 39 25.3
立 川 市 20 43.9
武 蔵 野 市 21 63.8
三 鷹 市 23 55.5
青 梅 市 15 36.5
府 中 市 27 46.7
昭 島 市 15 50.0
調 布 市 25 48.7
町 田 市 61 52.2
小 金 井 市 11 41.4
小 平 市 19 41.3
日 野 市 16 34.5
東 村 山 市 19 46.6
国 分 寺 市 12 42.9
国 立 市 8 44.2
福 生 市 7 45.8
狛 江 市 5 25.0
東 大 和 市 4 17.2
清 瀬 市 10 48.3
東 久 留米 市 8 24.0
武 蔵 村山 市 6 31.5
多 摩 市 19 44.1
稲 城 市 6 29.5
羽 村 市 6 41.3
あ き る野 市 8 33.0
西 東 京 市 20 40.3
瑞 穂 町 3 31.4
日 の 出 町 2 33.6
檜 原 村 0 0.0
奥 多 摩 町 0 0.0
大 島 町 1 36.6
利 島 村 0 0.0
新 島 村 1 97.2
神 津 島 村 0 0.0
三 宅 村 0 0.0
御 蔵 島 村 0 0.0
八 丈 町 0 0.0
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 0 0.0
東 京 都 1,478



出典：①介護保険を扱う訪問看護ステーション数：「医療計画作成支援データブック（令和４年度）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和２年介護サービス施設・事業所調査（調査時点 同年10月1日）
　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和４年１月

都内65歳以上人口10万対 訪問看護ステーション数（区市町村別／圏域別）

区市町村名
介護保険を扱う

訪問看護ステーション
65歳以上人口10万対

訪問看護ステーション数

区中央部 83 49.6

区南部 81 33.0

区西南部 109 38.6

区西部 106 42.0

区西北部 135 31.1

区東北部 104 31.5

区東部 104 32.7

西多摩 35 30.7

南多摩 80 21.1

北多摩西部 50 30.6

北多摩南部 82 35.7

北多摩北部 55 28.9

島しょ 2 22.7

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区
荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市
立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市
武蔵野市 三鷹市 府中市
調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市
東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村
神津島村 三宅村 御蔵島村
八丈町 青ヶ島村 小笠原村

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区市町村
介護保険を扱う

訪問看護ステーション
65歳以上人口10万対

訪問看護ステーション数

千 代 田 区 4 36.0
中 央 区 13 52.2
港 区 23 53.2
新 宿 区 33 50.0
文 京 区 25 57.9
台 東 区 18 40.1
墨 田 区 24 39.9
江 東 区 25 22.4
品 川 区 23 28.3
目 黒 区 30 54.7
大 田 区 58 35.3
世 田 谷 区 64 34.6
渋 谷 区 15 35.3
中 野 区 26 38.8
杉 並 区 47 39.3
豊 島 区 25 44.5
北 区 20 23.3
荒 川 区 16 33.0
板 橋 区 38 29.0
練 馬 区 52 32.3
足 立 区 48 28.5
葛 飾 区 40 35.4
江 戸 川 区 55 37.6
八 王 子 市 24 15.6
立 川 市 14 30.9
武 蔵 野 市 15 45.7
三 鷹 市 18 43.4
青 梅 市 12 29.3
府 中 市 20 34.7
昭 島 市 12 40.1
調 布 市 15 29.3
町 田 市 35 30.0
小 金 井 市 11 41.7
小 平 市 13 28.4
日 野 市 11 23.7
東 村 山 市 12 29.4
国 分 寺 市 9 32.3
国 立 市 8 44.2
福 生 市 7 46.0
狛 江 市 3 14.9
東 大 和 市 2 8.6
清 瀬 市 8 38.2
東 久 留米 市 7 21.0
武 蔵 村山 市 5 26.2
多 摩 市 7 16.3
稲 城 市 3 15.0
羽 村 市 5 34.3
あ き る野 市 7 28.9
西 東 京 市 15 30.3
瑞 穂 町 2 20.9
日 の 出 町 2 33.5
檜 原 村 0 0.0
奥 多 摩 町 0 0.0
大 島 町 1 35.8
利 島 村 0 0.0
新 島 村 0 0.0
神 津 島 村 0 0.0
三 宅 村 0 0.0
御 蔵 島 村 0 0.0
八 丈 町 1 35.4
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 0 0.0
東 京 都 1,026

＜参考・前回データ＞



出典：①訪問看護ステーション看護職員数：「医療計画作成支援データブック（令和５年度）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護サービス施設・事業所調査（調査時点 令和４年10月1日）

