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現 状  

１ 社会状況 
○ 令和２年の国勢調査によると、都の高齢者人口（65 歳以上）は約 319 万

人で、総人口に占める割合（高齢化率）は 22.7％となっています。 
 

○ 今後も、高齢者人口は増加が続き、令和 17 年には約 354 万人（高齢化
率は 25.0％）、令和 32 年には約 398 万人（高齢化率は 29.4％）とピーク
を迎え、都民の約３人に１人が高齢者になると見込まれています。 

 

○ また、令和２年の都における一般世帯総数は約 722 万世帯で、そのうち
世帯主が 65 歳以上で夫婦のみの世帯は約 59 万世帯（総世帯に占める割合
は 8.2％）、世帯主が 65 歳以上の単独世帯（以下「高齢者単独世帯」とい
う。）は約 92 万世帯（総世帯に占める割合は 12.7％）となっています。 

 

○ 今後、都における高齢者世帯は増加傾向が続く予測となっており、とりわ
け、一般世帯に占める高齢者単独世帯の割合が大幅に増えると予測されて
います。 

 

○ 「保健医療に関する世論調査（令和５年２月）」（東京都政策企画局）では、
都民の 34.0％が長期の療養が必要になった場合、自宅で療養を続けたいと
思っています。しかし、そのうち 58.1％が実現は難しいという回答でした。
その理由としては、「家族に負担をかけるから」「急に病状が変わったときの
対応が不安だから」等が挙げられています。 

  

１２ 在宅療養 

○ 誰もが、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよ

う、区市町村を実施主体とした、在宅医療と介護を一体的に提供する取組

を推進します。 

○ 入院患者が円滑に在宅療養生活に移行できるよう、入院時（前）から、

病院、地域の保健・医療・福祉関係者と連携した意思決定支援を含む入退

院支援の取組を一層進めていきます。 

○ 今後の在宅医療の需要増加と医療ニーズの多様化を踏まえ、区市町村、

関係団体等と連携しながら、在宅療養に関わる人材の確保・育成に向けた

取組を進めていきます。 

○ 在宅療養に関する都民の理解をより一層深めるため、区市町村、関係団

体等と連携しながら、効果的な普及啓発に取り組んでいきます。 
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○ 「令和２年度高齢者の生活実態（令和３年 10 月）」（東京都福祉保健局）
では、34.4％が自宅で最期を迎えたいと思っています。 
 しかし、「令和４年人口動態調査（東京都分）」（厚生労働省）では、都民
の死亡場所の内訳は、病院が 58.5％、自宅が 24.3％となっています。 

 

○ また、自身の人生の最終段階で受けたい医療について、家族や医療関係者
等と話し合っている方の割合は、「令和２年度高齢者の生活実態（令和３年
10 月）」（東京都福祉保健局）では、詳しく話し合っているが 1.6％、一応
話し合っているが 20.7％と、約２割にとどまっています。 

 

○ 令和11年の在宅医療等の必要量のうち、訪問診療を利用する患者の高齢
化の影響による増加見込みを踏まえた訪問診療分は159,001人/日 1と推計
しています。 

 
○ また、病床の機能分化及び連携の推進に伴い生じる、在宅医療等の新たな

サービス必要量（下図参照）における訪問診療の必要量については、令和５
年度に再推計したところ、539 人/日の需要が見込まれています。 

 

○ この結果、令和 11 年の東京都全体の訪問診療の必要量は、159,540 人/
日と推計されます。 

 

 

  

 
1 平成 25 年訪問診療実績を引き延ばした推計数 
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２ 社会資源 
都内において、在宅療養を必要とする患者を支える社会資源の数は、以下

の表のとおりとなっています。 
 

施設種別 箇所数 

在宅療養支援診療所 1,667 所 
在宅療養支援病院 166 所 
訪問診療を実施する診療所 

2,481 所 
訪問診療を実施する病院 
退院支援担当者配置診療所 19 所 
退院支援担当者配置病院 309 所 
訪問看護ステーション 1,598 事業所 
在宅療養支援歯科診療所 699 所 
地域包括支援センター 457 所 
通所リハビリテーション 65 事業所 
訪問リハビリテーション 145 事業所 
居宅介護支援事業所 3,350 事業所 
介護老人保健施設 205 施設 
訪問薬剤指導実施薬局 6,015 施設 

資料：厚生労働省関東信越厚生局「届出受理医療機関名簿」（令和５年９月） 
（在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養歯科診療所、訪問薬剤指
導実施薬局） 
厚生労働省データブック（令和４年度版） 
（訪問診療を実施する診療所、病院） 
厚生労働省「医療施設調査」（令和２年） 
（退院支援担当者配置診療所、退院支援担当者配置病院） 
福祉局高齢者施策推進部調べ（令和５年４月時点） 
（訪問看護ステーション、地域包括支援センター、通所リハビリテーション、
訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所、介護老人保健施設） 
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これまでの取組  

１ 地域包括ケアシステムにおける在宅療養体制の構築 
○ 在宅療養とは、住み慣れた自宅等で、医療と介護（訪問診療、訪問看護、

訪問薬剤管理指導、訪問介護等）を受けながら、療養生活を送ることです。 
 

○ 平成 26 年の介護保険法（平成９年法律第 123 号）改正により、介護保
険法に基づく地域支援事業に「在宅医療・介護連携推進事業」が位置付けら
れました。「在宅医療・介護連携推進事業」は区市町村が主体となって取り
組むこととされ、平成 30 年４月からは、全ての区市町村において実施され
ています。 

 

○ 令和 2 年 9 月には、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築する
ため、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつＰＤＣＡサイクルに沿
った取組を更に進められるよう「在宅医療・介護連携推進事業」の見直しが
行われました。 

 

○ 都は、区市町村の主体的な取組を基盤に、医師、歯科医師、薬剤師、看護
師、介護支援専門員等、在宅療養に関わる多職種が緊密に連携した地域にお
ける在宅療養体制の確保に取り組んできました。 

 

○ 具体的には、医療・介護に係る関係者や行政、住民代表等による「在宅療
養推進協議会」の設置、在宅療養に関する相談対応や医療・介護連携に関す
る調整等を行う「在宅療養支援窓口」の設置、デジタル技術を活用した情報
共有や多職種連携、地域の病院や診療所における「在宅療養後方支援病床」
の確保などに取り組む区市町村を支援しています。 

 

○ 区市町村が実施する既存の在宅療養推進の取組に加え、地区医師会を主
体とした、地域における 24 時間診療体制の構築を推進する取組を支援する
ことで、更なる在宅医療の推進を図っています。 

 

