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１ 保健医療局の沿革 

（1）局の沿革 

【健康局】 

終戦後の昭和21年９月、民生局から分離し、衛生局が発足した（総務課・公衆衛生課・医務課・

防疫課・薬務課・清掃課の６課体制）。 

昭和22年５月には、環境衛生業務が警視庁から移管された。 

保健所については、昭和22年の保健所法全面改正を受け、昭和23年10月には新制保健所が発足

（41保健所３出張所体制）し、地方の公衆衛生の指導業務と行政事務とを一体的に実施する機関

となった。 

昭和23年７月の保健婦助産婦看護婦法の制定により、看護婦等の養成制度が改められたのを受

け、昭和24年の第一高等看護学院（現広尾看護専門学校）設置をはじめ、順次看護学院を開設し、

看護婦等の養成体制整備を行った。 

清掃事業については、昭和27年11月の部制への移行に伴い清掃本部となり、昭和29年７月には、

衛生局から独立した（昭和31年に清掃局発足）。 

昭和40年代に入ると、公害による健康被害が社会問題となった。昭和42年、公害対策基本法が

制定され、国は対策を強化した。昭和45年に公害保健の専管組織（公害保健課）を設置したほか、

保健所に職員を配置し、大気測定機器を設置するなど、対応強化を図った。 

昭和40年８月には、母子保健法が制定され、母子の健康増進による国民保健の向上を目指し、

妊婦・乳児の健康審査、相談、医療援護等の各事業の推進を図った。 

昭和42年の児童福祉法改正により、重症心身障害児施設が児童福祉施設に位置付けられると、

昭和43年４月には、都で初めての重症心身障害児（者）施設として、府中療育センターを開設し

た。 

都立病院については、昭和30年以降、総合病院化を進め、昭和44年の「東京都中期計画－1969

年」では、都内全域をカバーする特殊専門医療を提供する高度医療機関と位置付けられた。同年

７月には、病院管理部が発足し、都立病院の管理が医務部から独立した。 

昭和50年４月には、地方自治法の一部改正を受け、特別区への保健所移管を行った（53保健所、11

保健相談所）。 

同時期に、食品衛生事務事業を特別区に移管したが、全都的な執行体制の確保が必要な場合も

あることから、協定等により都と特別区が連携して運営することとした。 

昭和60年の医療法改正で各都道府県に医療計画の策定が義務付けられたことを受け、平成元年

２月、「東京都保健医療計画」を策定した。この計画は、医療法上の医療計画としてだけではな

く、健康づくりから疾病の予防・治療、リハビリテーション及び介護を支える保健・医療・福祉

の連携に基づく包括的な保健医療体制の構築を目指すものであり、都の責任と施策の方向性を明

らかにする総合的・基本的な計画として策定された。 
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平成６年の保健所法の地域保健法への改正などを踏まえ、平成９年４月には、保健所の再編整

備を行い、13保健所４出張所体制となった。平成11年11月には、いきいき・安心・安全に暮らせ

る21世紀の東京を目指し、衛生行政の改革を行う「衛生局改革アクションプラン（第一次）」を

策定し、平成12年６月には、「開かれた医療」、「安心できる医療」及び「無駄のない医療」の

改革方針を明らかにした「東京発医療改革」を発表した。これを踏まえ、同年８月に東京の医療

改革とその中核となる都立病院改革の具体的な取組を示した「衛生局改革アクションプラン（第

二次）」を策定した。 

平成14年４月には、病院経営部門を病院経営本部として分離するとともに組織改正を行い、５

部体制で、局名を健康局とした。 

 

【福祉保健局】 

都においては、永く、福祉行政の主管局として福祉局が、衛生行政の主管局として健康局が、

積極的に都民福祉の向上を進め、都民の福祉・保健・医療ニーズに応えてきた。 

両局においては、各種計画の策定や事業執行に際し連携を図ってきたが、少子高齢化の進行や

介護保険の導入などに伴い、福祉・保健・医療の連携がますます強く求められる状況になった。 

このため、少子高齢社会に対応し、健康に対する都民の不安を払しょくする観点から、平

成16年８月に福祉局と健康局を統合し、福祉・保健・医療に関する施策の総合化・一体化を

図ることとした。 

局統合後の平成18年２月には、本格的な高齢化や、人口減少社会の到来などを背景として、改

めて都の福祉保健施策に対する基本姿勢を明らかにするため、「福祉・健康都市東京ビジョン」

を策定した。このビジョンでは、誰もが「自ら積極的に健康づくり」に取り組み、就労や地域生

活など「その人らしい自立」を目指すことができるよう、主体的に生活できる社会の構築を目指

し、施策を展開していくこととした。 

令和２年７月には、新型コロナウイルス感染症への組織対応力を強化するため、感染症対策部

を設置した。 

令和４年７月には、都立病院と公社病院を一体とした法人として、地方独立行政法人東京都立

病院機構が設立された。 

地方独立行政法人化に伴い、行政的医療の安定的な提供など、都の医療政策と連携して法人が

その役割を確実に果たせるよう、福祉保健局に、法人との各種調整など運営支援を担う都立病院

支援部を設置した。 
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（2）保健医療局の設置 

福祉や保健医療を取り巻く社会的課題は、高度化、複雑化を増してきており、これらの課題に

的確に対応するためには、都民や事業者のニーズに寄り添いながら、実効性ある施策をより一層、

機動的に展開する必要がある。 

このような背景の下、福祉保健局は、都民の生命と健康を守り、福祉・保健・医療サービスを

将来にわたって盤石なものにするため、令和５年７月に「福祉局」と「保健医療局」に再編し、

より高い専門性と機動性を発揮できる組織へと変革を図ることとした。 

保健医療局は、総務部、企画部、保健政策部、医療政策部、都立病院支援部、健康安全部、感

染症対策部の７部体制で発足し、保健医療施策の更なる充実を図るとともに、これまで培った福

祉・保健・医療の連携を継承し、保健医療局と福祉局に跨る政策課題の連携体制を構築していく

こととしている。 
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２ 福祉局・保健医療局間の連携 

福祉保健局では、誰もが、生涯を通じて、安全・安心に暮らし続けることができるよう、都民

の生命と健康を守り、地域での自立を支える新しい福祉を実現することを理念として、福祉・保

健・医療施策を一体的に推進してきた。 

令和５年７月の局再編後も、福祉、保健医療の専門性を両局が高度に発揮することに加え、母

子保健・子育て支援、精神障害者や医療的ケア児への支援、感染症対策、自殺総合対策など分野

横断的な課題に対応するため、新たに設置した両局にまたがる政策課題の企画立案・総合調整を

行う部門を中心に、これまで培った知見やノウハウを継承しつつ、両局が緊密に連携して対応す

る体制を構築する。 

上記の局間連携に当たり、「顔の見える関係づくり」に努めていく。具体的には、旧福祉保健

局で毎週実施していたライン部長会を両局合同で開催するほか、企画立案・意思決定を担う両局

の総務部・企画部では、予算編成などについて情報共有及び意識合わせを行うため、定期的なミ

ーティングを新たに実施する等の取組を行う。 
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３ 保健医療局組織一覧表（令和5年7月1日現在） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

監 察 医 務 院 【1】

医 療 安 全 課

保 健 所

(10)

(5)

医 療 人 材 課

（担当課長1）

保保健健医医療療局局

保保 健健 政政 策策 部部 保 健 政 策 課 (7)

【2】【4】

健 康 推 進 課 (9)

次次 長長

技技 監監

健 康 危 機 管 理 調 整 課 (1)

(9)

総総 務務 部部 総 務 課 (10)

（担当課長1）

職 員 課 (5)

企企 画画 部部 企 画 政 策 課

（担当課長1）

（担当部長2）　 （担当課長4）

計 理 課 (6)

支 所

（担当部長1） （担当課長6）

（担当課長2）

疾 病 対 策 課

【6】 出 張 所

（担当部長1） （担当課長3）

(8)

国 民 健 康 保 険 課 (11)

医医 療療 政政 策策 部部 医 療 政 策 課

救 急 災 害 医 療 課 (10)

（担当課長1）

（担当課長2）

法 人 調 整 課 (6)

(7)

看 護 専 門 学 校 【7】

都都 立立 病病 院院 支支 援援 部部

（担当課長3、専門課長1）

本庁 ７部 ２３課 ２２５課長代理

（次長 技監 １１担当部長 ５４担当課長 ３専門課長）

事業所 ２級事業所 １０
３級事業所 １３
４級事業所 ５ 計 ２８事業所 （ ）は課長代理数

【 】は事業所数
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（担当課長1、専門課長1）

（担当課長1、専門課長1）

（担当課長1）

（担当部長6） （担当課長3）

調 査 ・ 分 析 課 (10)

（担当課長7）

(14)

感感 染染 症症 対対 策策 部部 計 画 課 (6)

市 場 衛 生 検 査 所 【1】 出 張 所 【2】

食 肉 衛 生 検 査 所 【1】

出 張 所 【1】

【1】

健康 安全 研究 セン ター 【1】

（担当部長1） （担当課長1）

食 品 監 視 課 (11)

（担当課長1）

薬 務 課 (15)

健健 康康 安安 全全 部部 健 康 安 全 課 (7)

（担当課長6）

医 療 体 制 整 備 第 一 課 (32)

（担当課長9）

医 療 体 制 整 備 第 二 課 (13)

環 境 保 健 衛 生 課 (13)

動物 愛護 相談 セン ター 【1】

防 疫 課

支 所
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４ 保健医療局各課の分掌事務（東京都組織規程第２６条の２） 
 