　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和５年１月

都内65歳以上人口10万対 訪問看護ステーションの看護職員数（常勤換算）（区市町村別／圏域別）

圏域
訪問看護ステーション

看護職員数

65歳以上人口10万対
訪問看護ステーション

看護職員数

区中央部 601 1,840.1

区南部 718 565.1

区西南部 1,190 1,426.4

区西部 913 1,150.2

区西北部 1,286 1,215.4

区東北部 858 732.1

区東部 901 881.8

西多摩 227 1,505.5

南多摩 864 1,071.0

北多摩西部 376 1,323.2

北多摩南部 668 1,681.2

北多摩北部 462 1,195.8

島しょ 0 0.0

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市

立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 府中市

調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区市町村
訪問看護ステーション

看護職員数

65歳以上人口10万対
訪問看護ステーション

看護職員数

千 代 田 区 30 268.3
中 央 区 154 615.0
港 区 137 315.7
新 宿 区 285 436.1
文 京 区 142 329.1
台 東 区 138 312.1
墨 田 区 202 339.0
江 東 区 290 261.5
品 川 区 199 247.1
目 黒 区 471 865.5
大 田 区 519 318.0
世 田 谷 区 624 336.6
渋 谷 区 95 224.3
中 野 区 282 424.3
杉 並 区 346 289.9
豊 島 区 208 372.7
北 区 207 245.2
荒 川 区 85 176.9
板 橋 区 389 298.3
練 馬 区 482 299.2
足 立 区 456 273.2
葛 飾 区 317 281.9
江 戸 川 区 409 281.4
八 王 子 市 247 160.1
立 川 市 132 289.7
武 蔵 野 市 112 340.3
三 鷹 市 110 265.5
青 梅 市 63 153.4
府 中 市 174 300.9
昭 島 市 66 219.9
調 布 市 168 327.1
町 田 市 396 339.2
小 金 井 市 59 222.3
小 平 市 114 247.8
日 野 市 84 180.9
東 村 山 市 130 318.6
国 分 寺 市 56 200.1
国 立 市 58 320.3
福 生 市 30 196.3
狛 江 市 45 225.1
東 大 和 市 45 193.3
清 瀬 市 44 212.4
東 久 留米 市 67 201.1
武 蔵 村山 市 19 99.9
多 摩 市 109 253.0
稲 城 市 28 137.9
羽 村 市 44 303.1
あ き る野 市 42 173.1
西 東 京 市 107 215.8
瑞 穂 町 20 209.3
日 の 出 町 28 470.4
檜 原 村 0 0.0
奥 多 摩 町 0 0.0
大 島 町 0 0.0
利 島 村 0 0.0
新 島 村 0 0.0
神 津 島 村 0 0.0
三 宅 村 0 0.0
御 蔵 島 村 0 0.0
八 丈 町 0 0.0
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 0 0.0
東 京 都 9,064



出典：①訪問看護ステーション看護職員数：「医療計画作成支援データブック（令和４年度）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和２年度介護サービス施設・事業所調査（調査時点 同年10月1日）

　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和４年１月

都内65歳以上人口10万対 訪問看護ステーションの看護職員数（常勤換算）（区市町村別／圏域別）

圏域
訪問看護ステーション

看護職員数

65歳以上人口10万対
訪問看護ステーション

看護職員数

区中央部 447 1,350.2

区南部 522 416.4

区西南部 855 1,005.6

区西部 664 832.8

区西北部 908 884.4

区東北部 722 647.8

区東部 688 677.8

西多摩 187 1,160.6

南多摩 581 741.4

北多摩西部 318 1,185.3

北多摩南部 517 1,288.7

北多摩北部 381 1,013.3

島しょ 6 213.5

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区

荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市

立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 府中市

調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村

神津島村 三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村 小笠原村

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区市町村
訪問看護ステーション

看護職員数

65歳以上人口10万対
訪問看護ステーション

看護職員数

千 代 田 区 20 179.9
中 央 区 111 445.6
港 区 97 224.3
新 宿 区 219 332.1
文 京 区 140 324.3
台 東 区 79 176.2
墨 田 区 166 276.1
江 東 区 210 188.4
品 川 区 158 194.7
目 黒 区 295 538.4
大 田 区 364 221.7
世 田 谷 区 469 253.2
渋 谷 区 91 213.9
中 野 区 196 292.3
杉 並 区 249 208.4
豊 島 区 182 324.3
北 区 128 149.4
荒 川 区 99 204.4
板 橋 区 276 210.7
練 馬 区 322 200.0
足 立 区 371 220.1
葛 飾 区 252 223.2
江 戸 川 区 312 213.3
八 王 子 市 203 131.9
立 川 市 102 224.8
武 蔵 野 市 84 255.9
三 鷹 市 109 262.9
青 梅 市 52 127.1
府 中 市 135 234.2
昭 島 市 55 183.6
調 布 市 118 230.8
町 田 市 216 185.3
小 金 井 市 41 155.4
小 平 市 99 216.6
日 野 市 67 144.1
東 村 山 市 82 201.0
国 分 寺 市 30 107.7
国 立 市 66 364.5
福 生 市 32 210.1
狛 江 市 30 149.5
東 大 和 市 38 163.2
清 瀬 市 50 238.8
東 久 留米 市 55 164.8
武 蔵 村山 市 27 141.5
多 摩 市 73 170.3
稲 城 市 22 109.7
羽 村 市 30 206.0
あ き る野 市 38 156.9
西 東 京 市 95 192.1
瑞 穂 町 20 209.2
日 の 出 町 15 251.3
檜 原 村 0 0.0
奥 多 摩 町 0 0.0
大 島 町 3 107.4
利 島 村 0 0.0
新 島 村 0 0.0
神 津 島 村 0 0.0
三 宅 村 0 0.0
御 蔵 島 村 0 0.0
八 丈 町 3 106.2
青 ヶ 島 村 0 0.0
小 笠 原 村 0 0.0
東 京 都 6,796