○ 地域の医療・介護関係者のデジタル技術を用いた情報共有の充実を図る
ため、「東京都多職種連携ポータルサイト」（※）の活用により、在宅療養患
者の病状変化時の入院等における地域の医療・介護関係者と病院の連携や、
病院間の広域的な連携等を促進しています。 

 

 

  

 

 

 

（※）「東京都多職種連携ポータルサイト」 
 患者によって利用されている情報共有システムが異なっている場合でも、
円滑に各システムの患者情報へアクセスできる「①多職種連携タイムライ
ン」や、病院間で転院予定患者の受入れマッチングを行う「②転院支援シス
テム」等の機能を持った、医療・介護関係者向けのポータルサイト。 
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※※  在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業ににつついいてて  
在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢

者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来
るよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療と介護の提
供体制の構築を推進するために、住民や地域の医療・介護関係者と地域のめざ
すべき姿（地域の理想像）を共有し、医療機関と介護事業所等の関係者の連携
を推進するために、区市町村が実施主体となって地域の実情に応じて様々な取
組を実施するものです。 
 
「「在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業」」のの事事業業内内容容ににつついいてて  

地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつＰＤＣＡサイクルに沿った取
組が行われるよう、令和２年９月に事業構成の見直しが行われました。 

令和３年度からの在宅医療・介護連携推進事業の取組内容は、以下のとおり
です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3」（令和２年９月） 

 

 

 

○ また、在宅療養に関する地域の現状・課題や、今後の取組について意見交
換を行うため、二次保健医療圏ごとに東京都地域医療構想調整会議在宅療
養ワーキンググループを設置しています。 

  

○ 在宅療養の取組を広げていくため、区市町村や地区医師会との連絡会等
を開催し、各区市町村等の取組状況を把握するとともに、先行事例や好事例
の取組等の情報を発信しています。 
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２ 在宅療養生活への円滑な移行の促進 
○ 平成 26 年３月に、退院後に向けて入院早期から取り組むべき事項を段階

ごとに記載した「東京都退院支援マニュアル」を作成しました（平成 28 年
３月改定）。 

 

○ 入院医療機関における入退院支援の取組を推進し、入院時（前）から退院
後の在宅療養生活を見据え、地域の在宅療養患者を支えるスタッフとも連
携した退院支援に取り組む人材の育成や、人材確保に係る人件費の支援を
行っています。 

 

３ 在宅療養に関わる人材確保・育成 
○ 地域で在宅療養推進の中心的な役割を担う「在宅療養地域リーダー」を養

成し、養成したリーダーを中心として多職種連携の強化を図るとともに、病
院スタッフと診療所、訪問看護ステーションのスタッフが相互理解を促進
する研修等を実施しています。 

 

○ また、地域における在宅療養に関する相談対応や医療・介護連携に関する
調整等を行う在宅療養支援窓口の取組を推進する研修を実施しています。 

 

○ 訪問診療を実施していない診療所医師等に対し、在宅医療に関する理解
の促進を図るためのセミナー等を開催することで、在宅医療を担う人材の
確保等に取り組んでいます。 

 

○ 在宅療養生活において重要な役割を担う訪問看護サービスの安定的な供
給のため、訪問看護人材の確保・定着・育成等を図る訪問看護ステーション
への支援を行っています。 

 

４ 重点的に取り組むべき課題への対応 
○ 医療的ケアを必要とする小児等の在宅療養患者とその家族が、地域で安

心して暮らしていけるよう、地域の実情に応じた取組を行う区市町村を支
援するとともに、小児等在宅医療を担う人材の確保等に取り組んでいます。 

 

○ 都が作成した普及啓発用小冊子「わたしの思い手帳」等を活用して、区市
町村や関係団体と連携しながらアドバンス・ケア・プランニング 2（ＡＣＰ）
について都民に広く周知を図るとともに、地域の医療・介護関係者及び病院
スタッフのアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に関する理解促進と
対応力の向上を図るための研修等を実施しています。 

    

 
2 アドバンス・ケア・プランニング：自らが望む医療・ケアについて本人と家族、医療・介護
関係者等であらかじめ十分に話し合い、共有する取組のこと 
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課題と取組の方向性  
＜＜課課題題１１＞＞区区市市町町村村をを実実施施主主体体ととししたた在在宅宅療療養養体体制制のの構構築築  

○ 誰もが、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、
区市町村において、医療・介護の関係団体が連携した、包括的かつ継続的な
在宅医療と介護を一体的に提供できる体制づくりを推進していくことが必
要です。 

 

○ 区市町村を越えた入院医療機関と地域の保健・医療・福祉関係者との連携
や人材育成・普及啓発など、広域的な取組も必要となります。 

 

 
 

＜＜課課題題２２＞＞地地域域ににおおけけるる在在宅宅療療養養のの推推進進  

○ 在宅医療・介護連携推進事業について、区市町村ごとに取組を進めている
ところですが、切れ目のない医療や介護の提供体制を構築するためには、地
域において医療・介護関係者の連携を図りながら、24時間体制で在宅療養
が提供されることが重要です。こうした観点から、在宅療養に必要な連携を
担う拠点 3や在宅療養において積極的な役割を担う医療機関 4を整備する必
要があります。 

 

○ 保健・医療・福祉関係者間や患者とのデジタル技術を活用した情報共有、
入退院時等における地域のかかりつけ医や介護関係者等と病院の間の情報
共有を促進していく必要があります。 

 

○ 近年顕在化している在宅医療・介護関係者に対するハラスメントに対し
て、安全を確保して、安心して従事できる体制を整える必要があります。 

 

 
3 在宅療養に必要な連携を担う拠点：在宅療養において、地域の関係者による協議の場の開催
や関係機関の連携体制の構築等、必要な連携を担う拠点 

4 在宅療養において積極的な役割を担う医療機関：在宅療養において、自ら 24 時間対応体制
の在宅医療の提供や、医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援等、積極的な役割
を担う医療機関 

（（取取組組１１））地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムににおおけけるる在在宅宅療療養養体体制制のの構構築築  

○ 住民に最も身近な区市町村を在宅療養の実施主体とした、地域包括ケア
システムの視点に立ち、地域の実情に応じた取組を推進していきます。 

 

○ 広域的な医療・介護連携、普及啓発や人材育成など、都が実施した方が
効果的・効率的な取組については、引き続き区市町村との役割分担の下、
関係団体等と連携し、取組を進めます。 

 

○ 地域の状況把握・課題分析に際して必要な在宅療養に関するデータの提
供、先進事例の紹介など、区市町村の取組を引き続き支援していきます。 
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課題と取組の方向性  
＜＜課課題題１１＞＞区区市市町町村村をを実実施施主主体体ととししたた在在宅宅療療養養体体制制のの構構築築  

