
№ 資料名
資料の
有無

備考

1 年代別　区民健診受診率の推移 有

2 社会的孤立に関連するデータ 有
(代替）社会的孤立の状況（高齢者）
(代替）くらしのサポートステーション
　　　　　相談件数（ひきこもり・不登校）

3
年代別　受診率、主治医・かかりつけ医の保有
率

有 受診率は調査未実施のため把握できません。

4
区民一人当たりの病床数、医療機関の状況
病院等施設数と病床数（急性期・回復期、維持
期・生活期等ステージごと）

有

5
区内の電話／オンラインによる在宅診療実施
実績

有

6
在宅医療の状況、希望する最期を迎えたい場
所と実際に最期を迎えた場所等

有
希望する最後を迎えたい場所は調査未実施の
ため把握できません。実際に最後を迎えた場
所は№８ 参照

7 終末期医療に関する調査報告書 有 （代替）自宅療養の実現可否

8 病院死亡者数、在宅死亡者数の推移 有

－ お薬手帳の保有率 無
お薬手帳の保有率は調査未実施のため把握
できません。

9 医師会の医療・連携会議の分布 有 (代替）在宅医療地域ケア会議　７圏域の分布

10 地域包括支援センターの分布 有

11
医療と福祉のエリア設定がわかるマップ
福祉事務所の分布など

有
(代替）杉並福祉事務所・保健センター
　担当地域エリアマップ、所管・担当区域

第２部会データブック【医療・健康】

第２部会ｰ資料９



№１

〇　区民健康診査（国保特定健康診査）

  対象者：40歳～74歳の杉並区国民健康保険加入者
（％）

40－49歳 50－59歳 60－69歳 70－74歳

27年度(2015)受診率 44.7 29.0 37.7 51.1 57.8

28年度(2016)受診率 44.7 30.2 38.0 51.4 55.2

29年度(2017)受診率 44.6 29.0 37.1 51.4 56.5

30年度(2018)受診率 44.4 29.0 37.6 51.2 55.5

元年度(2019)受診率 42.5 26.3 34.0 48.1 57.9

〇　区民健康診査（後期高齢者健康診査）

　対象者：75歳以上の方及び65歳～74歳で一定の障害がある方で後期高齢者医療制度被保険者
（％）

27年度(2015)受診率 59.9

28年度(2016)受診率 59.2

29年度(2017)受診率 57.1

30年度(2018)受診率 55.9

元年度(2019)受診率 53.8

〇　区民健康診査（成人等健康診査）

（％）

受診年度 30－39歳

27年度(2015)受診率 8.9

28年度(2016)受診率 8.4

29年度(2017)受診率 7.5

30年度(2018)受診率 7.2

元年度(2019)受診率 6.2

受診年度 総数

　対象者：30歳～39歳で職場等で健診の受診機会のない方及び40歳以上で生活保護及び中国
残留邦人等の生活支援給付を受給されている方

受診年度 総数

年代別 区民健診受診率の推移

※区民健康診査受診者のうち対象者が把握できる年代の受診率を記載

内訳



32人 

（1.0％） 

65人 

（1.9％） 

141人 

（4.2％） 

139人 

（4.2％） 

問４ 家族構成が「１人暮らし」 

926人（27.7％） 

問５（６） 外出の状況で 

「ほとんど外出しない」 

248人（7.4％） 

問９（６） 友人・知人と 

会う頻度が「ほとんどない」 

616人（18.5％） 

№２ 

 

 

社会的孤立の状況について 

杉並区高齢者実態調査(65歳以上対象）の中で、親族との交流有無、近隣・友

人との付き合い有無、外出頻度等社会的参加の設問にクロス集計をかけ、３つの

設問のすべてに当てはまる回答を社会的孤立の状況ととらえ、図式化して割合

を算出しています。 

 

杉並区高齢者実態調査報告書（令和元(2019)年度） 

図表0－１  社会的孤立の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=（3,338） 

 

 

 

 

 

 

 

H22年度
(2010)

H25年度
(2013)

H28年度
(2016）

R元年度
(2019)

孤立の状況の割合 1.0% 0.7% 1.6% 1.0%

高齢者実態調査報告

書 



 

くらしのサポートステーション ～生活自立支援窓口～ 

 

 

 