＜参考・前回データ＞



出典：①訪問診療を担当する医師数：令和４年度医療機能実態調査
　　　②「65歳以上人口」：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和４年１月

　

都内65歳以上人口10万対 訪問診療を担当する医師数（区市町村別／圏域別）

区市町村名
訪問診療を担当する

医師数
65歳以上人口10万対

訪問診療を担当する医師数

区中央部 233 139.4

区南部 294 119.7

区西南部 345 122.1

区西部 280 110.7

区西北部 363 83.6

区東北部 250 75.9

区東部 217 68.4

西多摩 59 51.9

南多摩 207 54.4

北多摩西部 116 71.1

北多摩南部 192 83.5

北多摩北部 111 58.3

島しょ 17 192.9

（参考）二次保健医療圏

千代田区 中央区 港区

文京区 台東区

品川区 大田区

目黒区 世田谷区 渋谷区

新宿区 中野区 杉並区

豊島区 北区 板橋区

練馬区
荒川区 足立区 葛飾区

墨田区 江東区 江戸川区

青梅市 福生市 羽村市

あきる野市 瑞穂町 日の出町

檜原村 奥多摩町

八王子市 町田市 日野市

多摩市 稲城市
立川市 昭島市 国分寺市

国立市 東大和市 武蔵村山市
武蔵野市 三鷹市 府中市
調布市 小金井市 狛江市

小平市 東村山市 清瀬市
東久留米市 西東京市

大島町 利島村 新島村
神津島村 三宅村 御蔵島村
八丈町 青ヶ島村 小笠原村

島しょ

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区東北部

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

区市町村
訪問診療を担当する

医師数
65歳以上人口10万対

訪問診療を担当する医師数

千 代 田 区 30.9 277.4
中 央 区 35.8 143.7
港 区 68.0 157.3
新 宿 区 56.6 85.8
文 京 区 61.2 141.8
台 東 区 37.4 83.4
墨 田 区 61.4 102.1
江 東 区 68.6 61.6
品 川 区 119.3 147.0
目 黒 区 54.5 99.5
大 田 区 174.5 106.3
世 田 谷 区 234.9 126.8
渋 谷 区 55.6 130.7
中 野 区 77.2 115.1
杉 並 区 145.7 122.0
豊 島 区 79.6 141.8
北 区 84.8 99.0
荒 川 区 58.4 120.6
板 橋 区 100.0 76.3
練 馬 区 98.2 61.0
足 立 区 115.6 68.6
葛 飾 区 76.3 67.6
江 戸 川 区 87.3 59.7
八 王 子 市 88.5 57.5
立 川 市 36.7 80.9
武 蔵 野 市 37.1 113.0
三 鷹 市 37.9 91.4
青 梅 市 14.1 34.5
府 中 市 34.4 59.7
昭 島 市 23.6 78.8
調 布 市 41.7 81.6
町 田 市 51.5 44.2
小 金 井 市 19.4 73.5
小 平 市 16.6 36.3
日 野 市 26.4 56.8
東 村 山 市 23.2 56.9
国 分 寺 市 10.8 38.8
国 立 市 22.7 125.4
福 生 市 13.5 88.6
狛 江 市 21.1 105.1
東 大 和 市 7.6 32.6
清 瀬 市 22.3 106.5
東 久 留 米市 10.0 30.0
武 蔵 村 山市 14.9 78.1
多 摩 市 32.6 76.1
稲 城 市 7.7 38.4
羽 村 市 4.3 29.5
あ き る 野市 14.3 59.0
西 東 京 市 38.8 78.5
瑞 穂 町 3.0 31.4
日 の 出 町 4.0 67.0
檜 原 村 2.0 185.9
奥 多 摩 町 4.0 160.4
大 島 町 4.0 143.2
利 島 村 - 0.0
新 島 村 3.0 288.5
神 津 島 村 2.0 327.3
三 宅 村 1.0 106.7
御 蔵 島 村 1.0 1785.7
八 丈 町 2.0 70.8
青 ヶ 島 村 - 0.0
小 笠 原 村 4.0 919.5
東 京 都 2,683.5