○ 誰もが、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、
区市町村において、医療・介護の関係団体が連携した、包括的かつ継続的な
在宅医療と介護を一体的に提供できる体制づくりを推進していくことが必
要です。 

 

○ 区市町村を越えた入院医療機関と地域の保健・医療・福祉関係者との連携
や人材育成・普及啓発など、広域的な取組も必要となります。 

 

 
 

＜＜課課題題２２＞＞地地域域ににおおけけるる在在宅宅療療養養のの推推進進  

○ 在宅医療・介護連携推進事業について、区市町村ごとに取組を進めている
ところですが、切れ目のない医療や介護の提供体制を構築するためには、地
域において医療・介護関係者の連携を図りながら、24時間体制で在宅療養
が提供されることが重要です。こうした観点から、在宅療養に必要な連携を
担う拠点 3や在宅療養において積極的な役割を担う医療機関 4を整備する必
要があります。 

 

○ 保健・医療・福祉関係者間や患者とのデジタル技術を活用した情報共有、
入退院時等における地域のかかりつけ医や介護関係者等と病院の間の情報
共有を促進していく必要があります。 

 

○ 近年顕在化している在宅医療・介護関係者に対するハラスメントに対し
て、安全を確保して、安心して従事できる体制を整える必要があります。 

 

 
3 在宅療養に必要な連携を担う拠点：在宅療養において、地域の関係者による協議の場の開催
や関係機関の連携体制の構築等、必要な連携を担う拠点 

4 在宅療養において積極的な役割を担う医療機関：在宅療養において、自ら 24 時間対応体制
の在宅医療の提供や、医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援等、積極的な役割
を担う医療機関 

（（取取組組１１））地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムににおおけけるる在在宅宅療療養養体体制制のの構構築築  

○ 住民に最も身近な区市町村を在宅療養の実施主体とした、地域包括ケア
システムの視点に立ち、地域の実情に応じた取組を推進していきます。 

 

○ 広域的な医療・介護連携、普及啓発や人材育成など、都が実施した方が
効果的・効率的な取組については、引き続き区市町村との役割分担の下、
関係団体等と連携し、取組を進めます。 

 

○ 地域の状況把握・課題分析に際して必要な在宅療養に関するデータの提
供、先進事例の紹介など、区市町村の取組を引き続き支援していきます。 

 

○ 自然災害の発生時や新興感染症の発生・まん延時等においても、在宅療養
患者に対し、継続的に医療を提供する必要があります。 

 
（（取取組組２２））在在宅宅療療養養患患者者をを支支ええるる地地域域のの取取組組をを促促進進  

○ 切れ目のない在宅医療の提供に向け、在宅医療に取り組むかかりつけ医
の連携や地域包括ケア病棟等を活用した病状変化時に利用できる後方支援
病床の確保などに加えて、往診を支援する事業者等との連携等による 24
時間の診療体制の確保など、地域における区市町村や関係団体等による在
宅療養を推進する取組を一層支援します。 

 

○ 在宅医療・介護連携推進事業の実施主体である区市町村を「在宅療養に
おいて必要な連携を担う拠点」と位置付け、これまでの医療・介護関係者
の連携等の取組を充実させるとともに、新たに障害福祉の関係者との連携
や災害時対応等の取組を推進します。また、地域の在宅療養体制が確保さ
れるよう、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに他の医療
機関の支援などを行う「在宅療養において積極的な役割を担う医療機関」
の検討を行い、地域の実情に応じた当該医療機関を活用した取組を推進し
ます。 

 

○ 「東京都多職種連携ポータルサイト」の提供により、地域の保健・医療・
福祉関係者のデジタル技術を活用した情報共有の充実を図ることで、在宅
療養患者の病状変化時の入院等における地域のかかりつけ医や介護関係者
等と病院の連携や、病院間の広域的な連携を引き続き促進していきます。 

 

○ 在宅療養の現場で、医療従事者が安心して在宅医療に従事できるよう、
在宅医療従事者が患者やその家族から受けるハラスメント対策の取組を推
進していきます。 

 

○ 停電時の在宅人工呼吸器使用者の安全を図るため、自家発電装置等を貸
与又は給付する区市町村への支援を引き続き実施していきます。 

 

○ 在宅療養の現場における災害時や新興感染症の発生・まん延時等にも対
応できるよう、関係団体等と協力して、地域における保健・医療・福祉関
係者間の連携体制の強化を図っていきます。 

 

○ 住み慣れた地域で安心して暮らし、本人の希望する場所で最期を迎えら
れるよう、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）を含めた看取りに
対する都民の理解を促進するとともに、人材育成や看取り環境の整備に向
けた取組を推進していきます。 
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○ 医療的ケアを必要とする小児等の在宅療養患者とその家族が、地域で安
心して暮らしていけるよう、地域の実情に応じた取組を行う区市町村を支
援するとともに、小児等在宅医療を担う人材の確保等に引き続き取り組ん
でいきます。 

 

＜＜課課題題３３＞＞在在宅宅療療養養生生活活へへのの円円滑滑なな移移行行のの促促進進  

○ 入院患者が円滑に在宅療養生活に移行できるよう、入院時（前）から、入
院医療機関とかかりつけ医を始めとする地域の保健・医療・福祉関係者が連
携した意思決定支援を含む入退院支援の取組が必要です。 

 

○ また、入院医療機関が患者の住所地から離れた区市町村に所在する場合
には、地域の保健・医療・福祉関係者との情報共有や連携が難しい場合があ
り、在宅療養生活への円滑な移行に向け、広域的な視点での取組が必要な場
合もあります。 

 

 
 

＜＜課課題題４４＞＞在在宅宅療療養養にに関関わわるる人人材材確確保保・・育育成成  

○ 在宅医療（訪問診療）の必要量は、令和 11 年には、平成 25 年の約 9.7
万人から約 1.６倍の 159,001 人/日になると見込まれています。 

 

○ こうした在宅医療の需要増加を見据え、在宅医療の担い手の確保・育成に
向けた取組の一層の充実が必要となります。 

 

（（取取組組３３））在在宅宅療療養養生生活活へへのの円円滑滑なな移移行行のの促促進進  

○ 入院医療機関における入退院支援の取組を更に進めるとともに、入院時
（前）からのかかりつけ医、かかりつけ歯科医、地域の医療機関、介護支
援専門員等の多職種との情報共有・連携を強化し、患者・家族も含めたチ
ームでの取組を促進していきます。 

 

○ 区市町村を越えた広域的な入院医療機関と地域の連携（入退院支援、医
療・介護連携）の充実に向けた意見交換の場として、在宅療養ワーキング
グループを活用するとともに、地域における在宅療養への移行調整の役割
を担う在宅療養支援窓口の機能強化に向けた取組を充実していきます。 

 