総 務 部 

総 務 課 

一 局所属職員（課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に限る。）の人事に関すること。 

二 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。 

三 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

四 局事務事業の管理改善に関すること。 

五 局事務事業の広報及び広聴に関すること。 

六 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。 

七 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。 

八 局事務事業に係る調査及び統計に関すること。 

九 保健医療情報の収集及び管理に関すること。 

十 局の契約に関すること。 

十一 局の財産及び物品の管理並びに工事に関すること。 

十二 監査及び検査の連絡調整に関すること。 

十三 局内他の部及び課に属しないこと。 

 

職 員 課 

一 局の組織及び定数に関すること。 

二 局所属職員の人事（課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に係るものを除く。）及

び給与に関すること。 

三 局所属職員の福利厚生に関すること。 

四 局所属職員の安全衛生に関すること。 

五 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。 

六 医療従事者等の教育訓練に関すること（他の局及び部に属するものを除く。）。 

 

企 画 部 

企画政策課 

一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

二 保健医療の研究に関すること。 

三 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。 

四 保健医療に係る区市町村との連絡及び調整に関すること。 

五 局の所管に係る政策連携団体等の指導、監督等に関すること。 
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健康危機管理調整課 

一 健康危機管理に係る総合的な調整に関すること。 

 

計 理 課 

一 局の予算、決算及び会計（他の部に属するものを除く。）に関すること。 

二 局事務事業の進行管理に関すること。 

三 局事務事業の行政評価の実施に関すること。 

 

保健政策部 

保健政策課 

一 保健施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

二 保健所事務事業の調整に関すること（他の局、部及び課に属するものを除く。）。 

三 東京都保健所の設置、管理及び運営に関すること。 

四 部内他の課に属しないこと。 

 

健康推進課 

一 健康づくり施策の計画、連絡調整及び実施に関すること。 

二 健康増進法の施行に関すること（他の局及び部に属するものを除く。）。 

三 栄養士法の施行に関すること。 

四 成人保健対策の計画及び調整に関すること。 

五 生活習慣病の予防に関すること。 

六 がん予防及び早期発見に関すること。 

七 自殺総合対策に関すること。 

 

疾病対策課 

一 難病対策に関すること。 

二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行に関すること。 

三 臓器の移植に関する法律の施行に関すること。 

四 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること（献血の推進及び

血液製剤の適正使用に関するものに限る。）。 

 

国民健康保険課 

一 国民健康保険法の施行に関すること。 

二 国民健康保険事業の計画及び調査に関すること。 
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三 東京都国民健康保険運営協議会及び東京都国民健康保険審査会に関すること。 

四 国民健康保険事業の指導及び検査に関すること。 

五 国民健康保険組合に関すること。 

六 国民健康保険法に基づく東京都国民健康保険団体連合会に関すること。 

七 後期高齢者医療制度に関すること。 

八 医療費適正化計画に関すること。 

九 国民健康保険の医療に関すること。 

十 国民健康保険法による療養の給付に係る保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保

険薬剤師の指導、報告等に関すること。 

十一 高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付に係る保険医療機関及び保険薬局

並びに保険医及び保険薬剤師の指導、報告等に関すること。 

 

医療政策部 

医療政策課 

一 医療施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

二 東京都医療審議会に関すること。 

三 保健医療計画に関すること。 

四 医療改革の推進に関すること。 

五 医療機関の整備に関すること（他の局、部及び課に属するものを除く。）。 

六 地域医療システムに関すること。 

七 保健医療情報センターに関すること。 

八 歯科衛生に関すること。 

九 心身障害者口腔保健センターに関すること。 

十 地域がん医療に係る計画及び調整に関すること。 

十一 リハビリテーション医療に係る計画及び調整に関すること。 

十二 東京都リハビリテーション病院に関すること。 

十三 部内他の課に属しないこと。 

 

救急災害医療課 

一 救急医療に関すること（他の局、部及び課に属するものを除く。）。 

二 小児医療に関すること（他の局及び課に属するものを除く。）。 

三 周産期医療に関すること。 

四 災害時の医療救護に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

五 島しよ等へき地の医療に関すること。 
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医療安全課 

一 医療法の施行に関すること。 

二 医療施設の監視及び指導に関すること。 

三 死体解剖保存法の施行に関すること。 

四 監察医務院に関すること。 

五 その他医務に関すること。 

 

医療人材課 

一 医療従事者の育成施策に係る計画及び調整に関すること。 

二 医師法、歯科医師法、歯科衛生士法及び歯科技工士法の施行に関すること。 

三 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の施行に

関すること。 

四 診療放射線技師法の施行に関すること。 

五 臨床検査技師等に関する法律の施行に関すること。 

六 理学療法士及び作業療法士法の施行に関すること。 

七 視能訓練士法の施行に関すること。 

八 臨床工学技士法の施行に関すること。 

九 義肢装具士法の施行に関すること。 

十 救急救命士法の施行に関すること。 

十一 言語聴覚士法の施行に関すること。 

十二 医療社会事業に関すること。 

十三 保健師助産師看護師法の施行に関すること。 

十四 東京都准看護師試験委員会に関すること。 

十五 東京都看護師等修学資金選考委員会に関すること。 

十六 保健師、助産師、看護師及び准看護師の技術指導に関すること。 

十七 保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成及び定着対策の援助に関すること。 

十八 看護専門学校に関すること。 

 

都立病院支援部 

法人調整課 

一 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。 
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健康安全部 

健康安全課 

一 部所管事業の総合的な企画及び調整に関すること。 

二 調理師法及び製菓衛生師法の施行に関すること。 

三 東京都ふぐの取扱い規制条例に基づく試験及び免許に関すること。 

四 理容師法（管理理容師の講習及び理容師養成施設に関することに限る。）、美容師法

（管理美容師の講習及び美容師養成施設に関することに限る。）及びクリーニング業法

（試験、免許、クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者の講習に関することに

限る。）の施行に関すること。 

五 食品衛生法(食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設並びに食品衛生管理者の資

格認定講習に関することに限る。)の施行に関すること。 

六 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥処理衛生管理者の養成施設及び

資格認定講習に関することに限る。)の施行に関すること。 

七 東京都健康安全研究センターに関すること（他の部に属するものを除く。）。 

八 部内他の課に属しないこと。 

 

食品監視課 

一 食品衛生に係る計画及び調整に関すること。 

二 食品衛生に係る規格及び基準に関すること。 

三 食品衛生営業に係る許可及び監視指導並びに行政処分等に関すること。 

四 食中毒の防止及び調査に関すること。 

五 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の施行に関すること。 

六 特別用途食品に関すること。 

七 健康増進法に基づく誇大表示の監視、指導等に関すること。 

八 健康食品対策に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

九 東京都食品安全条例の施行に関すること。 

十 東京都食品安全審議会に関すること。 

十一 東京都ふぐの取扱い規制条例の施行に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

十二 と畜場法の施行に関すること。 

十三 牛海綿状脳症対策特別措置法の施行に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること(他の課に属す

るものを除く。)。 

十五 化製場等に関する法律の施行に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

十六 動物質原料の運搬等に関する条例の施行に関すること。 
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十七 食品表示法の施行に関すること。 

十八 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関するこ

と（他の局に属するものを除く。）。 

十九 東京都消費生活条例における食品表示に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

二十 市場衛生検査所及び食肉衛生検査所に関すること。 

二十一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること（他の局に属す

るものを除く。）。 

二十二 その他食品衛生関係法令の施行に関すること。 

 

薬 務 課 

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関するこ

と。 

二 薬剤師法の施行に関すること。 

三 毒物及び劇物取締法の施行に関すること。 

四 麻薬及び向精神薬取締法の施行に関すること。 

五 大麻取締法の施行に関すること。 

六 あへん法の施行に関すること。 

七 覚醒剤取締法の施行に関すること。 

八 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること（献血の推進及び

血液製剤の適正使用に関するものを除く。）。 

九 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。 

十 東京都薬物の濫用防止に関する条例の施行に関すること。 

十一 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例の施行に関すること。 

十二 東京都薬事審議会に関すること。 

十三 医薬分業の質的向上に関すること。 

十四 健康食品対策に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

十五 東京都麻薬中毒審査会に関すること。 

十六 薬物乱用防止の普及啓発に関すること。 

十七 その他薬事衛生に関すること。 

 

環境保健衛生課 

一 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること。 

二 東京都生活衛生審議会に関すること。 

三 環境に係る保健衛生対策の計画及び調整に関すること。 
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四 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の施行に関すること（他の課に属するものを

除く。）。 

五 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法の施行に関すること。 

六 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

七 温泉法の施行に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること。 

九 住宅宿泊事業法の施行に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

十 プール等取締条例の施行に関すること。 

十一 胞衣及び産汚物取締条例の施行に関すること。 

十二 大気汚染に係る健康障害者に関すること。 

十三 狂犬病予防法の施行に関すること。 

十四 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。 

十五 東京都動物愛護管理審議会に関すること。 

十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること（動物 

由来感染症に関するものに限る。）。 

十七 化製場等に関する法律の施行に関すること（政令で定める動物の飼養、収容施設に関

するものに限る。）。 

十八 動物愛護相談センターに関すること。 

十九 愛玩動物看護師法に基づく愛玩動物看護師養成所の指定に関すること（他の局に属す

るものを除く。)。 

二十 水道法の施行に関すること。 

二十一 環境に係る健康影響調査に関すること。 

二十二 室内環境保健対策に関すること。 

二十三 アレルギー疾患に関すること（他の局及び部に属するものを除く。）。 

二十四 その他環境に係る保健衛生対策及び環境衛生措置に関すること（他の局、部及び課

に属するものを除く。）。 

 