○自立相談支援事業   

新規相談件数 令和元(2019)年度 ひきこもり・不登校 ９１件  

【新規相談内容（複数回答）】 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

収入・生活費 23 28 36 27 40 63 62 54 51 44 73 94 595 

家賃・ローン 26 24 29 26 23 42 39 35 33 30 56 55 418 

就活・就職 14 15 27 19 18 40 40 40 40 32 63 53 401 

病気・健康・障害 9 14 13 13 13 26 27 24 24 17 32 23 235 

住まい 8 9 16 10 18 28 23 30 23 14 20 29 228 

税・公共料金の滞納 10 10 13 13 10 15 13 12 18 8 16 15 153 

債務 4 3 6 7 7 10 9 8 10 5 9 18 96 

家族関係 3 6 5 8 7 13 19 13 13 9 12 8 116 

ひきこもり・不登校 4 2 9 6 11 6 9 13 7 10 8 6 91 

仕事上の不安・トラブル 3 2 5 3 3 7 6 6 4 4 11 7 61 

食べるものがない 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 18 

子育て 1 2 1 0 3 2 2 4 0 1 1 0 17 

地域との関係 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 6 

DV・虐待 0 0 0 2 0 0 2 0 4 5 0 0 13 

介護 0 1 0 0 1 5 1 1 2 0 3 2 16 

その他 0 4 1 0 2 8 13 6 5 16 60 57 172 

  107 121 162 135 157 266 268 247 237 199 368 369 2,636 

 

 

くらしのサポートステーション 

～生活自立支援窓口～ 

令和元(2019)年度事業報告書 抜粋 

 



年代別　かかりつけ医等のいる割合について（％)

年代別 全体 年代別 全体 年代別 全体 年代別 全体 年代別 全体 年代別 全体 年代別 全体 年代別 全体

10・20代 55.5% 44.2% 43.1% 44.4% 34.8% 33.7% 45.3% 46.9%

30代 49.6% 39.1% 39.0% 45.1% 43.9% 47.4% 41.5% 44.7%

40代 62.7% 53.5% 57.3% 46.6% 57.0% 59.9% 54.0% 53.1%

50代 71.0% 57.9% 60.1% 56.0% 54.7% 58.5% 52.2% 59.3%

60代 77.7% 77.4% 71.6% 71.7% 39.2% 78.4% 68.2% 71.9%

70歳以上 88.5% 86.6% 87.5% 80.8% 85.7% 85.2% 82.7% 83.3%

10・20代 45.0% 46.7% 50.3% 51.7% 44.5% 36.7% 45.3% 49.7%

30代 50.4% 55.6% 55.9% 54.9% 52.9% 52.0% 51.9% 57.1%

40代 62.2% 62.4% 65.7% 58.6% 60.5% 72.4% 66.1% 68.0%

50代 65.7% 69.7% 70.5% 65.8% 69.5% 69.1% 69.4% 74.5%

60代 74.3% 79.7% 80.6% 77.2% 73.4% 77.2% 79.1% 78.4%

70歳以上 83.0% 84.7% 88.1% 82.9% 81.6% 85.2% 84.6% 86.7%

10・20代 36.5% 18.8% 25.5% 24.5% 23.2% 25.3% 25.5% 30.8%

30代 30.2% 26.7% 22.1% 23.2% 27.8% 31.2% 32.2% 31.7%

40代 43.8% 31.8% 35.5% 23.9% 37.2% 38.7% 36.4% 33.3%

50代 41.4% 32.0% 31.1% 30.6% 38.4% 37.2% 41.4% 39.7%

60代 59.2% 52.0% 44.8% 46.7% 44.3% 49.1% 45.7% 59.0%

70歳以上 70.3% 66.9% 65.6% 56.2% 66.7% 67.7% 59.3% 59.3%

59.1%

令和元年度
(2019）

69.2%

41.3%

№３

出展：杉並区区民意向調査「区政に関する意識と実態」

平成28年度
(2016)

57.4%

63.3%

38.8%

平成30年度
(2018）

平成29年度
(2017）

60.2%

65.7%

41.0%

56.5%

65.9%

39.9%

平成27年度
(2015)

59.4%

68.5%

37.0%

平成26年度
(2014)

55.9%

64.2%

32.6%

平成25年度
(2013)

65.8%

62.1%

45.4%

かかりつけ医

かかりつけ
歯科医

かかりつけ
薬局

平成24年度
(2012)