○ 東京都退院支援マニュアルや東京都多職種連携ポータルサイト（転院支
援システム）の活用を促進するとともに、内容や機能の充実に向けた検討
を進めていきます。 
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○ 医療的ケアを必要とする小児等の在宅療養患者とその家族が、地域で安
心して暮らしていけるよう、地域の実情に応じた取組を行う区市町村を支
援するとともに、小児等在宅医療を担う人材の確保等に引き続き取り組ん
でいきます。 

 

＜＜課課題題３３＞＞在在宅宅療療養養生生活活へへのの円円滑滑なな移移行行のの促促進進  

○ 入院患者が円滑に在宅療養生活に移行できるよう、入院時（前）から、入
院医療機関とかかりつけ医を始めとする地域の保健・医療・福祉関係者が連
携した意思決定支援を含む入退院支援の取組が必要です。 

 

○ また、入院医療機関が患者の住所地から離れた区市町村に所在する場合
には、地域の保健・医療・福祉関係者との情報共有や連携が難しい場合があ
り、在宅療養生活への円滑な移行に向け、広域的な視点での取組が必要な場
合もあります。 

 

 
 

＜＜課課題題４４＞＞在在宅宅療療養養にに関関わわるる人人材材確確保保・・育育成成  

○ 在宅医療（訪問診療）の必要量は、令和 11 年には、平成 25 年の約 9.7
万人から約 1.６倍の 159,001 人/日になると見込まれています。 

 

○ こうした在宅医療の需要増加を見据え、在宅医療の担い手の確保・育成に
向けた取組の一層の充実が必要となります。 

 

（（取取組組３３））在在宅宅療療養養生生活活へへのの円円滑滑なな移移行行のの促促進進  

○ 入院医療機関における入退院支援の取組を更に進めるとともに、入院時
（前）からのかかりつけ医、かかりつけ歯科医、地域の医療機関、介護支
援専門員等の多職種との情報共有・連携を強化し、患者・家族も含めたチ
ームでの取組を促進していきます。 

 

○ 区市町村を越えた広域的な入院医療機関と地域の連携（入退院支援、医
療・介護連携）の充実に向けた意見交換の場として、在宅療養ワーキング
グループを活用するとともに、地域における在宅療養への移行調整の役割
を担う在宅療養支援窓口の機能強化に向けた取組を充実していきます。 

 

○ 東京都退院支援マニュアルや東京都多職種連携ポータルサイト（転院支
援システム）の活用を促進するとともに、内容や機能の充実に向けた検討
を進めていきます。 

 

 
 

＜＜課課題題５５＞＞都都民民のの在在宅宅療療養養にに関関すするる理理解解のの促促進進  

○ 在宅療養への円滑な移行と退院後の療養生活の継続には、都民に対して
在宅療養に関する知識と理解を深める取組が必要です。 

 

○ 住み慣れた暮らしの場において最期まで自分らしく暮らし続けるため、
都民が自らの希望する医療・ケアを受けることができるよう、アドバンス・
ケア・プランニング（ＡＣＰ）に関する都民への普及啓発に取り組むことが
必要です。 

 

 

（（取取組組４４））在在宅宅療療養養にに関関わわるる人人材材確確保保・・育育成成  

○ 区市町村、医師会等関係団体と連携し、在宅療養に関する理解を促進す
るための研修会やシンポジウム等を実施し、在宅療養に関わる人材の確
保・育成に引き続き取り組んでいきます。 

 

○ 訪問診療を実施していない医師等に対し、在宅療養に関する理解の促
進を図るためのセミナーや参入に当たっての様々な課題の解決に向けた
個別相談等を実施することで、在宅医療を担う人材の確保等に取り組ん
でいきます。 

 

○ 在宅療養に関わる人材の確保を図るため、これまで夜間の往診体制の
確保等の問題により参入できなかったかかりつけ医と、往診を支援する
事業者や在宅医療を専門に担う医療機関との連携強化による 24 時間診
療体制の構築等、地区医師会を主体とした取組を支援していきます。 

 

○ 住み慣れた暮らしの場において最期まで自分らしく暮らし続けるた
め、都民が自らの希望する医療・ケアを受けることができるよう、アドバ
ンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）について、地域の保健・医療・福祉
関係者や病院スタッフの理解促進と対応力の向上を図るための研修等を
引き続き実施します。 

 

○ 在宅療養生活において重要な役割を担う訪問看護サービスの安定的な
供給のため、訪問看護人材の確保・定着・育成等、訪問看護ステーション
への支援を引き続き行っていきます。 

（（取取組組５５））在在宅宅療療養養にに関関すするる都都民民へへのの普普及及啓啓発発  

○ 都が作成した普及啓発小冊子等やシンポジウム等を通じて、在宅療養及
びアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）について引き続き都民に広
く周知を図っていくとともに、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）
に関する理解促進と対応力の向上を図るための研修等について、都民と直
接関わる地域の医療・介護関係者及び病院スタッフに対して実施します。 
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事業推進区域  

○ 在宅療養：区市町村 
 

評価指標  
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ 
取組２ 
取組４ 

訪問診療を実施している診療所数 2,289 所 
（令和４年度） 増やす 

訪問診療を実施している病院数 192 所 
（令和４年度） 

取組１ 
取組 2 
取組４ 

訪問診療を担当する医師数 2683.45 人 
（令和４年度） 増やす 

取組１ 
取組２ 
取組４ 

往診を実施している診療所数 3,684 所 
（令和４年度） 増やす 

往診を実施している病院数 

取組１ 
取組２ 
取組４ 

在宅看取り（ターミナルケア）を
実施している診療所数 

1,192 所 
（令和４年度） 増やす 在宅看取り（ターミナルケア）を

実施している病院数 
70 所 

（令和４年度） 
取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

訪問診療を受けた患者数 
（レセプト件数） 

1,471,822 件 
（令和４年度） 増やす 

取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

訪問看護利用者数（NDB） 
（レセプト件数） 

40,505 件 
（令和４年度） 増やす 訪問看護利用者数（介護 DB） 

（レセプト件数） 
1,582,248 件 

（令和４年度） 
取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

在宅ターミナルケアを受けた患者数 
（レセプト件数） 

21,810 件 
（令和４年度） 増やす 

取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

看取り数 26,703 件 
（令和４年度） 増やす 
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事業推進区域  