感染症対策部 

計 画 課 

一 部所管事業の総合的な企画及び調整に関すること。 

二 感染症の予防のための施策の実施に関する計画に関すること。 

三 東京都健康安全研究センターに関すること（感染症対策に関することに限る。）。 

四 東京都感染症予防医療対策審議会に関すること。 

五 部内他の課に属しないこと。 
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調査・分析課 

一 東京感染症対策センター、東京都感染症医療体制戦略ボード及び感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律に基づく都道府県連携協議会に関すること。 

二 感染症に係る情報の収集、分析、公表等に関すること。 

 

防 疫 課 

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること（他の部

及び課に属するものを除く。）。 

二 疫学的調査に関すること。 

三 予防接種法の施行に関すること。 

四 結核対策に関すること（他の部に属するものを除く。）。 

五 ハンセン病対策に関すること。 

六 後天性免疫不全症候群対策の総合的な企画及び調整に関すること。 

 

医療体制整備第一課 

一 新型インフルエンザ等感染症の医療体制の整備に関すること（他の部及び課に属するも

のを除く。）。 

二 その他感染症のまん延防止対策に関すること（他の局、部及び課に属するものを除

く。）。 

 

医療体制整備第二課 

一 新型インフルエンザ等感染症の外来診療体制及び検査体制の整備に関すること（他の部

及び課に属するものを除く。）。 

二 感染症患者の自宅療養生活の支援に関すること。  
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５ 保健医療局職員定数   
   1,953人 （令和５年７月１日現在） 

（単位：人）

区      分 
職   種   別 配 置 別 

合 計 
事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能労務系 本 庁 事業所 

総 務 部 48 0 4 1 0 53 0 53 

企  画  部 47 0 1 0 0 48 0 48 

保 健 政 策 部 229 0 123 275 0 141 486 627 

医 療 政 策 部 138 1 0 196 16 121 230 351 

都立病院支援部 25 0 0 0 0 25 0 25 

健 康 安 全 部 82 0 332 216 20 146 504 650 

感 染 症 対 策 部 178 0 0 21 0 199 0 199 

合 計 747 1 460 709 36 733 1,220 1,953 
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６ 令和５年度福祉局及び保健医療局の所管予算 

 
（１）歳出予算                           （単位：千円、％） 

区  分 

令和５年度 

当初予算額 

Ａ 

令和４年度 

当初予算額 

Ｂ 

増△減 

Ｃ＝Ａ－Ｂ 

伸び率 

Ｄ＝Ｃ／Ｂ 

一 
 
 
 
 

般 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 

計 

福 祉 保 健 費 1,522,446,000 1,690,081,056 △167,635,056 △9.9 

 

福祉保 健管理 費 12,660,000 12,504,554 155,446 1.2 

医 療 政 策 費 49,104,000 54,912,962 △5,808,962 △10.6 

保 健 政 策 費 353,393,000 340,353,808 13,039,192 3.8 

生 活 福 祉 費 44,919,000 44,407,013 511,987 1.2 

高齢社 会対策 費 231,731,000 245,111,020 △13,380,020 △5.5 

少子社 会対策 費 480,108,000 314,923,016 165,184,984 52.5 

障害者施策推進費 224,501,000 212,527,325 11,973,675 5.6 

健 康 安 全 費 20,863,000 366,082,555 △345,219,555 △94.3 

都立病 院支援 費 55,379,000 41,562,854 13,816,146 33.2 

施 設 整 備 費 49,788,000 54,189,000 △4,401,000 △8.1 

諸 支 出 金 12,128,000 150,000 11,978,000 7985.3 

 諸 費 12,128,000 150,000 11,978,000 7985.3 

計 1,534,574,000 1,690,231,056 △155,657,056 △9.2 

特
別
会
計 

国民健康保険事業会計 1,144,687,000 1,106,469,000 38,218,000 3.5 

母子父子福祉貸付資金会計 6,489,000 4,372,000 2,117,000 48.4 

心身障害者扶養年金会計 3,339,000 3,544,000 △205,000 △5.8 

地 方 独 立 行 政 法 人 

東 京 都 立 病 院 機 構 

貸 付 等 事 業 会 計  
15,101,000 18,323,000 △3,222,000 △17.6 

計 1,169,616,000 1,132,708,000 36,908,000 3.3 

合 計 2,704,190,000 2,822,939,056 △118,749,056 △4.2 

重 複 控 除 91,130,508 86,962,300 4,168,208 4.8 

差 引 純 計 2,613,059,492 2,735,976,756 △122,917,264 △4.5 

   ※令和４年度予算額の合計には旧病院経営本部の地域病院費を含む。 
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（２）歳入予算                           （単位：千円、％） 

区   分 

令和５年度 

当初予算額 

Ａ 

令和４年度 

当初予算額 

Ｂ 

増△減 

Ｃ＝Ａ－Ｂ 

伸び率 

Ｄ＝Ｃ／Ｂ 

一 
 

般 
 

会 
 

計 

分 担金及負担金 255,558 254,738 820 0.3 

使 用料及手数料 17,514,480 17,707,348 △192,868 △1.1 

国 庫 支 出 金 100,231,038 391,912,497 △291,681,459 △74.4 

財 産 収 入 1,116,276 1,110,560 5,716 0.5 

寄 附 金 1,000 1,000 0 0.0 

繰 入 金 91,505,541 110,427,899 △18,922,358 △17.1 

諸 収 入 20,442,832 13,432,509 7,010,323 52.2 

都 債 9,819,000 10,327,000 △508,000 △4.9 

計 240,885,725 545,173,551 △304,287,826 △55.8 

国
民
健
康
保
険
事
業
会
計 

分 担金及負担金 460,906,554 454,949,830 5,956,724 1.3 

国 庫 支 出 金 307,882,775 304,328,353 3,554,422 1.2 

療養給付費等交付金 2 2 0 0.0 

前期高齢者交付金 252,317,087 236,078,366 16,238,721 6.9 

共 同事業交付金 3,418,325 2,675,210 743,115 27.8 

財 産 収 入 2,157 3,317 △1,160 △35.0 

繰 入 金 97,955,449 91,063,136 6,892,313 7.6 

諸 収 入 1,622,234 746,062 876,172 117.4 

繰 越 金 20,582,417 16,624,724 3,957,693 23.8 

計 1,144,687,000 1,106,469,000 38,218,000 3.5 

母
子
父
子
福
祉 

貸
付
資
金
会
計 

事 業 収 入 3,508,960 3,586,074 △77,114 △2.2 

繰 入 金 147,103 133,764 13,339 10.0 

諸 収 入 11 10 1 10.0 

繰 越 金 2,832,926 652,152 2,180,774 334.4 

計 6,489,000 4,372,000 2,117,000 48.4 

心
身
障
害
者 

扶
養
年
金
会
計 

財 産 収 入 23,000 24,000 △1,000 △4.2 

繰 入 金 3,315,994 3,519,994 △204,000 △5.8 

諸 収 入 5 5 0 0.0 

繰 越 金 1 1 0 0.0 

計 3,339,000 3,544,000 △205,000 △5.8 

地
方
独
立
行
政
法
人 

東
京
都
立
病
院
機
構 

貸
付
等
事
業
会
計 

事 業 収 入 8,631,969 11,505,910 △2,873,941 △25.0 

繰 入 金 32,030 29,089 2,941 10.1 

諸 収 入 1 1 0 0.0 

都 債 6,437,000 6,788,000 △351,000 △5.2 

計 15,101,000 18,323,000 △3,222,000 △17.6 

歳 入 合 計 1,410,501,725 1,677,881,551 △267,379,826 △15.9 

差 引 一 般 財 源 1,293,688,275 1,145,057,505 148,630,770 13.0 
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７ 附属機関 

 
保健医療局で所管している附属機関（法律又は条例に基づき設置しているもの）の概要及び 

令和４年度の開催実績は次のとおりである。 

（令和５年４月１日現在） 

名 称 根拠規程 内 容 構成員等 
令和４年度
開催実績 

東京都医療審議会 医療法 医療を提供する体制の確保に

関する重要事項を知事の諮問

に応じて調査審議する。 

医師、歯科医師、

薬剤師、医療を受

ける立場にある

者、学識経験者 

総会

部会 

3回 

2回 

東京都准看護師試験委員

会 
保健師助産師

看護師法 

准看護師試験の実施に関する

事務を行う。 

学識経験者、都職

員 

総会 4回 

東京都看護師等修学資金

選考委員会 
東京都看護師

等修学資金貸

与条例 

知事の諮問に応じて、修学資

金被貸与者の選考について

審議し、答申を行う。 

学識経験者、関係

団体等 

２回 

東京都指定難病審査会 難病の患者に

対する医療等

に関する法律 

難病医療費助成の申請につ

いて、支給認定をしないこ

ととする場合に審査を行

う。 

指 定 難 病 に 関

し、学識経験を

有する者（都道

府県の定める医

師に限る。） 

12回 

東京都国民健康保険審査

会 
国民健康保険法 保険給付に関する処分又は保

険料その他徴収金に関する処

分について、被保険者等から

の不服申立てがある場合、処

分の違法、不当性の有無を審

査し、裁決する。 

被保険者、保険者 

（区市町村及び国

民健康保険組合） 

及び公益の代表 

（医師、学識経

験者等） 

3回 

東京都国民健康保険運営

協議会 
東京都国民健

康保険運営協

議会条例 

国民健康保険事業費納付金

の徴収に関すること、国民健

康保険運営方針の作成に関

すること、その他国民健康保

険事業の運営に関すること

（東京都が処理するものに限

る。）について審議し、答申

する。 

被保険者代表、保

険医又は保険薬

剤師代表、公益

の代表（学識経験

者等）及び保険者 

（被用者保険

等）代表 

 