58.2%

65.6%

36.8%



医療機関名 施設数 全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期

病院 20 2,713 105 1,428 386 794 2,712 44 1,528 346 794 2,718 40 1,528 346 804 2,615 32 1,528 321 734 2,690 725 794 311 860

有床診療所 7 65 8 33 5 19 52 0 33 0 19 58 0 58 0 0 83 0 40 24 19 81 0 36 24 21

合　　　計 27 2,778 113 1,461 391 813 2,764 44 1,561 346 813 2,776 40 1,586 346 804 2,698 32 1,568 345 753 2,771 725 830 335 881

4.1% 52.6% 14.1% 29.3% 1.6% 56.5% 12.5% 29.4% 1.4% 57.1% 12.5% 29.0% 1.2% 58.1% 12.8% 27.9% 26.2% 30.0% 12.1% 31.8%

№４

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

H30.7.1現在 H29.7.1現在 H28.7.1現在 H27.7.1現在 H26.7.1現在

568,438 563,685 557,562 551,803 547,092

医療機関の状況（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）と区民一人当たりの病床数

７月１日
現在人口（人）

区民１人
あたり病床数

区民１０万人
あたり病床数

※平成26年度からステージごとの集計開始

488.71 490.34 497.88 488.94 506.50



№５ 

 

○電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関 

 

令和２（2020）年 5月 29日付 

杉並区内医療機関 ５５施設  

 

出展：新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン資料

について（厚生労働省ホームページ） 
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杉並区内在宅医療の状況 

 

【杉並区内の訪問診療や訪問による医療・介護サービスを行っている関係機関数 

（令和２年 10月現在）】 

 

① 診療所 

在宅療養支援診療所：７２ 

在宅時医学総合管理料届出：５４ 

計：１２６ 

 

② 病院 

在宅療養支援病院：４ 

在宅時医学総合管理料届出：２ 

計：６ 

 

③ 訪問看護ステーション：５２ 

 

④ 歯科診療所：７７ 

 

⑤ 薬局：１３０ 

 

出展  ①・②：厚生労働省 関東信越厚生局ホームページから 

③・④・⑤：在宅療養ブック（令和 2(2020)年 10月発行）掲載情報調査から 
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２－10 自宅療養の実現可否 

 

問 14 あなたは、ご自身がご自宅での療養は実現可能だと思いますか。（○は１つだけ） 

 

 

図２－10－１ 自宅療養の実現可否 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自宅での療養は実現可能だと思うか聞いたところ、「そう思う」（10.2％）は１割、「そう思わ

ない」（53.3％）が５割を超えている。（図２－10－１） 

  

（％）（ｎ＝1,070)

そう思わない
53.3

わからない
36.4

そう思う
10.2

無回答
0.1

杉並区区民意向調査 

「区政に関する意識と実態」 

平成 29(2017)年 10月 抜粋 



２－11 実現が難しいと思う理由 

 

（問 14で「そう思わない」と回答した方に） 

問14－１ 実現は難しいと思うのは、なぜですか。（○はいくつでも） 

 

 

図２－11－１ 実現が難しいと思う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅療養の実現可否で「そう思わない」と答えた人（570人）に、実現が難しいと思う理由を聞

いたところ、「家族に負担をかけるから」（67.7％）が７割近くと突出している。次いで「在宅医

療や在宅介護でどのようなケアを受けられるかわからないから」（38.2％）、「急に病状が変わった

ときの対応が不安だから」（36.3％）、「療養できる部屋やトイレなどの住宅環境が整っていないか

ら」（35.6％）などの順になっている。 

「その他」への回答として、「一人暮らしのため」などがあげられている。（図２－11－１） 

(ｎ＝570)