○ 在宅療養：区市町村 
 

評価指標  
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ 
取組２ 
取組４ 

訪問診療を実施している診療所数 2,289 所 
（令和４年度） 増やす 

訪問診療を実施している病院数 192 所 
（令和４年度） 

取組１ 
取組 2 
取組４ 

訪問診療を担当する医師数 2683.45 人 
（令和４年度） 増やす 

取組１ 
取組２ 
取組４ 

往診を実施している診療所数 3,684 所 
（令和４年度） 増やす 

往診を実施している病院数 

取組１ 
取組２ 
取組４ 

在宅看取り（ターミナルケア）を
実施している診療所数 

1,192 所 
（令和４年度） 増やす 在宅看取り（ターミナルケア）を

実施している病院数 
70 所 

（令和４年度） 
取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

訪問診療を受けた患者数 
（レセプト件数） 

1,471,822 件 
（令和４年度） 増やす 

取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

訪問看護利用者数（NDB） 
（レセプト件数） 

40,505 件 
（令和４年度） 増やす 訪問看護利用者数（介護 DB） 

（レセプト件数） 
1,582,248 件 

（令和４年度） 
取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

在宅ターミナルケアを受けた患者数 
（レセプト件数） 

21,810 件 
（令和４年度） 増やす 

取組１ 
取組２ 
取組４ 
取組５ 

看取り数 26,703 件 
（令和４年度） 増やす 

 
  

 

取組 指標名 現状 目標値 

取組２ 
取組４ 

訪問看護を実施している診療所数 409 所 
（令和４年度） 

増やす 

訪問看護を実施している病院数 83 所 
（令和４年度） 

介護保険を取り扱っている病院、
診療所、訪問看護ステーション数 

1,430 所 
（令和４年度） 

医療保険を取り扱っている訪問看
護ステーション数 

1,397 所 
（令和４年度） 

訪問看護事業所従事者数 10,922 人 
（令和４年度） 

取組２ 
取組４ 

24 時間体制を取っている訪問看護
ステーション数 

1,084 所 
（令和４年度） 増やす 24 時間体制を取っている訪問看護

ステーション従事者数 
9,682 人 

（令和４年度） 

取組３ 
退院支援を実施している診療所数 254 所 

（令和４年度） 増やす 
退院支援を実施している病院数 
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「東京の地域包括ケアシステムの姿」については、418 ページを参照してくだ
さい。 

在宅療養の推進体制のイメージ図 

在宅療養患者

家族

診療所

病院

歯科診療所

薬局

訪問看護ST

老人保健施設

介護事業者

居宅介護支援事業所

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

かかりつけ医

（在宅医）

地域包括支援センター 在宅療養支援窓口協働

区市町村

住まい

訪問診療
往診

入退院支援

歯科訪問診療

ケアプラン作成
支援

訪問リハ

通所リハ

短期入所

病状変化時の一時受入れ

訪問
看護

調剤
訪問薬剤指導

訪問栄養
食事指導

訪問介護

支 援

都

（都保健所）

総合支援

東京都在宅療養推進会議

栄養ケア・

ステーション等

在宅移行支援

かかりつけ薬剤師

かかりつけ歯科医
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（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
 
【ストラクチャー指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。 
 
  

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

1 退院支援を実施している診療所・病院数 ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）

二次医療圏 194 * 19 26 22 39 41 28 * * * * 19 0

訪問診療を実施している病院数 117 * 13 13 * 34 38 19 * * * * * 0

訪問診療を実施している診療所 2,249 216 229 319 262 311 213 194 * 163 80 167 95 *

訪問看護事業所数
訪問看護を実施している病院数

二次医療圏 38 * * * * 13 16 9 * * * * * 0

訪問看護事業所数
訪問看護を実施している診療所数

二次医療圏 354 49 31 54 32 62 44 37 * * * 27 18 *

訪問看護事業所数
介護保険を扱う訪問看護ステーション数

介護サービス施設・事
業所調査

令和2年10月1日
（毎年）

二次医療圏 1,236 93 104 129 120 172 123 127 40 107 56 100 63 2

訪問看護事業所数
医療保険を扱う訪問看護ステーション数

訪問看護レセプト
令和4年

(6月審査分のみ）
二次医療圏 1,397 103 116 148 130 206 144 138 38 130 63 110 70 1

4 往診を実施している診療所・病院数 ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）

二次医療圏 3,614 360 370 510 431 511 325 322 * 254 121 268 142 *

在宅看取り（ターミナルケア）を実施して
いる診療所

都道府県 1,174 103 116 153 125 158 109 106 * 100 60 91 53 *

在宅看取り（ターミナルケア）を実施して
いる病院数

都道府県 14 * * * * 14 * * * * * * * 0

3

2

ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）

整理
番号

ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）

二次医療圏

東京都

二次保健医療圏

指標名 集計単位
調査年

（調査周期）
調査名等

ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）

5
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【プロセス指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。 
 

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

訪問診療を受けた患者数（算定回数） 2,938,472 220,170 245,018 410,673 259,442 459,622 388,328 236,088 * 303,503 113,842 179,730 122,056 *

訪問診療を受けた患者数（レセプト件数） 1,456,564 103,523 123,641 201,934 134,572 236,454 160,253 115,889 * 164,011 59,942 93,437 62,908 *

訪問看護利用者数（精神以外）（算定回
数）

117,904 * 2,341 4,080 974 21,395 61,304 11,607 856 3,125 6,103 3,402 2,717 *

訪問看護利用者数（精神以外）（レセプト
件数）

17,723 * 613 1,468 381 2,168 4,551 1,456 255 979 2,444 2,338 1,070 *

訪問看護利用者数（精神）（算定回数） 58,336 * 1,398 6,530 3,177 9,331 15,104 4,878 1,617 10,197 1,491 * 4,613 0

訪問看護利用者数（精神）（レセプト件
数）

13,159 * 435 1,933 670 2,656 * 1,337 346 3,854 535 * 1,393 0

在宅ターミナルケアを受けた患者数（算定
回数）

22,265 1,624 1,940 2,702 1,818 3,343 2,456 2,264 * 2,199 1,165 1,684 1,070 *

在宅ターミナルケアを受けた患者数（レセ
プト件数）

21,379 1,598 1,884 2,662 1,757 3,276 2,273 2,085 * 2,161 1,034 1,654 995 *

看取り数（死亡診断のみの場合を含む）
（算定回数）

25,983 1,885 2,171 3,136 2,152 3,990 2,961 2,506 * 2,827 1,252 1,955 1,148 *

看取り数（死亡診断のみの場合を含む）
（レセプト件数）

25,974 1,885 2,170 3,134 2,152 3,989 2,960 2,506 * 2,825 1,251 1,955 1,147 *

6 ＮＤＢ

7 ＮＤＢ

令和3年度
（毎年）

二次医療圏

令和3年度
（毎年）

二次医療圏

令和3年度
（毎年）

二次医療圏

整理
番号

二次保健医療圏

指標名 調査名等
調査年

（調査周期）
集計単位 東京都

二次医療圏

9 ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）

二次医療圏

8 ＮＤＢ
令和3年度
（毎年）
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（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
【ストラクチャー指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。  