2回 

東京都後期高齢者医療審

査会 
高齢者の医療

の確保に関す

る法律 

保険給付に関する処分又は保

険料その他徴収金に関する処

分について、被保険者等から

の不服申立てがある場合、処

分の違法、不当性の有無を審

査し、裁決する。 

被保険者、東京都

後期高齢者医療

広域連合及び公

益 の 代 表 （ 医

師、学識経験者

等） 

2回 
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名 称 根拠規程 内 容 構成員等 
令和４年度
開催実績 

東京都食品安全審議会 東京都食品安全

条例 

都における食品の安全の確保

に関する施策について、知

事の諮問に応じて調査・審議

を行うとともに、必要に応じ

て意見具申を行う。 

都民、事業

者、学識経験者 

総会 1 回 

部会 0 回 

東京都食品安全情報評価

委員会 

東京都食品安全

条例 

食品等の安全性に関する情報

について調査を行い、その

結果を知事に報告する。 

都民、学識経験

者 

総会 2 回

部会 4 回 

東京都薬事審議会 医薬品、医療機

器等の品質、有

効性及び安全性

の確保等に関す

る法律、東京都

薬事審議会条例 

知事の諮問に応じて、薬事

に関する重要事項を調査審議

する。 

学識経験者、薬

事関 係 事 業 者

の代表、消費者

の代表 

総会 1 回

部会 0 回 

東京都麻薬中毒審査会 麻薬及び向精神

薬取締法 

知事の諮問に応じて、麻薬中

毒者の措置入院を一定期間以

上継続する場合の審査を行

う。 

法律又は麻薬中

毒者の医療に関

する学識経験者 

0 回 

東京都薬物情報評価委員

会 

東京都薬物の濫

用防止に関する

条例 

薬物の危険性に関する情報に

ついて調査を行い、その結

果を知事に報告する｡ 

学識経験者 5 回 

東京都大気汚染障害者認

定審査会 

大気汚染に係る

健康障害者に対

する医療費の助

成 に 関 す る 条

例、東京都大気

汚染障害者認定

審査会条例 

大気汚染に係る健康障害者に

対する医療費助成対象者の認

定を行うため必要な調査、

審議及び答申を行う。西多摩

保健所等５保健所に設置して

いる。 

学識経験者 6 0 回 

東京都生活衛生審議会 生活衛生関係営業

の運営の適正化

及び振興に関す

る法律、東京都

生活衛生審議会

条例 

法の施行に関する重要事項の

調査審議、生活衛生同業組合

が設定する適正化規程の認可

等に関する審議、興行場、旅

館業、公衆浴場業、理・美容

業、クリーニング業等に関す

る衛生上必要な措置の基準、

認可等に係る条件の審議等を

行う。 

学識経験者、生

活衛生関係営業

者の代表、利用

者又は消費者の

代表 

0 回 

東京都動物愛護管理審議

会 

東京都動物の愛

護及び管理に関

する条例 

動物の愛護及び適正な飼養並

びに動物による人の生命及び

身体への危害の防止に関して

調査審議する。 

学識経験者、獣

医師等関係団体

の代表、関係行

政機関の代表 

総会 0 回

部会 0 回 

東京都感染症の診査に

関する協議会 

感染症の予防及

び感染症の患者

に対する医療に

関する法律、東

京都感染症の診

査に関する協議

会条例 

法で定められた1類及び2類感

染症にり患した者で勧告によ

り入院している患者の入院期

間の延長等について審議す

る。西多摩保健所等５保健所

に設置している。 

 

 

 

感染症指定医療

機関の医師、学

識経験者 

1 1 8 回 
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名 称 根拠規程 内 容 構成員等 
令和４年度
開催実績 

東京都感染症予防医療対

策審議会 

東京都感染症予

防医療対策審議

会条例 

感染症の予防及び医療の対

策、感染症の予防のための施

策の実施に関する計画、原因

不明の感染症疾病、ねずみ

族、昆虫等の駆除対策に関す

ることについて知事の諮問に

応じ審議する。 

学識経験者、関

係行政機関の代

表 

0 回 

東京都がん登録審議会 がん登録等の推

進に関する法律 

東京都がん登録

審議会規則 

都道府県がん情報の利用又は

提供、都道府県がんデータ

ベースの整備、がん登録に

係る知事の権限及び事務の委

任等に関する審議等を行う。 

学識経験者 3 回 
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８ 事業所・政策連携団体等一覧 
（令和５年７月１日現在）      

施   設   名 所 在 地 電話番号 

保 健 政 策 部 関 係    

西多摩保健所 〒198−0042 青梅市東青梅１－167－15 0428（22） 6141 

南多摩保健所 〒206−0025 多摩市永山２－１－５ 042（371） 7661 

多摩立川保健所 〒190−0023 立川市柴崎町2－21－19 042（524） 5171 

  東京都立川福祉保健庁舎内  
多摩府中保健所 〒183−0022 府中市宮西町１－26－１ 042（362） 2334 

  東京都府中合同庁舎内  
多摩小平保健所 〒187−0002 小平市花小金井１－31－24 042（450） 3111 

  東京都花小金井庁舎内  
島しょ保健所 〒163−0924 新宿区西新宿２－３－１ 03（5324） 6532 

  新宿モノリス24階  
大島出張所 〒100−0101 大島町元町字馬の背275－４ 04992（2） 1436 

新島支所 〒100−0402 新島村本村６－４－24 04992（5） 1600 

神津島支所 〒100−0601 神津島村1088 04992（8） 0880 

三宅出張所 〒100−1102 三宅村伊豆1004 04994（2） 0181 

八丈出張所 〒100−1511 八丈町三根1950－２ 04996（2） 1291 

小笠原出張所 〒100−2101 小笠原村父島字清瀬 04998（2） 2951 

医 療 政 策 部 関 係     

監察医務院 〒112−0012 文京区大塚４－21－18 03（3944） 1481 

広尾看護専門学校 〒150−0013 渋谷区恵比寿２－34－10 03（3443） 0642 

荏原看護専門学校 〒145−0065 大田区東雪谷４－５－28 03（3727） 2961 

府中看護専門学校 〒183−0042 府中市武蔵台２－27－１ 042（324） 6411 

北多摩看護専門学校 〒207−0022 東大和市桜が丘３－44－10 042（567） 0331 

青梅看護専門学校 〒198−0014 青梅市大門３－14－１ 0428（31） 9051 

南多摩看護専門学校 〒206−0042 多摩市山王下１－18－１ 042（389） 6601 

板橋看護専門学校 〒173−0015 板橋区栄町34－１ 03（5943） 7040 

健 康 安 全 部 関 係     

健康安全研究センター 〒169−0073 新宿区百人町３－24－１ 03（3363） 3231 

市場衛生検査所 〒135−0061 江東区豊洲６－６－１ 03（3520） 8101 

大田出張所 〒143−0001 大田区東海３－２－１ 03（5492） 2795 

足立出張所 〒120−0038 足立区千住橋戸町50 03（3879） 2748 

芝浦食肉衛生検査所 〒108−0075 港区港南２－７－19 03（3472） 5175 

動物愛護相談センター 〒156−0056 世田谷区八幡山２－９－11 03（3302） 3567 

城南島出張所 〒143−0002 大田区城南島３－２－１ 03（3790） 0861 

多摩支所 〒191−0021 日野市石田１－192－33 042（581） 7435 

政 策 連 携 団 体 等 
   

公益財団法人東京都医学総合研究所 〒156−8506 世田谷区上北沢２－１－６ 03（5316） 3100 

地方独立行政法人    

東京都立病院機構 〒163−8001 新宿区西新宿２－８－１   

  東京都庁第一庁舎24階 03（5320） 5812 
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９ 保健医療局所管の主な法定計画等 

計画名 策 定 計画期間 掲載 

東京都健康推進プラン２１（第二次） 平成25年3月 平成25年度～令和5年度 Ｐ58 

東京都自殺総合対策計画（第２次） 令和5年3月 令和5年度～令和9年度 Ｐ59 

第三期東京都医療費適正化計画 平成30年3月 平成30年度～令和5年度 Ｐ85 

東京都保健医療計画（第７次） 

平成30年3月改定 

（令和3年7月中間見

直し） 

平成30年度～令和5年度 Ｐ91 

東京都がん対策推進計画（第二次改定） 平成30年3月改定 平成30年度～令和5年度 Ｐ92 

東京都循環器病対策推進計画 令和3年7月 令和3年度～令和5年度 Ｐ94 

東京都食品安全推進計画 令和3年3月 令和3年度～令和7年度 Ｐ147 

東京都アレルギー疾患対策推進計画 令和4年3月改定 令和4年度～令和8年度 Ｐ147 

東京都動物愛護管理推進計画 令和3年3月改定 令和3年度～令和12年度 Ｐ148 

東京都感染症予防計画 平成30年3月改定 － Ｐ182 
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10 保健医療局重要施策 

都は、これまで、利用者本位の新しい福祉及び患者中心の医療の実現に向けて、改革に取り

組んできた。しかし、人口減少社会が現実のものとなり、本格的な少子高齢社会を迎えるなど、

時代は大きな転換点にあり、これまでの改革を更に推進していくため、平成18年２月、「福祉

・健康都市 東京ビジョン」を策定した。これは、福祉と保健医療の両分野を貫く、初めての

基本方針であり、分野別計画の策定・推進の基本となるものである。このビジョンでは、誰も

が自ら積極的に健康づくりに取り組み、就労や地域生活への移行など「その人らしい自立」に

チャレンジし、必要なサービスを選択し利用しながら地域の中で主体的に生活できる社会を構

築する「新しい自立」の実現を目指している。 

「福祉・健康都市 東京ビジョン」策定から10年以上が経過し、その間、国においては、社

会保障制度に関する改革が進められてきた。一方、福祉サービスを支える人材の確保が困難に

なっていることや、受動喫煙による健康影響、新型インフルエンザ、デング熱、新型コロナウ

イルス感染症の発生など、福祉・保健・医療をめぐる課題が継続的に発生している。 

このような、様々な社会環境の変化に対応しながら、積極的な事業展開を図るため、「福祉

・健康都市 東京ビジョン」の基本方針を継承し、令和５年度に展開する重点施策を盛り込ん

だ「東京の福祉保健2023分野別取組」を取りまとめている。 

今後とも、社会経済環境の変化や災害等の緊急・突発的な事態にも対応しながら、これまで

培ってきた福祉・保健・医療の連携を継承し、将来世代にわたって信頼できる福祉・保健・医

療施策を積極的に展開していく。 
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  令和５年度に展開する主な施策 