①について、
・受入れに関しては、急性期でも介護が必要な高齢者が多く介護士が不足して病床をうまく使えない、高齢者で合併症の方は
看護度が高く空きベッドがあっても受けられない等の意見が出るとともに、
退院調整に関しては、入院時から退院後を見据え家族や周辺施設と調整しているが苦慮している、限られた入院期間の中で
隠れた疾患も治療しながら退院調整するのは困難、介護施設で痰吸引ができず誤嚥性肺炎の患者が受けられない例あり等の
意見が出され、関係者間での連携に関する課題が多く挙げられた。

・医療と介護の連携については、病院だけでは対応できない部分について区市町村が連携調整を担う役割の充実が重要等の意見
があった。

・退院に関する要望を持つ患者や家族がおり、医療事情の啓蒙が必要、ACPが重要で地域と連携しながら推進していくことが
大事等の意見が挙げられた。

②について、
・現状はFAXや電話等の手段が主流であり、地域医療連携システムの導入は少ないが、地区医師会が主導して在宅を中心とした
医療と介護が連携したシステムを推進している例等があった。

・地域医療連携システム等の導入については、現状はコスト面や病院ごとにシステムが様々で連携が非効率といった課題
が挙げられた一方、情報共有の手段として、医療、介護、病院、施設、地域を超えた統一されたシステムがあるとよいと
いった意見も挙げられた。

この他、看護師・看護補助者・介護福祉士の採用・定着が厳しい等の人材不足の意見も多く挙げられた。

これまでの調整会議での意見交換や、事前アンケート結果等を参考に、①「複数疾患を有する高齢患者、社会的課題を
有する患者などの受入れ等に当たり、医療・介護の人材不足が懸念される中で、どう効率的に関係者間で連携するか」、
②「現状の医療連携の際の連絡方法・手段についての課題」について、圏域内で意見交換を実施

各医療機関が提出した2025年に向けた対応方針について確認し、圏域における2025年に向けた対応方針の合意を図る

各医療機関の方針を尊重する形で、合意（１圏域では継続協議）。

令和６年度 第１回地域医療構想調整会議 議事概要及び意見まとめ

議事概要及び意見交換での主な意見等

１ 2025年に向けた対応方針について

参考資料３

２ 地域医療連携の更なる推進に向けた意見交換について

「2025年を見据えた構想区域で担うべき医療機関としての役割」や「2025年に持つべき医療機能ごとの病床数」を記載した対応方
針について、前回の調整会議の後に対応方針を提出した医療機関や、対応方針を変更した医療機関について確認

概要

概要

意見
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圏域
区中央部

（令和６年７月３１日開催）
区南部

（令和６年７月５日開催）
区西南部

（令和６年８月７日開催）
区西部

（令和６年７月１９日開催）

圏域
区西北部

（令和６年８月５日開催）
区東北部

（令和６年７月２９日開催）
区東部

（令和６年８月８日開催）

◆急性期でも介護が必要な高齢者多く、看護師の数は足りていて
も、介護士が不足して、病床をうまく使えない。病院の中で働いてく
れる介護士を育てていく等の取組が必要。（高度急性期）

◆地域医療連携システムを入れたがほかの施設で広く使われず、
導入費や維持費がかかり休止中。医療連携システムあったほうが
よいが、診療所側の接続不備の問合せが病院にくることが多く、そ
の説明に時間を取られてしまう。（高度急性期）

◆東京総合医療ネットワークについて、もう少し全体的に周知をす
ると、もっと広がりが出てくるのではないか。（急性期）

◆人材不足が課題で看護師、看護助手も採用しづらい。技能実習
生等も考えていかなければと思っている。（急性期）

◆現状、医療連携はFAXと電話で、MSW同士が細かな点を確認し
ている。システムが入ってもどこまで回復期側が求めるデータを得
られるかが疑問。（回復期）

◆在宅からのレスパイトや急性期入院までは必要ない方の受入準
備を進めているが、在宅の訪問クリニックや高齢者施設からの情報
を繋ぐものがあるとよい。 （慢性期）

◆MSWによると、FAX文化が根強く、それでも情報が足りず、先方
病院への電話や本人から情報収集。また、キーパーソン不在の単
身者が増えている。（慢性期）

◆ここ数年、新卒看護師が入職しても定着しない状況。看護補助
者・介護福祉士の採用・定着も厳しい。（都看護協会）

◆地域医療連携という言葉は大事だが、医療介護連携まで広げな
いといけない。今後は、病床の稼働について、余力があるところに
調整していくことが必要であり、行政を中心に顔の見える範囲で調
整できる仕組みをつくらないといけない。（高度急性期）