整理番号 10

指標名
退院支援を実施している

診療所・病院数
訪問診療を実施している

病院数
訪問診療を実施している

診療所数

調査名等 NDB ＮＤＢ ＮＤＢ

調査年(調査周期) 令和3年度（毎年） 令和3年度（毎年） 令和3年度（毎年）

集計単位 市区町村 市区町村 市区町村

医療機関数 医療機関数 医療機関数

東 京 都 265 192 2,289

千 代 田 区 4 * 19

中 央 区 * * 38

港 区 8 * 54

新 宿 区 9 * 74

文 京 区 6 3 52

台 東 区 3 * 53

墨 田 区 8 7 48

江 東 区 9 7 74

品 川 区 7 3 89

目 黒 区 6 4 75

大 田 区 12 10 140

世 田 谷 区 12 5 193

渋 谷 区 8 4 51

中 野 区 4 4 77

杉 並 区 9 8 111

豊 島 区 5 7 68

北 区 8 10 58

荒 川 区 7 4 46

板 橋 区 16 10 80

練 馬 区 10 7 105

足 立 区 18 28 95

葛 飾 区 16 6 72

江 戸 川 区 11 5 72

八 王 子 市 12 16 55

立 川 市 4 * 25

武 蔵 野 市 3 4 34

三 鷹 市 4 * 35

青 梅 市 * 4 18

府 中 市 6 3 35

昭 島 市 4 3 9

調 布 市 4 4 36

町 田 市 10 9 57

小 金 井 市 3 * 17

小 平 市 6 3 18

日 野 市 * * 16

東 村 山 市 3 * 19

国 分 寺 市 * * 17

国 立 市 0 0 15

福 生 市 * 0 6

狛 江 市 * 0 10

東 大 和 市 * 0 4

清 瀬 市 5 4 8

東 久 留 米 市 0 * 12

武 蔵 村 山 市 * * 10

多 摩 市 * 4 25

稲 城 市 * * 10

羽 村 市 0 0 7

あ き る 野 市 * * 6

西 東 京 市 5 6 38

瑞 穂 町 * * *

日 の 出 町 * * 0

檜 原 村 0 0 *

奥 多 摩 町 0 * 3

大 島 町 0 0 *

利 島 村 0 0 *

新 島 村 0 0 *

神 津 島 村 0 0 *

三 宅 村 0 0 *

御 蔵 島 村 0 0 *

八 丈 町 0 0 *

青 ヶ 島 村 0 0 0

小 笠 原 村 0 0 *

11
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（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
【ストラクチャー指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。  

整理番号 13

指標名
訪問看護を実施している

病院数
訪問看護を実施している

診療所数
介護保険を扱っている病院、診療

所、訪問看護ステーション数

調査名等 NDB NDB 介護ＤＢ

調査年(調査周期) 令和3年度（毎年） 令和3年度（毎年） 令和3年度（毎年）

集計単位 市区町村 市区町村 市区町村

医療機関数 医療機関数 医療機関数

東 京 都 83 409 1,430

千 代 田 区 0 5 6

中 央 区 0 3 17

港 区 0 15 34

新 宿 区 * 13 39

文 京 区 4 12 31

台 東 区 * 14 26

墨 田 区 3 12 33

江 東 区 3 12 37

品 川 区 * 11 38

目 黒 区 * 13 48

大 田 区 4 20 87

世 田 谷 区 3 33 95

渋 谷 区 3 8 24

中 野 区 * 10 30

杉 並 区 3 9 57

豊 島 区 0 16 38

北 区 3 14 29

荒 川 区 0 10 16

板 橋 区 4 12 54

練 馬 区 6 20 82

足 立 区 13 24 77

葛 飾 区 3 10 51

江 戸 川 区 3 13 70

八 王 子 市 11 14 43

立 川 市 * 9 19

武 蔵 野 市 * 3 23

三 鷹 市 * 8 22

青 梅 市 * * 14

府 中 市 4 4 23

昭 島 市 * 3 14

調 布 市 4 5 25

町 田 市 3 13 48

小 金 井 市 * 3 11

小 平 市 3 3 16

日 野 市 * * 15

東 村 山 市 * 3 18

国 分 寺 市 0 5 12

国 立 市 * 3 8

福 生 市 * 0 7

狛 江 市 0 4 7

東 大 和 市 0 0 4

清 瀬 市 0 4 10

東 久 留 米 市 * 4 8

武 蔵 村 山 市 * * 6

多 摩 市 3 5 18

稲 城 市 0 3 6

羽 村 市 0 0 7

あ き る 野 市 0 0 8

西 東 京 市 0 4 19

瑞 穂 町 0 0 *

日 の 出 町 0 0 *

檜 原 村 0 0 *

奥 多 摩 町 * 0 *

大 島 町 0 0 *

利 島 村 0 * *

新 島 村 0 0 *

神 津 島 村 0 * *

三 宅 村 0 0 *

御 蔵 島 村 0 * *

八 丈 町 0 * *

青 ヶ 島 村 0 0 *

小 笠 原 村 0 * *

12



27

第
１
章

（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
【ストラクチャー指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。 