分 野 別 事 業 展 開

 

ライフステージを通じた 

健康づくりの取組を推進します 

保健分野 

 

多様化する健康危機から 

都民を守ります 

健康安全分野 

 

都民の安心を支える質の高い 

医療提供体制の整備を進めます 

医療分野 

 

広域的な自治体としての役割を 

着実に果たします 

横断的取組 

 

様々な感染症から都民の 

生命と健康を守ります 

感染症対策分野 

１ がんを含めた生活習慣病の予防、健康づくりを支援します 

２ 難病患者の療養生活を支援します 

３ 自殺対策を総合的に推進します 

１ 都民の安全・安心を守る救急医療・災害医療体制を整備します 

２ 安心して子供を産み、育てられる周産期医療・小児医療体制を 

確保します 

３ がん・循環器病等の疾病別の医療連携体制や、在宅療養環境の 

整備を進めます 

４ 医療人材の確保・育成を支援します 

５ 都立病院機構による行政的医療の安定的かつ継続的な提供や 

地域医療の充実等に向けた取組を支援します 

１ 新型インフルエンザなどの新興・再興感染症等の発生予防及び 

まん延を防止する対策を強化します 

２ 新型コロナウイルス感染症の法的位置付けの変更後も必要な保健・医

療提供体制を維持し、段階的に移行を進めます 

１ 危険ドラッグ等の速やかな排除、薬物の乱用防止を目指し、規制、 

監視指導、普及啓発を強化します 

２ 健康危機から都民を守る体制を確保します 

３ 人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指します 

１ サービスの「信頼確保」と「質の向上」を推進します 

２ 区市町村の主体的な施策展開を支援します 

３ 新たな時代に合わせた都立施設改革を推進します 
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11 福祉保健を取り巻く現状 

人口、平均余命、出生、死亡の面から見た都民の現状は以下のとおりである。 

(1）人口のあらまし 

令和４年10月１日現在の東京都の推計人口（総務局統計部）は、表１－１から表１－３までの

とおりで、14,040,732人を数え、令和３年同月の人口と比べ29,245人増加した。 

ア 性 別 

令和４年の人口を男女別に見ると、男6,888,660人、女7,152,072人で、令和３年と比べて

男は12,773人増加し、女も16,472人増加した。（表１－１） 

表１－１ 人口推移 （各年10月1日現在） 

 

年次 

総 数 男 女 

人 口 

（人） 

対前回 

増減数 

（人） 

増減率 

（％） 

構成比 

（％） 

人 口 

（人） 

構成比 

（％） 

人 口 

（人） 

構成比 

（％） 

昭和45年 11,408,071 538,827 5.0 100.0 5,801,009 50.9 5,607,062 49.1 

50 11,673,554 265,483 2.3 100.0 5,913,373 50.7 5,760,181 49.3 

55 11,618,281 △55,273 △0.5 100.0 5,856,280 50.4 5,762,001 49.6 

60 11,829,363 211,082 1.8 100.0 5,955,029 50.3 5,874,334 49.7 

平成２年 11,855,563 26,200 0.2 100.0 5,969,773 50.4 5,885,790 49.6 

７ 11,773,605 △42,226 △0.4 100.0 5,892,704 50.1 5,880,901 49.9 

12 12,064,101 120,053 1.0 100.0 6,028,562 50.0 6,035,539 50.0 

17 12,576,601 124,635 1.0 100.0 6,264,895 49.8 6,311,706 50.2 

22 13,159,388 170,591 1.3 100.0 6,512,110 49.5 6,647,278 50.5 

27 13,515,271 355,883 2.7 100.0 6,666,690 49.3 6,848,581 50.7 

＊28 13,636,222 120,951 0.9 100.0 6,723,887 49.3 6,912,335 50.7 

＊29 13,742,906 106,684 0.8 100.0 6,769,931 49.3 6,972,975 50.7 

＊30 13,843,403 100,497 0.7 100.0 6,811,987 49.2 7,031,416 50.8 

＊令和元年 13,942,856 99,453 0.7 100.0 6,854,976 49.2 7,087,880 50.8 

２ 14,047,594 104,738 0.8 100.0 6,898,388 49.1 7,149,206 50.9 

＊３ 14,011,487 △36,107 △0.3 100.0 6,875,887 49.1 7,135,600 50.9 
＊４ 14,040,732 29,245 0.2 100.0 6,888,660 49.1 7,152,072 50.9 

 (注） ＊印の年次は、総務局統計部の推計人口、その他は国勢調査人口である。 

 

イ 地域別 

令和４年の人口・構成比を区市郡島部別に見ると、区部9,720,389人（69.2％）、市部

4,241,974人（30.2％）、郡部54,636人（0.4％）、島部23,733人（0.2％）で、令和３年と

比べると、区部は28,700人（0.3％）、市部は1,301人（0.0％）増加し、郡部は379人

（0.7％）、島部は377人（1.6％）減少した。（表１－２） 
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表１－２ 区市郡島部別人口の推移 

 

年次 

総 数 区 部 

人 口 

（人） 

対前回 

増減数 

（人） 

増減率 

（％） 

構成比 

（％） 

人 口 

（人） 

対前回 

増減数 

（人） 

増減率 

（％） 

構成比 

（％） 

昭和45年 11,408,071 538,827 5.0 100.0 8,840,942 △52,152 △0.6 77.5 

50 11,673,554 265,483 2.3 100.0 8,646,520 △194,422 △2.2 74.1 

55 11,618,281 △55,273 △0.5 100.0 8,351,893 △294,627 △3.4 71.9 

60 11,829,363 211,082 1.8 100.0 8,354,615 2,722 0.0 70.6 

平成２年 11,855,563 26,200 0.2 100.0 8,163,573 △191,042 △2.3 68.9 

７ 11,773,605 △42,226 △0.4 100.0 7,967,614 △54,329 △0.7 67.7 

12 12,064,101 120,053 1.0 100.0 8,134,688 85,206 1.1 67.4 

17 12,576,601 124,635 1.0 100.0 8,489,653 98,686 1.2 67.5 

22 13,159,388 170,591 1.3 100.0 8,945,695 143,628 1.6 68.0 

27 13,515,271 355,883 2.7 100.0 9,272,740 327,045 3.7 68.6 

＊28 13,636,222 120,951 0.9 100.0 9,375,279 102,539 1.1 68.8 

＊29 13,742,906 106,684 0.8 100.0 9,467,490 92,211 1.0 68.9 

＊30 13,843,403 100,497 0.7 100.0 9,555,919 88,429 0.9 69.0 

＊令和元年 13,942,856 99,453 0.7 100.0 9,644,079 88,160 0.9 69.2 

２ 14,047,594 104,738 0.8 100.0 9,733,276 89,197 0.9 69.3 

＊３ 14,011,487 △36,107 △0.3 100.0 9,691,689 △41,587 △0.4 69.2 

＊４ 14,040,732 29,245 0.2 100.0 9,720,389 28,700 0.3 69.2 

 (注） ＊印の年次は、総務局統計部の推計人口、その他は国勢調査人口である。 

 

 

 

ウ 年齢階級別人口 

令和４年の人口を年齢３区分別、すなわち年少人口（０～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）、

老年人口（65歳以上）で見ると、年少人口は1,535,000人で総数に占める構成割合は10.9パー

セント、生産年齢人口は9,301,000人で66.3パーセント、また老年人口は3,202,000人で22.8パー

セントとなっている。（表１－３） 
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（各年10月1日現在） 

市 部 郡 部 島 部 

人 口 

（人） 

対前回 

増減数 

（人） 

増減率 

（％） 

構成比 

（％） 

人 口 

（人） 

対前回 

増減数 

（人） 

増減率 

（％） 

構成比 

（％） 

人 口 

（人） 

対前回 

増減数 

（人） 

増減率 

（％） 

構成比

（％） 

2,320,259 872,253 60.2 20.3 213,603 △278,949 △56.6 1.9 33,267 △2,325 △6.5 0.3 

2,893,763 573,504 24.7 24.8 99,284 △114,319 △53.5 0.9 33,987 720 2.2 0.3 

3,119,999 226,236 7.8 26.9 112,715 13,431 13.5 1.0 33,674 △313 △0.9 0.3 

3,317,059 197,060 6.3 28.0 124,102 11,387 10.1 1.0 33,587 △87 △0.3 0.3 

3,526,027 208,968 6.3 29.7 133,627 9,525 7.7 1.1 32,336 △1,251 △3.7 0.3 

3,712,682 33,995 0.9 31.5 61,232 △22,288 △26.7 0.5 32,077 396 1.2 0.3 

3,841,419 39,269 1.0 31.8 60,354 △592 △1.0 0.5 27,640 △3,830 △12.2 0.2 

3,998,901 23,692 0.6 31.8 59,303 △464 △0.8 0.5 28,744 2,100 7.3 0.2 

4,127,128 26,764 0.7 31.4 58,750 110 0.2 0.4 27,815 89 0.3 0.2 

4,157,706 30,578 0.7 30.8 58,334 △416 △0.7 0.4 26,491 △1,324 △4.8 0.2 

4,176,760 19,054 0.5 30.6 58,099 △235 △0.4 0.4 26,084 △407 △1.5 0.2 

4,191,915 15,155 0.4 30.5 57,765 △334 △0.6 0.4 25,736 △348 △1.3 0.2 

4,204,871 12,956 0.3 30.4 57,189 △576 △1.0 0.4 25,424 △312 △1.2 0.2 

4,217,121 12,250 0.3 30.2 56,594 △595 △1.0 0.4 25,062 △362 △1.4 0.2 

4,234,381 17,260 0.4 30.1 55,476 △1,118 △2.0 0.4 24,461 △601 △2.4 0.2 

4,240,673 6,292 0.1 30.3 55,015 △461 △0.8 0.4 24,110 △351 △1.4 0.2 

4,241,974 1,301 0.0 30.2 54,636 △379 △0.7 0.4 23,733 △377 △1.6 0.2 

 