◆効率よく資源を使っていくには行政が前面に出て統一的なシステ
ムを作る。それを各医療機関・施設に導入する資金も行政が中心
にやっていく必要がある。（高度急性期）

◆病床の有効利用について、転院の際の情報のやり取りは、手作
業で行っている。患者の事情で、作業が進まないこともあるため、
今の医療事情について、区民に啓蒙していくことが重要。（急性期）

◆地域連携について、それぞれの病院でシステムが様々で、広範
囲でやっていくとシステムが違って非効率的。（急性期）

◆地域連携は、病院と在宅と、お互いを理解しないといけない。病
院が在宅も理解しないと連携がうまくいかない。システムだけでは
なくてお互いを理解することで患者のためになる連携が取れる。
（回復期）

◆複数疾患や社会的課題を有する患者を何とか地域に返す場合
に、今の限られた入院期間の中で隠れた疾患も治療しながら退院
調整するのは非常に難しくなっている。（慢性期）

◆DXで取り扱う情報について、整理すべき。患者情報と医療機関
側の情報、また、医療情報と介護情報等。患者情報はストックして
おく情報とフロー情報があり、情報のやり取りは連携に繋がるが、
整理がついていないと連携できない原因。DXでできることは情報の
整理ぐらいで、顔の見える連携や信頼関係の構築も大事。（地区医
師会）

◆これまでは医療機関同士の連携に力を入れてきたが、今後は患
者を介護施設や訪問施設に帰すこともあり、地域医療連携という意
味では、医療機関同士だけではなくて、（介護施設との連携等）もう
少し幅広く裾野を広げていく必要。（高度急性期）

◆高齢者が増えていく中で働き方改革も入ってきて、医師も看護師
も厳しい状況で限界がある。（急性期）

◆医療DXと言ってもコストも人手も掛かる。報酬改定があるにつ
れ、申請自体の手間も増え、施設基準も厳しくなり、効率化とは逆
方向に行っている。（急性期）

◆今後在宅の患者増えてくると考えると、在宅や各医療機関の役
割分担を詰める必要。（急性期）

◆クリニックではブラウザ上で動く電子カルテが割と出てきている
が、病院でも使えるようになるとかなり変わってくる。（回復期）

◆実際の救急医療の搬送件数はコロナ禍後もどんどん増えている
状況が続いている。救急車の稼働も全然減る気配がない中で、い
わゆる医療連携においてＤＸで電子カルテを連携させても、どうにも
ならないという現場がかなり増えているのではないか。（都病院協
会）

◆復職支援研修やプラチナナースの就業継続支援も力を入れてい
るが成果がなかなか出ない。加えて、若い看護師たちの現場離れ
が進んでしまったり、確保が難しいのが現状。（都看護協会）

◆来年４月に「すこやかプラザ　あだち」という施設をオープン予定
で、高齢者支援部門、医療介護の連携部門、地域包括支援セン
ターなども入れていくほか、２００人から３００人が研修できる施設も
入れていき、医療と介護の連携を進めていきたい。（区市町村）

◆三次救急の下り搬送、搬送していただいてあまり症状が重くない
方は、早期に後方の病院にお願いしている。当院でなければ受け
られない患者を積極的に受け入れる、また、ある程度落ち着いた方
は連携を強化している。（高度急性期）

◆連携室を中心に連携しているが、今後は、コロナの時の経験を
踏まえると、公的な介入も必要か。（高度急性期）

◆看護師や看護助手等の採用は年々難しくなっている。（急性期）

◆「自分の患者をどこに搬送するか」を電話で連絡しているシステ
ムは、もう限界。近隣の病院とSNS等で連携して、受入状況を共有
できれば現場も精神的負担が軽くなる。（急性期）

◆コロナ以降始めたWEB会議など柔軟に使って、自分の病院の役
割を把握して、みんなで役割分担していくことが重要。（急性期）

◆高齢者の連携を考えた時に、範囲としては、中学校圏域等の範
囲か。隣の圏域とも連携する等、医療のレベルによって連携が変
わってくる。（慢性期）

◆以前より「主治医－副主治医」体制をとって、在宅診療を行って
いる医療機関が、お互いサポートしながら診ていく取組をしている。
それに加え新たに、在宅診療を始める民間医療機関のスタートアッ
プをサポートする取組や医療連携の観点から「江東区在宅医療連
携センター」を医師会の中に作って、病診連携を今後も進めていき
たい。（地区医師会）

◆区単位でいろいろな連携システムができており、二次医療圏とい
うよりは行政区単位の連携を進めた方が顔が見えて連携しやす
い。（都病院協会）

◆高齢者が増えていく中で「限られた人材で患者をどのように受け
入れていくか」について、区市町村が連携の調整を担っていくような
役割を、充実させていくことが重要。（都病院協会）