整理番号 16

指標名
介護保険を扱う訪問看

護ステーション数
訪問看護ステーションの

従事者数

医療保険を扱う訪問看
護ステーション数

医療保険を扱う訪問看
護ステーション数
（15歳未満）

往診を実施している
診療所・病院数

調査名等
介護サービス施設・

事業所調査

介護サービス施設・

事業所調査
訪問看護レセプト 訪問看護レセプト ＮＤＢ

調査年(調査周期)
令和2年10月1日

（毎年）
令和3年10月1日

（毎年）
令和4年

（6月審査分のみ）

令和4年

（6月審査分のみ）
令和3年度（毎年）

集計単位 市区町村 市区町村 市区町村 市区町村 市区町村

医療機関数 医療機関数 医療機関数 医療機関 医療機関数

東 京 都 1,026 13,662 1,397 498 3,684

千 代 田 区 4 71 9 4 39

中 央 区 13 173 20 7 62

港 区 23 265 27 9 93

新 宿 区 33 479 82 29 116

文 京 区 25 227 43 17 96

台 東 区 18 229 25 13 70

墨 田 区 24 332 76 24 77

江 東 区 25 430 51 12 123

品 川 区 23 303 22 6 156

目 黒 区 30 757 36 15 109

大 田 区 58 783 31 13 214

世 田 谷 区 64 1028 34 13 308

渋 谷 区 15 174 39 17 93

中 野 区 26 408 88 31 126

杉 並 区 47 578 21 7 189

豊 島 区 25 307 28 12 116

北 区 20 251 59 22 105

荒 川 区 16 120 17 4 64

板 橋 区 38 540 38 14 123

練 馬 区 52 662 23 12 167

足 立 区 48 822 60 19 151

葛 飾 区 40 428 85 21 110

江 戸 川 区 55 622 71 25 122

八 王 子 市 24 386 53 15 91

立 川 市 14 190 12 5 31

武 蔵 野 市 15 127 7 2 56

三 鷹 市 18 225 5 3 53

青 梅 市 12 76 37 20 31

府 中 市 20 206 18 8 48

昭 島 市 12 116 7 2 14

調 布 市 15 240 6 1 65

町 田 市 35 437 10 4 90

小 金 井 市 11 86 5 1 33

小 平 市 13 161 18 7 38

日 野 市 11 129 18 6 26

東 村 山 市 12 173 2 0 25

国 分 寺 市 9 106 7 3 30

国 立 市 8 72 5 4 25

福 生 市 7 39 19 8 10

狛 江 市 3 87 8 4 13

東 大 和 市 2 89 4 2 8

清 瀬 市 8 69 2 1 17

東 久 留 米 市 7 95 0 0 10

武 蔵 村 山 市 5 42 10 3 13

多 摩 市 7 166 16 6 34

稲 城 市 3 42 17 8 13

羽 村 市 5 41 22 6 7

あ き る 野 市 7 58 22 7 16

西 東 京 市 15 160 0 0 52

瑞 穂 町 2 21 14 3 3

日 の 出 町 2 27 27 11 *

檜 原 村 0 - 16 5 *

奥 多 摩 町 0 - 24 6 3

大 島 町 1 - 1 1 *

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 7 0 0 *

青 ヶ 島 村 0 - 0 0 *

小 笠 原 村 0 - 0 0 *

14 15
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（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
【ストラクチャー指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。 

整理番号

指標名
在宅看取り（ター
ミナルケア）を実
施している病院数

在宅看取り（ターミ
ナルケア）を実施し

ている診療所数

調査名等 ＮＤＢ ＮＤＢ

調査年(調査周期)
令和3年度
（毎年）

令和3年度
（毎年）

集計単位 市区町村 市区町村

保健師 助産師 看護師 准看護師 理学療法士 作業療法士 医療機関数 医療機関数

東 京 都 205 18 7,021 229 2,451 957 70 1,192

千 代 田 区 - - 29 - 8 1 0 7

中 央 区 9 5 95 9 14 4 * 19

港 区 8 - 128 1 74 18 * 29

新 宿 区 19 - 246 5 90 42 * 33

文 京 区 14 1 129 1 36 13 * 24

台 東 区 4 - 128 1 37 16 * 24

墨 田 区 - - 168 5 63 23 3 26

江 東 区 4 - 195 8 100 40 3 37

品 川 区 1 - 160 3 54 21 * 49

目 黒 区 5 - 386 2 180 71 * 29

大 田 区 6 1 403 11 139 47 6 67

世 田 谷 区 9 - 505 6 207 82 3 101

渋 谷 区 7 - 98 - 29 12 3 23

中 野 区 2 - 226 4 70 27 * 40

杉 並 区 7 1 274 7 127 50 5 52

豊 島 区 11 3 153 5 42 16 3 33

北 区 12 - 139 5 30 14 4 29

荒 川 区 1 - 61 2 13 7 * 19

板 橋 区 4 - 297 4 88 40 4 37

練 馬 区 11 1 297 8 83 29 3 59

足 立 区 2 - 366 30 196 41 11 50

葛 飾 区 4 1 231 23 61 17 5 40

江 戸 川 区 8 - 314 24 105 40 * 43

八 王 子 市 3 - 224 3 62 33 6 35

立 川 市 7 - 98 6 32 14 * 18

武 蔵 野 市 1 - 74 - 20 7 * 14

三 鷹 市 7 - 125 5 39 21 * 26

青 梅 市 2 - 44 2 5 5 3 11

府 中 市 - - 119 5 23 18 * 18

昭 島 市 1 - 59 4 17 12 * 7

調 布 市 5 1 111 0 49 19 * 18

町 田 市 11 - 236 7 78 30 5 34

小 金 井 市 1 - 44 3 16 9 * 8

小 平 市 1 - 95 3 23 14 * 10

日 野 市 - - 76 1 25 7 * 9

東 村 山 市 2 1 83 3 20 16 * 9

国 分 寺 市 2 - 48 3 32 12 0 13

国 立 市 3 - 51 1 6 8 0 10

福 生 市 - - 21 2 7 - 0 *

狛 江 市 1 - 38 3 27 2 0 7

東 大 和 市 - - 30 6 21 14 0 4

清 瀬 市 1 - 41 - 10 4 * 6

東 久 留 米 市 1 - 53 1 19 7 0 6

武 蔵 村 山 市 - - 25 - 4 1 * 8

多 摩 市 3 - 87 - 20 9 0 16

稲 城 市 2 - 20 - 6 1 0 6

羽 村 市 1 - 27 1 4 1 0 4

あ き る 野 市 1 - 38 2 3 5 * 3

西 東 京 市 - 3 88 2 30 14 3 22

瑞 穂 町 - - 16 - 2 - * 0

日 の 出 町 1 - 15 2 5 3 0 0

檜 原 村 - - - - - - 0 0

奥 多 摩 町 - - - - - - * 0

大 島 町 - - - - - - 0 *

利 島 村 - - - - - - 0 0

新 島 村 - - - - - - 0 *

神 津 島 村 - - - - - - 0 0

三 宅 村 - - - - - - 0 *

御 蔵 島 村 - - - - - - 0 0

八 丈 町 - - 7 - - - 0 *

青 ヶ 島 村 - - - - - - 0 0

小 笠 原 村 - - - - - - 0 *

17

24時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数

市区町村

介護サービス施設・事業所調査

18

令和3年10月1日（毎年）
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（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
【プロセス指標】 

 
※ NDB は総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計集とは一致しない場合がある。 

整理番号

指標名

調査名等

調査年(調査周期)