 

 

表１－３ 年齢（３区分）別人口                       （各年10月1日現在） 

 
年次 

年 少 人 口 
（0～14歳） 

生産年齢人口 
（15～64歳） 

老 年 人 口 
（65歳以上） 

人 口 
（人） 

構成割合 
（％） 

人 口 
（人） 

構成割合 
（％） 

人 口 
（人） 

構成割合 
（％） 

 

昭和45年 2,400,630 21.0 8,146,630 73.8 590,811 5.2 

  50 2,564,449 22.0 8,360,219 71.7 731,808 6.3 

  55 2,393,687 20.6 8,308,563 71.6 894,961 7.7 

  60 2,125,337 18.0 8,638,299 73.1 1,055,850 8.9 

平成２年 1,727,479 14.7 8,790,525 74.7 1,244,026 10.6 

  ７ 1,499,126 12.8 8,705,099 74.2 1,530,695 13.0 

  12 1,420,919 11.8 8,685,878 72.3 1,910,456 15.9 

  17 1,424,667 11.5 8,695,592 70.0 2,295,527 18.5 

  22 1,477,371 11.4 8,850,225 68.2 2,642,231 20.4 

  27 1,518,130 11.5 8,734,155 65.9 3,005,516 22.7 

＊28 1,535,000 11.3 8,969,000 65.8 3,120,000 22.9 

＊29 1,542,000 11.2 9,021,000 65.6 3,160,000 23.0 

＊30 1,550,000 11.2 9,084,000 65.7 3,189,000 23.1 

＊令和元年 1,553,000 11.2 9,158,000 65.8 3,209,000 23.1 

  ２ 1,566,840 11.5 8,944,193 65.7 3,107,822 22.8 

＊３ 1,553,000 11.1 9,255,000 66.1 3,202,000 22.9 

＊４ 1,535,000 10.9 9,301,000 66.3 3,202,000 22.8 

（注）１ 各年次とも年齢不詳を除く。 

２ ＊は総務省統計局の人口推計による。それ以外は国勢調査による。 
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(2）都民の平均余命、出生、死亡の現状

ア 平均余命（表１－４－①，②） 

(ｱ）０歳の平均余命 

我が国の０歳の平均余命（平均寿命）は男81.56年、女87.71年である。昭和45年の男

69.31年、女74.66年と比べ、50年間で男女とも12～13年程度伸びている。都道府県別で見

ると、東京都は男が81.77年で第14位、女が87.86年で第17位になっている。 

(ｲ）65歳の平均余命 

65歳に到達した者があと何年生きられるかを見ると、昭和45年の男12.50年、女15.34年

に比べ、令和２年には男19.97年、女24.88年と、高齢期が長くなってきている。 

東京都は男が19.89年で全国第27位、女が24.93年で全国第17位となっている。 

表１－４－① 平均余命 （単位：年） 

 

指 標 

首 都 圏 中京圏 近 畿 圏 

東京都 
埼玉県 千葉県 神奈川県 愛知県 大阪府 兵庫県 

総 数 区 部 

０歳平均余命 男

女

65歳平均余命 男
女

81.77 81.54 81.44 81.45 82.04 81.77 80.81 81.72 

87.86 87.79 87.31 87.50 87.89 87.52 87.37 87.90 

19.89 19.65 19.79 19.95 20.23 19.87 19.35 20.06 

24.93 24.87 24.55 24.72 24.99 24.58 24.55 24.95 

資料：「令和２年都道府県別生命表」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室） 
 

表１－４－② 平均寿命と65歳平均余命の推移（全国） （単位：歳・年） 

 昭和 
45年 

 
50年 

 
55年 

 
60年 

平成 
２年 

 
７年 

 
12年 

 
17年 

 
22年 

 
27年 

令和 

２年 
平均寿命(男性) 69.31 71.73 73.35 74.78 75.92 76.38 77.72 78.56 79.55 80.75 81.56 

平均寿命(女性) 74.66 76.89 78.76 80.48 81.90 82.85 84.60 85.52 86.30 86.99 87.71 

65歳平均余命(男性) 12.50 13.72 14.56 15.52 16.22 16.48 17.54 18.13 18.74 19.41 19.97 

65歳平均余命(女性) 15.34 16.56 17.68 18.94 20.03 20.94 22.42 23.19 23.80 24.24 24.88 

資料：「第23回生命表（令和２年）」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室） 

 

イ 出 生（表１－５） 

我が国の出生数は、昭和46年～49年の第二次ベビーブームの後、昭和50年以降は毎年減少し続

け、平成３年以降は増加と減少を繰り返している。 

東京都においても同様の傾向にあり、平成18年から連続して増加していたが、平成23年は減少

し、平成24年以降は４年連続で増加したが、平成28年から再び減少している。 

 

ウ 合計特殊出生率（表１－５） 

全国及び東京都とも昭和47年から低下傾向を示していたが、平成18年以降、連続して上昇傾向

が続いていた。東京都は平成23年には低下し、平成24年から再び上昇したが、令和４年は1.04で

平成29年より再び低下している。全国は1.26で、平成28年より再び低下している。 
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表１－５ 出生数・合計特殊出生率 

年 次 
出 生 数 （人） 合計特殊出生率 

全 国 東京都 全 国 東京都 

昭和40年 1,823,697 225,492 2.14 2.00 

50 1,901,440 186,701 1.91 1.63 

60 1,431,577 126,178 1.76 1.44 

平成７年 1,187,064 96,823 1.42 1.11 

12 1,190,547 100,209 1.36 1.07 

17 1,062,530 96,542 1.26 1.00 

22 1,071,305 108,135 1.39 1.12 

23 1,050,807 106,027 1.39 1.06 

24 1,037,232 107,401 1.41 1.09 

25 1,029,817 109,986 1.43 1.13 

26 1,003,609 110,629 1.42 1.15 

27 1,005,721 113,194 1.45 1.24 

28 977,242 111,964 1.44 1.24 

29 946,146 108,990 1.43 1.21 

30 918,400 107,150 1.42 1.20 

令和元年 865,239 101,818 1.36 1.15 

２ 840,835 99,661 1.33 1.12 

３ 811,622 95,404 1.30 1.08 

4 770,747 91,097 1.26 1.04 

資料：令和４年以外の数値………「令和３年人口動態統計」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健 

社会統計室） 

令和４年の数値…………「令和４年人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参 

事官付人口動態・保健社会統計室） 

 

エ  死  亡（表１－６） 

我が国の年間死亡数は、昭和23年に100万人を割り、昭和30年までに急速に減少を続けた。

昭和50年代後半から増加傾向となり、平成15年からは100万人を超え、令和４年に150万人台

となった。 

(ｱ）死亡率 

東京都の死亡率は、人口10万対1035.4で全国の1,285.7と比べかなり低率である。全国で

最も低くなっている。 

(ｲ）乳児死亡率 

東京都の乳児死亡数（生後１年未満の死亡数）は148人、率は出生千対1.6で、全国は1.8

となっている。 

(ｳ）主要死因 

主要死因の死亡割合を全国と比較すると次のとおりである。 

a 悪性新生物 

この死因は、年々死亡数が増えており、全国では脳血管疾患に替わって、昭和56年に

初めて死因順位の第１位となったが、東京都では昭和52年から第１位を占めている。東

京都の悪性新生物による死亡数は、34,789人、死亡率（人口10万対）258.8で全死亡の

25.0パーセントを占めている。 
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ｂ 心疾患 

この死因は、全国で脳血管疾患に替わって昭和60年に初めて第２位となった。東京都

においても昭和60年から第２位を占めており、死亡数は20,703人、死亡率154.0、全死

亡の14.9パーセントとなっている。 

ｃ 老衰 

この死因は、全国では昭和22年をピークに減少傾向が続いたが、平成13年以降死亡

数・死亡率ともに増加し、平成30年に脳血管疾患に替わり第３位となった。東京都にお

いても昭和28年をピークに死亡率の減少傾向が続いたが、平成13年以降死亡数・死亡率

ともに増加し、平成30年に脳血管疾患に替わり第３位となり、死亡数は16,881人、死亡

率は125.6で全死亡の12.1パーセントとなっている。 

(ｴ）周産期死亡率 

周産期死亡率は1950年（昭和25年）、ＷＨＯによって提唱されて以来、母子保健の重要指

標の一つとなった。 

東京都の周産期死亡率は出産千対3.3、全国も3.3となっている。 

 

 

オ 死 産（表１－６） 

東京都の死産数は1,774胎、率は出産千対19.1で全国は19.3となっている。 
 

表１－６ 死亡数・率及び死産数・率 （単位：人） 

 

指 標 

 