◆高齢の患者は、たくさんの併存疾患を有している方が多く、下り
は滞っている。（高度急性期）

◆ACPが重要だが、急性期病院でそれを定めて退院することはし
ておらず、すぐ退院させる。一方慢性期ではマンパワーの問題もあ
り対応難しいため、どの施設でＡＣＰをやるかは課題。（高度急性
期）

◆大腿骨頸部骨折や誤嚥性肺炎の患者は長くなってしまうことが
多いため、連携について進めなければいけない。（急性期）

◆地域医療連携システムを導入して、その範囲内では患者情報の
共有が円滑・効率的だが、参加している医療機関の数が少なく利
用機会が限られている。（高度急性期）

◆急患を受けてもいかに回転よく下り搬送するかが一番の課題。
下り搬送を受ける病院のネットワークを作って機能させるのが良い
のではないか。（高度急性期）

◆地域医療連携システムは導入しているが、実際には受入れにあ
たり、連携室が努力して、連絡を取り合っている状況。（回復期）

◆急性期は終わっても、まだかなりのケアを必要とする方の行き先
がなかなか見つからない症例は少なくない。（急性期）

◆連携に関して、連携室がフル回転で対応しているが、マンパワー
の限界はある。（回復期）

◆かかりつけ医が中心になった医療連携が重要。（回復期）

◆患者の転院等の支援のためのシステムを在宅の先生と協力して
構築し始めた。（地区医師会）

◆高齢者でADLや食事が落ちている人の出口が問題。DXで「どこ
の病院が空いている」ということが分かれば、早く退院できるのでは
ないか。（高度急性期）

◆高齢者にはリハを速やかに行い栄養管理することで、早く在宅に
帰れるようにしている。品川区医師会が音頭を取って、退院支援も
WEBでできるようになっている。（急性期）

◆転倒骨折後の返し先が見つからず、入院時から退院後を見据
え、家族や周辺施設と退院調整しているが苦慮。DXで様々な施設
の状況等が分かるといい。（回復期）

◆最近は、訪問看護ステーションの看護師も少し不足。（回復期）

◆最近のニーズは、高齢者のサブアキュート、ポストアキュートとい
う、不安定な状態のまま送りたいという感じの人が増えている。（慢
性期）

◆品川区医師会と協働で、在宅療養推進事業として、在宅の相談
窓口を設け、病診連携を進めている。情報共有は、医療、介護、病
院、施設、地域を越えた統一されたシステムがあると良い。（地区
医師会）

◆病病連携、病診連携に関しては、それぞれの持っている医療機
関の特性を、お互いによく知るという情報共有が必要。夜間の転送
などに役立てたい。（地区医師会）

◆今でも内科系は80歳以上が当たり前で、今後増えていく。世田谷
区は独居の高齢者で入院して帰れない方もいて、病院だけでなく介
護施設で受けられないかと介護施設と会合したが、どこの施設も痰
の吸引ができないから誤嚥性肺炎の人は受けられないとのこと。ま
だまだ、介護施設との連携の余地はあるかと思う。（高度急性期）

◆高齢者で合併症の方は看護度が高く、空きベッドがあっても受け
られない。また、地域包括医療病棟のように地域連携が中心になり
そうなところと後方支援ということで、関係を作っていきたい。（高度
急性期）

◆各区に在宅医療相談窓口があるが、医療と介護の連携の拠点
を何か所か作って、単体の病院では対応できない部分を行政の力
を使って高齢者の落ち着き先を見つける仕組みが必要。また、都で
は、医療機関が偏在しているため、例えば、東京都全体の連携が
できるコーディネートネットワークができると、都全体として高齢者を
守っていくことができるのではないか。（急性期）

◆介護施設や医療ではない世界に行くときに、家族の意向で納得
されない方が多いことが課題。（回復期）

◆病院が縛られている在院日数や早く退院・転院しようという努力
に対して、家族はもっといい場所をという思いのすれ違いもあり、期
間が延びる。家族の希望に問題がある例が多く、ACPと家族へのリ
テラシーが大事。（慢性期）

◆急性期病院との連携を強化し、急性期の外来に来た軽症の方や
ACPに基づいて、余り高度な治療を必要としない方を受け入れて、
高齢者救急が増える中で、急性期のベッドを有効活用できるよう、
慢性期の病院としても頑張っていきたい。（慢性期）

◆病院と診療所でお互いがもっと情報交換をして、診療所の先生
は病院の現状を患者や家族に共有し、協力しながら医療を続けて
いくのが大事。（地区医師会）
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圏域
西多摩