集計単位

算定回数 レセプト件数 算定回数 レセプト件数 算定回数 レセプト件数

東 京 都 2,967,001 1,471,822 120,581 18,652 71,563 21,853

千 代 田 区 12,089 5,182 * * 11 *

中 央 区 46,595 22,253 10 * 70 37

港 区 52,010 24,448 1,516 563 * *

新 宿 区 87,817 45,301 108 91 566 58

文 京 区 61,617 29,573 716 230 39 32

台 東 区 47,859 22,067 378 136 5,350 2,047

墨 田 区 58,869 30,439 226 86 3,423 827

江 東 区 84,535 38,965 11,251 1,287 958 338

品 川 区 72,610 36,103 513 154 114 28

目 黒 区 51,005 26,734 651 216 3,509 828

大 田 区 172,408 87,538 1,828 459 1,284 407

世 田 谷 区 304,927 147,483 2,095 743 2,508 903

渋 谷 区 54,741 27,717 1,334 509 513 202

中 野 区 47,404 24,516 686 183 0 0

杉 並 区 124,221 64,755 180 107 2,611 612

豊 島 区 74,595 40,776 182 144 1,692 500

北 区 110,774 54,642 19,220 1,176 1,190 382

荒 川 区 26,961 14,059 180 58 55 *

板 橋 区 94,034 53,639 1,554 643 3,821 1,045

練 馬 区 180,219 87,397 439 205 2,628 729

足 立 区 259,329 95,033 60,751 4,265 12,817 3,167

葛 飾 区 102,038 51,161 373 228 2,232 622

江 戸 川 区 92,684 46,485 130 83 497 172

八 王 子 市 70,842 39,242 1,826 529 6,068 2,124

立 川 市 36,474 19,061 2,866 1,109 53 34

武 蔵 野 市 16,878 9,757 187 80 36 14

三 鷹 市 61,869 32,315 1,968 1,505 1,570 683

青 梅 市 10,476 6,030 582 135 1,420 320

府 中 市 48,447 23,203 317 211 1,087 255

昭 島 市 15,116 8,056 1,869 409 0 0

調 布 市 19,236 10,675 585 310 4,342 1,553

町 田 市 106,698 60,186 195 124 3,487 1,532

小 金 井 市 13,397 7,346 65 19 722 284

小 平 市 20,349 10,833 98 61 175 144

日 野 市 55,966 28,955 19 16 374 98

東 村 山 市 19,949 10,759 775 275 3,357 926

国 分 寺 市 21,199 12,056 134 105 1,438 501

国 立 市 21,433 11,355 382 134 0 0

福 生 市 7,005 3,208 74 55 197 26

狛 江 市 19,903 10,141 280 213 * *

東 大 和 市 6,079 2,512 0 0 0 0

清 瀬 市 44,084 21,302 1,262 405 0 0

東 久 留 米 市 16,313 9,773 190 66 1,081 323

武 蔵 村 山 市 13,541 6,902 852 687 0 0

多 摩 市 47,168 23,837 1,031 268 268 100

稲 城 市 22,829 11,791 54 42 0 0

羽 村 市 2,809 1,496 0 0 0 0

あ き る 野 市 5,732 3,067 0 0 0 0

西 東 京 市 21,361 10,241 392 263 0 0

瑞 穂 町 1,039 583 0 0 0 0

日 の 出 町 * * 0 0 0 0

檜 原 村 * * 0 0 0 0

奥 多 摩 町 327 230 200 65 0 0

大 島 町 266 245 0 0 0 0

利 島 村 * * * * 0 0

新 島 村 105 52 0 0 0 0

神 津 島 村 * * * * 0 0

三 宅 村 32 25 0 0 0 0

御 蔵 島 村 * * * * 0 0

八 丈 町 679 294 36 * 0 0

青 ヶ 島 村 0 0 0 0 0 0

小 笠 原 村 59 28 21 * 0 0

21

訪問看護利用者数（精神）

20

市区町村

訪問診療を受けた患者数

ＮＢＤ

19

令和3年度（毎年）

市区町村

令和3年度（毎年）

ＮＢＤ

訪問看護利用者数（精神以外）

市区町村

令和3年度（毎年）

ＮＢＤ

は総 セプ 総 プ が 未満 空白 あ め各 域 合計集と 致 な 合
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第
１
章

（１２）在宅療養の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
【プロセス指標】 

 
  

整理番号 23

指標名 訪問看護利用者数

調査名等
審査支払機関（国保中央会・支払基金）提供訪問

看護レセプトデータ

調査年(調査周期) 令和3年度（毎年）

集計単位 市区町村

算定回数 レセプト件数 訪問看護利用者数

東 京 都 134131 1,582,248 615,617

千 代 田 区 312 3,431 1,693

中 央 区 1,465 16,089 5,168

港 区 2,207 28,775 5,492

新 宿 区 4,620 51,892 22,259

文 京 区 2,084 25,765 7,842

台 東 区 2,576 29,200 7,249

墨 田 区 3,076 37,432 14,869

江 東 区 4,774 57,256 18,615

品 川 区 2,884 33,599 12,413

目 黒 区 8,002 100,142 21,030

大 田 区 7,931 93,723 30,760

世 田 谷 区 10,210 121,455 44,572

渋 谷 区 1,395 17,453 5,706

中 野 区 3,657 45,698 15,520

杉 並 区 5,493 65,926 21,735

豊 島 区 2,564 30,517 10,821

北 区 2,250 27,410 10,520

荒 川 区 1,322 14,535 5,647

板 橋 区 4,888 58,089 30,672

練 馬 区 6,367 71,734 35,651

足 立 区 7,906 95,529 38,194

葛 飾 区 4,000 46,804 18,397

江 戸 川 区 5,089 59,361 30,507

八 王 子 市 4,372 48,672 23,754

立 川 市 1,955 24,795 10,826

武 蔵 野 市 1,852 21,916 9,464

三 鷹 市 2,294 26,723 11,453

青 梅 市 702 8,069 5,423

府 中 市 1,825 22,081 11,947

昭 島 市 1,344 15,914 4,799

調 布 市 2,389 25,130 10,161

町 田 市 4,187 49,074 21,279

小 金 井 市 851 9,614 4,972

小 平 市 1,417 16,943 8,672

日 野 市 1,544 17,530 6,844

東 村 山 市 1,711 19,231 14,697

国 分 寺 市 1,108 14,829 2,490

国 立 市 831 9,114 5,173

福 生 市 484 5,574 1,719

狛 江 市 840 9,330 4,422

東 大 和 市 949 11,102 3,186

清 瀬 市 980 11,108 3,460

東 久 留 米 市 1,228 14,016 4,430

武 蔵 村 山 市 364 3,833 1,901

多 摩 市 1,569 18,248 8,871

稲 城 市 527 5,746 2,249

羽 村 市 431 4,202 2,709

あ き る 野 市 515 5,321 4,679

西 東 京 市 2,144 25,017 8,026

瑞 穂 町 252 2,794 782

日 の 出 町 281 3,568 1,523

檜 原 村 * * 0

奥 多 摩 町 38 313 0

大 島 町 * * 374

利 島 村 * * 0

新 島 村 * * 0

神 津 島 村 * * 0

三 宅 村 * * 0

御 蔵 島 村 * * 0

八 丈 町 75 626 0

青 ヶ 島 村 * * 0

小 笠 原 村 * * 0

市区町村

22

訪問看護利用者数

令和3年度（毎年）

介護DB