家族に負担をかけるから

在宅医療や在宅介護でどのような
ケアを受けられるかわからないから

急に病状が変わったときの対応が
不安だから

療養できる部屋やトイレなどの住宅
環境が整っていないから

お金がかかるから

介護してくれる家族がいないから

訪問看護や介護の体制が不十分
だから

往診してくれる医師がいないから

その他

特に理由はない

無回答

67.7

38.2

36.3

35.6

27.7

26.3

16.3

14.9

2.5

0.4

0.2

0 20 40 60 80（％）



№８

死亡の場所
H28(2016)
年度

H29(2017)
年度

H30(2018)
年度

病院・診療所 3,281 3,203 3,191

介護医療院・介護老人保
健施設・老人ホーム 321 349 445

自宅 763 751 836

その他 64 62 46

総数 4,429 4,365 4,518

　杉並区死亡者数　（人口動態調査）

出展：厚生労働省ホームページ
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福祉事務所の担当地域 

杉並福祉事務所 

荻窪事務所 

杉並福祉事務所 

高円寺事務所 

杉並福祉事務所 

高井戸事務所 

№１１－１ 



 
№１１－２ 



　　　福祉事務所・保健センター所管・担当区域 №１１- ３

町　　丁　　名 番地 福祉事務所 保健ｾﾝﾀｰ 町　　丁　　名 番地 福祉事務所 保健ｾﾝﾀｰ

 あ  せ

 阿佐谷北１～６丁目 全域  善 福 寺１～４丁目 全域 荻   　窪 上 井 草

 阿佐谷南１～３丁目 全域  た

 天　　沼１～３丁目 全域 荻   　窪 荻   　窪  高井戸西１～３丁目 全域

 い  高井戸東１～４丁目 全域

 井　　草１・２丁目 全域 荻   　窪  な

 井　　草３～５丁目 全域 上 井 草  成 田 西１～４丁目 全域

 和　　泉１～４丁目 全域 高 円 寺 和     泉  成 田 東１～５丁目 全域

 今　　川１～４丁目 全域 荻   　窪 上 井 草  に

 う  西 荻 北１・２丁目 全域

 梅　　里１・２丁目 全域 高 円 寺 高 円 寺 1～11番、15～23番、

 え 28～34番、39～45番

1～3番、８～14番 12～14番、24～27番

28～35番、41、42番 35～38番

4～7番、15～27番  西 荻 北４丁目 全域

36～40番、43、44番 1番、7～11番 荻   　窪

 永　　福２～４丁目 全域 2～6番、12～26番 上 井 草

 お  西 荻 南１・２丁目 全域 高 井 戸 高 井 戸

 大　　宮１・２丁目 全域 高 円 寺 和　　泉  西 荻 南３・４丁目 全域 荻   　窪 荻   　窪

 荻　　窪１～５丁目 全域 荻   　窪 荻   　窪  は

 か  浜 田 山１～４丁目 全域 高 井 戸 高 井 戸

 上 井 草１～４丁目 全域 上 井 草  ほ

 上　　荻１～３丁目 全域  方　　南１・２丁目 全域

1～19番  堀 ノ 内１・２丁目 全域

20～30番 上 井 草  堀 ノ 内３丁目 全域

 上高井戸１～３丁目 全域 高 井 戸 高 井 戸 1、27、28番

 く 2～26番

 久 我 山１～５丁目 全域 高 井 戸 高 井 戸  本 天 沼２・３丁目 全域

 こ  ま

 高円寺北１～４丁目 全域  松 ノ 木１～３丁目 全域 高 円 寺 高 円 寺

 高円寺南１～５丁目 全域  み  

 し  南 荻 窪１～４丁目 全域 荻   　窪 荻   　窪

 清　　水１～３丁目 全域 荻   　窪 荻   　窪  宮　　前１～５丁目 全域 高 井 戸 高 井 戸

1～4番、12～17番 高 円 寺 高 円 寺  も

5～11番、18～32番  桃　　井１・２丁目 全域 荻   　窪

 下 井 草２・３丁目 全域  桃　　井３・４丁目 全域 上 井 草

 下 井 草４・５丁目 全域 上 井 草  わ

 下高井戸１～５丁目 全域  和　　田１～３丁目 全域 高 円 寺 高 円 寺

 松　　庵１～３丁目 全域

荻   　窪

荻   　窪

高 円 寺 高 円 寺

荻   　窪荻   　窪

荻   　窪

上 井 草
荻   　窪

高 井 戸

 下 井 草１丁目

高 円 寺

荻   　窪荻　　窪

高 円 寺

 本 天 沼１丁目

 上　　荻４丁目

荻   　窪

高 井 戸

荻   　窪

 西 荻 北３丁目

 西 荻 北５丁目

荻   　窪

高 井 戸 高 井 戸

和     泉

高 円 寺

荻   　窪

 永　　福１丁目　

高 井 戸 高 井 戸

高 円 寺 和　　泉

高 円 寺