（令和６年７月２５日開催）
南多摩

（令和６年７月１２日開催）
北多摩西部

（令和６年７月２３日開催）
北多摩南部

（令和６年８月１日開催）

圏域
北多摩北部

（令和６年７月１１日開催）
島しょ

（令和６年８月２１日開催）

◆人材確保について、特に最近懸念されるのは他業種に流れてい
く医師、看護師、医療従事者をどのように引き止めるかが課題。介
護補助者に外国人の方を登用するという試みも多く行われている。
（高度急性期）

◆急性期の患者を取るために転院調整が重要だが、地域に戻す病
院を探すのが大変で、地域でうまく連携しないと詰まってしまう。（高
度急性期）

◆画像の共有等に関しては、脳神経外科等では「Ｊｏｉｎ」で、手術の
必要性や緊急の治療の必要性があるかどうかを共有している。か
かりつけ医との、画像あるいは電子カルテの共有には、
HumanBridgeを使ったシステムを導入しているが、コスト面のことも
あり、十分にまだ行き渡っていない現状。（高度急性期）

◆各専門診療科の当直室を持っているが、例えば、脳外科あるい
は、心臓血管外科でも、当直を常に維持することが非常に困難。場
合によっては地域で輪番制や当番制といったことも検討しなければ
いけない。（急性期）

◆恐らく他業種の方が給料がいいため、ケアワーカーを募集しても
ほとんど来ない。（急性期）

◆看護師や看護助手が少なく困っているのに加え、患者の介護の
レベルが上がってきており、その点も苦慮。（慢性期）

◆超高齢社会が進む中で人生の終末期をどう迎えるか、救急で搬
送されたときに患者本人が望まない医療とならないよう、地域のい
ろいろなところ、福祉・介護施設と一緒にACPを進めていくのが大
事。（高度急性期）

◆地域包括医療病棟について、この圏域でどれぐらいの病床がで
きて、機能するのか、関心がある。（高度急性期）

◆総合診療科の医師が８５歳以上の社会的課題がある人に対して
総合力を発揮して頑張っている。地域に出てサポート役等になるこ
とを期待しながら、育成している。（高度急性期）

◆複数疾患を有する高齢患者が病棟の多くを占めており、看護師
不足、医師は必要な科に補充できず診療科の偏り。病院は人の労
働力で９割動いており、ICTや情報共有で解決したい。（急性期）

◆内科の医師が足りず、複数疾患の患者も対応しているが、内科
系の複数疾患を抱える患者は他院に頼るしかない。（急性期）

◆昔は医師がいろんな疾患取り扱ったが、若い先生は専門医制度
があるから、医療の原点がズレてきてしまっている。また、セラピス
トや看護師が認知症の資格を取るなど進めており、こういったサ
ポートをしていきたい。 (回復期）

◆複数疾患や介護が必要な人の入院は、慢性期や医療療養病棟
では介護をしながら治療。介護士は老人ホームでは処遇改善加算
があるが、病院勤務の介護士には加算がない。都の補助も施設従
事者に対するもので、病院から介護施設に人材が流れて、医療・看
護スタッフが介護しなければいけない状況が続いてしまう。（慢性
期）

◆当初の急性期医療を提供しただけでは、全く完治せずに、複数
疾患を持つ高齢患者が多くなっているというのが、地域全体の問
題。連携の深度を深めるため、患者の医療情報や各病院で受入可
能な患者の情報を共有し、空床後のタイムラグをDXで解決すべき。
（高度急性期）

◆移住したいという話もあるが、住宅がない。空き家はあるが、各
所有者により貸してくれない事情があり、移住者を受け入れられな
い、住居が見つからないケースが多い。（行政）

◆身寄りが分からない人が突然運ばれてくることもあり、医療施設
の中で、患者の医療行為と並行して身寄りを探すこともやっている
のが実情で、そういう面では、そもそも独居の方を洗いざらい把握し
ておく必要もあるのでは。（診療所）

◆島内にも島外にも身内がいなくて、東京の病院に救急でヘリで運
ぶ場合には、町の職員が同行して広尾病院等についていくケース
は、年に数回ある。独居の方の把握は、「災害時要配慮者」であれ
ば把握できるが、島内に住所が無い方など事前に情報のない方に
ついては把握が難しい。（行政）

◆住んでいる方に関して、人数も少ないので、社会福祉協議会、診
療所や役場も含めて、関係各所と定期的に会議を行ったりして、情
報を共有。（行政）

◆病院の中にＭＳＷが１名いて、MSWが島外の医療機関と情報交
換するのが標準的なやり方。ただ、対象者が多いと時間がかかって
しまうため、転院や、島の中での在宅支援、在宅復帰支援の話を進
めるのは非常に時間がかかってしまう。（病院）