全 国 

首 都 圏 中京圏 近 畿 圏 

東京都 
埼玉県 千葉県 神奈川県 愛知県 大阪府 兵庫県 

総 数 区 部 

死亡数 1,568,961 139,186 92,722 82,211 72,153 98,820 81,175 106,274 66,539 

率（人口10万対） 1,285.7 1,035.4 953.9 1,152.1 1,182.8 1,099.1 1,123.1 1,246.8 1,258.5 

（再掲）悪性新生物 385,787 34,789 23,260 20,635 18,239 24,848 20,533 26,900 16,783 

率（人口10万対） 316.1 258.8 239.3 289.2 299.0 276.4 284.1 315.6 317.4 

（再掲）心疾患 232,879 20,703 13,822 12,523 11,391 14,979 9,574 17,391 10,008 

率（人口10万対） 190.8 154.0 142.2 175.5 186.7 166.6 132.5 204.0 189.3 

（再掲）老衰 179,524 16,881 11,255 8,444 7,602 13,396 10,679 9,156 7,297 

率（人口10万対） 147.1 125.6 115.8 118.3 124.6 149.0 147.7 107.4 138.0 

（再掲）自殺 21,238 2,185 1,472 1,252 1,081 1,472 1,139 1,626 908 

率（人口10万対） 17.4 16.3 15.1 17.5 16.7 16.4 15.8 19.1 17.2 

乳児死亡数 1,356 148 115 67 69 108 95 100 41 

率（出生千対） 1.8 1.6 1.7 1.5 1.9 1.9 1.9 1.7 1.2 

周産期死亡数 2,527 297 214 124 120 209 151 198 96 

率（出産千対） 3.3 3.3 3.2 2.8 3.2 3.7 2.9 3.4 2.9 

死産数 15,178 1,774 1,324 900 753 1,162 885 1,103 624 

率（出産千対） 19.3 19.1 19.6 20.3 20.0 20.2 17.0 18.9 18.3 

資料：「令和４年人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社

会統計室） 
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(3）都民等への広報及び広聴活動 

ア 「東京の福祉保健」の発行（昭和57年度事業開始） 

都の福祉・保健・医療施策の現状と課題、各分野の事業内容を分かりやすく説明して、都

民等の一層の理解と協力を得るために発行している。 

(ｱ）発行部数等 

年１回40,000部発行、Ａ４判、100ページ（表紙・裏表紙除く。） 

(ｲ）配布先 

都民、区市町村、福祉・保健・医療関係機関等 

なお、視覚障害者向けに音声版（1,658組）を、外国人向けに英語版（500部）を発行し

ている。 

イ 「社会福祉の手引」の発行（昭和40年度事業開始） 

都民や社会福祉実務者等に、社会福祉に関する各種事業や社会福祉関係の窓口及び制度等

を紹介するためのハンドブックとして発行している。 

(ｱ）発行部数等 

年１回25,795部発行、Ａ５判、380ページ、ＤＡＩＳＹ版401本 

(ｲ）無償配布 

区市町村（ケースワーカー、各種相談員等）、民生委員・児童委員、社会福祉法人、図

書館、社会福祉関係学校等に23,790部を配布している。 

(ｳ）有償頒布 

都民情報ルームにて2,005部を販売している。 

ウ 「福祉保健」の発行 

都民や福祉・保健・医療関係者等に、福祉局・保健医療局の事務事業の周知を図るととも

に、福祉・保健・医療に関するタイムリーな話題を紹介し、その理解促進の一助としている。

月1回ウェブ版を発行し、福祉局ホームページに掲載、保健医療局ホームページからも閲覧

可能。 

エ ホームページの運営 

都における保健・医療の最新情報を迅速かつ網羅的に都民に提供するため、保健医療局の

ホームページを運営している。 

ホームページアドレス https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/ 

オ 「都民の声」の窓口設置と保健医療局事業への反映 

都民から寄せられる保健医療局事業に関連する苦情、要望、提言、意見等に公正かつ迅速

に対応し、開かれた都政の実現を図るため、総務部総務課に「都民の声」の窓口を設置して

いる。寄せられた「都民の声」は適切な部署につなぎ、保健医療局事業へ反映を図っている。 
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12 福祉保健事務事業に係る区市町村との連絡調整 

福祉保健行政を円滑に実施するため、都は区市町村が主催する各種会議等の場を通じて緊密

な連絡調整に努めてきた。 

昭和50年４月から、地方自治法の一部改正（昭和49年６月）に伴い、それまで特別区の区域

で都が実施してきた保健所業務の大部分が特別区に移管されたものの、これらの事務の中には

都区間及び特別区相互間において緊密な連携を必要とするものが多く、都と特別区との協力関

係を従来以上に強化することが必要となり、事務事業の具体的運営について連絡調整を行って

きた。 

その後、都区制度改革（平成４年10月）、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律」（平成11年７月、いわゆる「地方分権一括法」）の施行、「東京都地方分権推

進計画」の策定（平成11年７月、平成12年８月）及び「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成28年４月、いわゆる「第５次

一括法」）の施行による、東京都から区市町村への事務・権限の移管、移譲を推進する地方分

権の流れを受けて、都と区市町村とのより一層緊密な調整に努めている。 

 

(1）一般的な連絡調整 

予算要望、地方分権に係る移譲事務の協議提案、施策の見直し等の連絡調整については、特

別区は「特別区長会事務局」、市町村は「東京都市長会事務局」及び「東京都町村会」を通じ

て、各種会議等の場において行っている。 

また、市町村に対する施策の見直し等の連絡調整については、別途、都市町村合同協議ライン

の各会議体の場において行っている。 

 

(2）個別会議体における連絡調整 

（特別区） 

23区で構成している「特別区保健衛生主管部長会」、「特別区福祉主管部長会」等の場を通じ

て、情報提供・交換を行い、都区間の円滑な事務事業の推進を図っている。 

なお、保健行政に関しては、昭和50年の保健所移管時に締結した都区協定に基づき、都区協議

の場として、「都区保健衛生連絡協議会」（保連協）が設置されており、次の事項について協議

を行っている。 

ア 都と特別区及び特別区相互間における協力体制の確保を図る必要がある事項 

イ 都区の一体性の保持を図る必要がある事項 

ウ 都区の業務分担を明確にする必要がある事項 

エ その他特に協議を必要とする事項 

また、医師会との連携を必要とする保健事業については、都、特別区及び東京都医師会で
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構成する「東京都・特別区・東京都医師会連絡協議会」（三者協）の場で協議を行っている。 

 

（市町村） 

多摩地区の、26市で構成している「東京都市福祉保健主管部長会」、４町村で構成する「西

多摩郡町村福祉担当課長会」及び島しょ地区町村で構成する「東京都島嶼町村会・民生部会」

等の場を通じて、情報提供・交換を行い、都と市町村の円滑な事務事業の推進を図っている。 

また、医師会の協力を得て実施する母子保健を中心とした事務事業については、都、特別区、市、町

村及び東京都医師会で構成する「東京都地域保健事業連絡協議会」（五者協）の場で協議を行っ

ている。 
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13 保健医療局の防災対策 

保健医療局は、災害発生時における医療の確保や救助物資の輸送・配分に関することなど、

被災者の生命や生活に密着した支援業務を担っており、これまで、発災に備えた災害活動体制

の構築を図るとともに、区市町村や民間が行う防災対策に対する支援策を講じてきた。 

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災を契機に、その教訓を踏まえ、更なる取組

の強化を図っている。 

令和５年度に保健医療局が実施する主な防災対策事業として、分野別に次のようなものが挙

げられる。 

【保健施策の実施】 

• 災害時健康危機管理支援チームの体制整備（64ページ） 

• 在宅人工呼吸器使用者災害時支援（77ページ） 

【医療提供体制の整備】 

• 医療救護活動（114ページ） 

• 災害拠点病院の整備（115ページ） 

• 災害拠点連携病院の整備（116ページ） 

【健康安全施策の実施】 

• 都内流通食品の放射性物質検査（155ページ） 

• 放射線に関する測定及び情報提供（167ページ） 
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14 福祉局及び保健医療局の新型コロナウイルス感染症への対応 

福祉局及び保健医療局では、令和２年１月24日に都内で初めての感染者を確認して以来、

様々な関係機関等と連携して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け取り組んでい

る。 

福祉局及び保健医療局における新型コロナウイルス感染症に対する主な取組として、次のよ

うなものが挙げられる。 

なお、保健医療局分の取組については、太字で表示する。 

 

（（１１））相相談談体体制制のの確確保保  

• 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にに関関すするる一一般般相相談談をを受受けけ付付けけるる「「新新型型ココロロナナ・・オオミミククロロンン株株

ココーールルセセンンタターー」」のの設設置置（（118877ペペーージジ））  

• 発発熱熱等等のの症症状状がが生生じじたた方方やや新新型型ココロロナナウウイイルルスス接接触触確確認認アアププリリ「「ＣＣＯＯＣＣＯＯＡＡ」」のの通通知知がが

ああっったた方方かからら相相談談をを受受けけ付付けけるる「「東東京京都都発発熱熱相相談談セセンンタターー」」のの設設置置（（118888ペペーージジ））  

• 都都民民かかららのの一一般般相相談談やや医医療療機機関関のの案案内内、、自自宅宅療療養養者者かかららのの健健康康相相談談等等にに対対応応すするる「「東東京京

都都新新型型ココロロナナ相相談談セセンンタターー」」のの設設置置（（118888ペペーージジ））  

 

（（２２））診診療療・・検検査査体体制制のの確確保保  

• 健健康康安安全全研研究究セセンンタターーででのの検検査査能能力力強強化化及及びび民民間間検検査査機機関関等等へへのの委委託託にによよるる検検査査体体制制のの

整整備備・・拡拡充充（（118888ペペーージジ））  

• 外外来来対対応応医医療療機機関関のの確確保保・・公公表表（（118888ペペーージジ））  

• 発発熱熱患患者者等等のの診診療療及及びび検検査査をを行行うう医医療療機機関関にに対対しし、、ゾゾーーニニンンググのの実実施施等等、、通通常常医医療療とと感感染染症症