◆５Gを活用した医療連携について、内容としては高度な診療がで
きるが、双方の医師のスケジュールを合わせて行うという点で、患
者の人数をあまりこなせない。（病院）

◆島の診療所の場合、24時間常に誰かがいるという体制は難しい
か。（病院）

◆内科医不足であり、内科医さえいればできることがある 。（急性
期）

◆医療費が非常に抑制されている中で、人材を確保するのは非常
に難しい状況。特に国民皆保険が十分に手当てしていない状況
で、病院が努力するのは限度がある。（急性期）

◆４月から総合診療医４名体制であらゆる疾患に対応。総合診療
医の長所は全部診られる点、短所は100点の医療とは言えないこと
だが、患者側もへき地医療の不便さへの理解や度量の広さがあり
何とかやれている 。（回復期）

◆医療の方の責任主体をはっきりして、医療と介護がお互いに連
携できる形にしていただきたい。また、二次医療圏が絶対的なもの
と考えずに、医療をコーディネートする地域包括支援センターの医
療版みたいなものをお願いしたい。（回復期）

◆人口減少地域に在宅を専門とした医療機関が増えるのは難しく、
大事なのはかかりつけ医や開業医が、往診をすることだけが在宅
医療ではなく、外来に通っている人が要介護認定を受けたり、デイ
サービスを使い始めたり、訪問看護が入り始めたりというのは、既
に在宅医療が始まっていると考えており、その先生たちのトータル
コーディネーターとしての意識が非常に大切。（地区医師会）

◆医療療養病床に入る程ではないが、徐々に体調が悪化し家族で
看取りもできない方に対して、今の考えでは介護医療院を整備して
いく必要。特養や老健、あるいは医療・療養病床の在り方を、国も
視野を持って検討してもらいたい。（地区医師会）

◆医療連携について、電子カルテの普及を国のＤＸでも今推進して
いる。問題は中小病院で、電子カルテの値段が上がっているため、
手が出せない。今の診療報酬の状況だと難しいため、病床規模別
に、ある程度の補助を行ったほうが電子カルテの普及が進むと思
う。また、クラウド型の電子カルテが共有できるとランニングコストも
いい影響が出るので統一できるとよい。（都病院協会）

◆八王子では、医師会が主導して「まごころネット八王子」という、
在宅を中心として医療と介護が連携したシステムがある。システム
を改良しながら、浸透させることが大事。（都病院協会）

◆東京総合医療ネットワークがどれだけ推進されていくか。そういう
ところに登録しているクリニックが多ければ、患者の受入れにあたっ
て分かりやすい。（高度急性期）

◆医療DXは費用が現実的ではない。電子カルテもネットワークも、
なぜか以前に比べて費用が、明らかに医療機関の負担が増えてき
ているので、今推進すればするだけ、高止まりしたシステムで使い
勝手が悪いものがばらばら広がるという感じがして、非常に難しい。
便利さと費用の比較では割に合っていない。（病院）

◆国の方で資格確認を使った情報共有や、今後標準的な電子カル
テを国が作っていくという話も進んでいて、ベースの電子カルテを国
が作ることによって、費用も今後だんだん抑えられていくことに期
待。（慢性期）

◆尿路感染症や誤嚥性肺炎等は、介護力が求められるが、病院の
性格上看護師が対応しており、現場が疲弊。そのような患者を療養
ベースの施設で受入れをお願いしているが目に見える改善はなく、
まずは関係性を構築していく必要がある。（高度急性期）

◆人材不足に関して、看護師の不足は病院の機能を落としてしまう
ため、試みとして、看護師の業務をなるべく看護師にしかできないも
のとして、それ以外は看護助手並びにクラウドにシフトしなければな
らない。（高度急性期）

◆看護学校でのPR、中学生の職場見学・体験、あるいは高校生の
職場見学に関して、院内を挙げて「こういうことやっているんだよ、
一緒に働こう」というような働きかけを積極的にやっていきたい。ま
た、SNSなどで我々の活動を報告して、できるだけ若い人たちの興
味を引くような活動もやっている。（回復期）

◆患者の状態について事前に聞いていた話と受入れ時の状態が
ずれていることがあり、画像のオンラインンシステムは確立していき
たい。（回復期）

◆看護助手は人材確保の補助も出る介護施設に行かれる方が多
く、病院の看護助手として働く方が少ない傾向。（都看護協会）

◆国民全体がお金を払っていれば何とか面倒をみてくれるんだとい
う医療のシステム自体は悪くないとは思うが、自分の身は自分で守
らなければいけなくなってきたことを（国民に）周知徹底していかな
いといけないのでは。（地区医師会）

◆人材不足に関して、積極的に外国人を取り入れ、看護、介護を、
主に東南アジアからの医療スタッフの労働者を取り入れている。サ
ポートをしながら、２、３年で業務を支障なく行えるようになってい
る。（回復期）

◆看護師の流出先は美容整形・コロナワクチン関係、一般企業等
であるが、一部病院への戻りもあり。（急性期）