医医療療をを両両立立すするるたためめのの医医療療資資器器材材等等のの整整備備費費をを補補助助（（118888ペペーージジ））  

• よよりり多多くくのの医医療療機機関関でで発発熱熱患患者者へへのの診診療療・・検検査査がが行行ええるる体体制制のの確確保保ののたためめ、、都都内内のの全全ててのの保保

険険医医療療機機関関をを対対象象にに、、ＰＰＣＣＲＲ検検査査等等のの機機器器のの整整備備費費をを補補助助（（118888ペペーージジ））  

• 外外来来対対応応医医療療機機関関休休日日小小児児診診療療促促進進事事業業（（118888ペペーージジ））  

• 年年末末年年始始等等のの診診療療・・検検査査体体制制及及びび調調剤剤体体制制のの確確保保支支援援事事業業（（118899ペペーージジ））  

• 有有症症状状者者及及びび濃濃厚厚接接触触者者へへのの抗抗原原定定性性検検査査キキッットトのの配配布布（（118899ペペーージジ））  

• 高高齢齢者者施施設設・・障障害害者者施施設設、、医医療療機機関関等等ででのの職職員員をを対対象象ととすするる集集中中的的・・定定期期的的なな検検査査のの実実

施施（（118899ペペーージジ））  

• ＰＰＣＣＲＲ等等検検査査無無料料化化事事業業のの実実施施（（118899ペペーージジ））  

• ゲゲノノムム解解析析のの実実施施（（118899ペペーージジ））  

 

（（３３））医医療療提提供供体体制制等等のの確確保保  

• 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症入入院院重重点点医医療療機機関関のの指指定定（（118899ペペーージジ））  
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• 感感染染症症指指定定医医療療機機関関、、入入院院重重点点医医療療機機関関やや都都立立病病院院をを中中心心ととししたた病病床床のの確確保保（（発発生生状状況況

にに応応じじたた段段階階的的確確保保））（（118899ペペーージジ））  

• 転転院院促促進進ののたためめのの回回復復期期支支援援病病院院のの確確保保等等（（119900ペペーージジ））  

• 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症患患者者受受入入体体制制のの確確保保（（119900ペペーージジ））  

• 設設備備整整備備費費補補助助やや人人員員確確保保・・勤勤務務環環境境整整備備支支援援、、資資器器材材提提供供（（119900ペペーージジ））  

• 入入院院勧勧告告にによよるる医医療療費費のの自自己己負負担担分分にに係係るる公公費費負負担担（（119911ペペーージジ））  

• 都都民民やや医医療療従従事事者者のの後後遺遺症症へへのの理理解解促促進進（（119911ペペーージジ））  

• 酸酸素素・・医医療療提提供供スステテーーシショョンンのの設設置置（（119911ペペーージジ））  

• 高高齢齢者者等等医医療療支支援援型型施施設設のの設設置置（（119911ペペーージジ））  

• 中中和和抗抗体体薬薬・・経経口口薬薬のの活活用用促促進進（（119911ペペーージジ））  

• 無無症症状状者者・・軽軽症症者者ののたためめのの宿宿泊泊療療養養施施設設のの確確保保（（119911ペペーージジ））  

• 自自宅宅療療養養者者フフォォロローーアアッッププセセンンタターーやや自自宅宅療療養養ササポポーートトセセンンタターー（（ううちちささぽぽ東東京京））等等にに

よよるる自自宅宅療療養養者者のの健健康康面面・・生生活活面面のの支支援援及及びび都都医医師師会会等等とと連連携携ししたた自自宅宅療療養養者者へへのの医医療療

支支援援体体制制のの構構築築（（119922ペペーージジ））  

• 高高齢齢者者施施設設にに対対すするる医医療療体体制制強強化化事事業業（（119922ペペーージジ））  

• 高高齢齢者者施施設設、、障障害害者者施施設設にに対対すするる専専用用相相談談窓窓口口のの開開設設及及びび即即応応支支援援チチーームムのの派派遣遣（（119922

ペペーージジ））  

• 東東京京都都臨臨時時オオンンラライインン発発熱熱等等診診療療セセンンタターー（（119922ペペーージジ））  

 

（（４４））保保健健所所支支援援体体制制のの強強化化  

• 保保健健所所へへのの応応援援職職員員（（都都職職員員））のの派派遣遣（（119922ペペーージジ））  

• 新新型型ココロロナナウウイイルルスス患患者者情情報報管管理理セセンンタターーのの設設置置（（都都内内のの患患者者発発生生状状況況、、入入退退院院状状況況等等

をを把把握握・・管管理理））（（119933ペペーージジ））  

• 都都保保健健所所等等へへののトトレレーーササーー班班のの配配置置（（積積極極的的疫疫学学調調査査等等のの支支援援））（（119933ペペーージジ））  

• 都都のの調調整整本本部部にによよるる検検査査陽陽性性者者のの入入院院・・入入所所調調整整のの実実施施（（119933ペペーージジ））  

• デデジジタタルル技技術術をを活活用用ししたた都都保保健健所所業業務務のの効効率率化化（（119933ペペーージジ））  

 

（（５５））ワワククチチンン接接種種体体制制のの整整備備  

• （（公公財財））東東京京都都医医学学総総合合研研究究所所ににおおいいてて新新型型ココロロナナウウイイルルスス等等予予防防ワワククチチンン開開発発研研究究をを

推推進進（（5511ペペーージジ））  

• 都都・・区区市市町町村村・・関関係係団団体体にによよるる「「ワワククチチンンチチーームム」」のの設設置置にによよるる接接種種体体制制整整備備及及びび円円滑滑

ななワワククチチンン接接種種のの促促進進（（119944ペペーージジ））  

• 区区市市町町村村ににおおけけるる個個別別接接種種医医療療機機関関中中心心のの接接種種体体制制へへのの移移行行にに向向けけたた支支援援（（119944ペペーージジ））  

• 都都にによよるる大大規規模模接接種種会会場場のの設設置置及及びびワワククチチンンババスス（（移移動動式式接接種種会会場場））のの派派遣遣にによよるる接接種種
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のの実実施施（（119944ペペーージジ））  

• 「「東東京京都都新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンン副副反反応応相相談談セセンンタターー」」のの設設置置及及びび専専門門医医療療機機関関のの

確確保保（（119944ペペーージジ））  

 

（（６６））区区市市町町村村ととのの共共同同にによよるる感感染染拡拡大大防防止止対対策策のの推推進進  

• 区区市市町町村村がが地地域域のの実実情情にに応応じじてて実実施施すするる新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの感感染染拡拡大大防防止止にに向向けけ

たた取取組組やや５５類類感感染染症症へへのの移移行行のの着着実実なな推推進進にに係係るる支支援援（（区区市市町町村村ととのの共共同同にによよるる感感染染拡拡大大

防防止止対対策策推推進進事事業業））（（119944ペペーージジ））  

 

（（７７））東東京京ｉｉＣＣＤＤＣＣのの設設置置・・運運営営  

• 調調査査・・分分析析、、情情報報収収集集・・発発信信ななどど、、効効果果的的なな感感染染症症対対策策をを一一体体的的にに担担うう東東京京ｉｉＣＣＤＤＣＣをを

立立ちち上上げげ、、専専門門家家ボボーードド等等をを設設置置しし、、専専門門的的知知見見等等をを都都のの対対策策にに活活用用（（119944ペペーージジ））  

 

（８）その他 

• 自自殺殺相相談談体体制制をを強強化化（（6655ペペーージジ））  

• オオンンラライインン診診療療等等ののたためめのの情情報報通通信信機機器器等等のの初初期期導導入入経経費費をを補補助助（（110088ペペーージジ））  

• 都都内内のの救救急急・・周周産産期期・・小小児児医医療療機機関関ににおおいいてて、、院院内内感感染染をを防防止止すするるたためめにに必必要要なな設設備備整整

備備等等をを支支援援（（111100ペペーージジ））  

• 「「守守ろろうう東東京京・・新新型型ココロロナナ対対策策医医療療支支援援寄寄附附金金」」のの受受付付（（119944ペペーージジ））  

• 介護、障害者支援施設等における感染症対策への対応経費等を支援  

•  失業等に伴う住居喪失者への対応として、緊急的な一時宿泊場所等を提供 

• 緊急に必要となる生活や住まい等に関する支援について、地域の実情に応じて、柔軟か

つ機動的に実施することができるよう、区市町村の取組を包括的に支援 

• 小学校の臨時休業等に伴いファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用

料減免に係る費用を補助 

• 低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給 

• 児童虐待における支援体制を強化 

• 感染した妊産婦に対して、訪問等による寄り添い型支援を実施、希望する無症状の妊婦

に対し、分娩前の新型コロナウイルス感染症検査実施に係る費用を助成 

• 在宅介護における介護者り患時の要介護者の受入体制を整備する区市町村を支援 

• 令和４年度シルバーパス一斉更新を郵送方式で実施 

• 高齢者施設、障害者支援施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、応援職

員を派遣調整する体制を確保し、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を

支援 
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• 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設等を対象として、スクリーニ

ングを含むＰＣＲ検査等を実施した場合の経費を支援 

• 新型コロナウイルス感染症により施設内療養を行う高齢者施設、障害者支援施設等への

リハビリ専門職派遣による支援 

• 介護施設、障害者支援施設等の多床室の個室化や簡易陰圧装置等の設置経費を支援 

• 障害福祉サービス事業所における次世代介護機器やデジタル機器の導入支援を実施 
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