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第３章 世帯員の状況 

 

 本章では、集計対象者 8,233 人の世帯員の状況について述べる。 

 

１ 配偶者の状況－性・年齢階級別 

 配偶者の状況をみると、「配偶者あり」は 53.2％、「配偶者なし」は 46.4％となっている。 

性別にみると「配偶者あり」は男性 56.0％、女性51.0％、「配偶者なし」は男性 43.5％、女性

48.7％である。（表Ⅰ-3-1） 

 

  表Ⅰ-3-1 配偶者の状況－性・年齢階級別 

  

未

婚

死

別

離

別

100.0 53.2 46.4 35.2 7.3 3.9 0.4

(8,233)

100.0 56.0 43.5 38.0 2.8 2.7 0.5

(3,897)

100.0 - 100.0 100.0 - - -

(644)

100.0 13.5 85.6 84.7 0.3 0.6 0.9

(340)

100.0 54.2 44.6 42.9 - 1.8 1.2

(504)

100.0 70.5 29.0 25.9 - 3.1 0.5

(641)

100.0 76.2 23.2 18.8 0.7 3.8 0.7

(453)

100.0 80.7 18.9 9.4 3.5 6.1 0.4

(545)

100.0 84.9 15.0 4.5 7.1 3.4 0.2

(535)

100.0 74.8 25.2 1.7 20.9 2.6 -

(230)

100.0 51.0 48.7 32.2 11.4 5.0 0.3

(4,298)

100.0 - 100.0 100.0 - - -

(625)

100.0 19.2 80.5 78.8 0.3 1.5 0.3

(344)

100.0 64.2 35.4 29.6 0.4 5.4 0.4

(500)

100.0 73.2 26.6 20.4 0.1 6.1 0.1

(668)

100.0 74.0 25.6 14.4 3.7 7.5 0.4

(520)

100.0 71.4 28.3 7.9 10.6 9.8 0.3

(632)

100.0 58.8 40.4 7.2 28.4 4.8 0.7

(668)

100.0 25.6 73.8 7.7 62.8 3.3 0.6

(336)

100.0 65.8 33.8 6.1 23.1 4.6 0.4

(2,413)

100.0 82.2 17.6 4.5 9.4 3.6 0.2

(1,042)

100.0 53.2 46.2 7.4 33.5 5.3 0.6

(1,371)

100.0 52.4 46.2 35.7 6.8 3.7 1.4

(9,353)

 ４０～４９歳

総数

男

総

　

数

配

偶

者

あ

り

配

偶

者

な

し

無

回

答

21年度

 ３０～３９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 女　６５歳以上

 男　６５歳以上

(再掲)総数６５歳以上

 ７０～７９歳

 ８０歳以上

 ２０～２９歳

 ２０歳未満

女

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

 ８０歳以上

 ２０歳未満

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ５０～５９歳
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２ 保育・教育の状況[複数回答]－性別 

 世帯員の「未就学」「就学」の割合を性別にみると、「未就学」の割合は男性 5.3％、女性 4.8％、

「就学」の割合は男性 13.2％、女性 11.2％となっている。未就学の内訳をみると男女ともに「乳

幼児の父母（在宅保育）」の割合が最も高い。就学の内訳は、男女ともに「小学校」の割合が最

も高くなっている。（図Ⅰ-3-1） 

 

  図Ⅰ-3-1 保育・教育の状況[複数回答]－性別 
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３ 手帳取得の状況（身体障害者・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳） 

 身体障害者手帳、知的障害者の愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の取得状況は「手帳あり」

が全世帯員のうち 3.6％であった。（図Ⅰ-3-2） 
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図Ⅰ-3-2 手帳取得の状況（身体障害者・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳） 
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４ 就業の状況 

（１）就業状況－性・年齢階級別 

就業の状況を性、年齢階級別にみると「就業者」の割合は、男性 60.9％、女性 42.7％で、 

男性の方が割合が高くなっている。（表Ⅰ-3-2） 

 

  表Ⅰ-3-2 就業状況－性・年齢階級別 

 

主

に

仕

事

家

事

な

ど

の

か

た

わ

ら

に

仕

事

　

※

通

学

の

か

た

わ

ら

に

仕

事

そ

の

他

100.0 51.9 51.1 41.5 7.4 1.1 1.1 0.8 47.6 11.6 11.5 24.5 0.4

(8,233) 

100.0 61.9 60.9 57.3 0.7 1.2 1.6 1.0 37.7 0.2 12.2 25.4 0.4

(3,897) 

100.0 - - - - - - - 100.0 - 35.1 64.9 -

(325) 

100.0 6.0 6.0 1.6 - 4.4 - - 93.7 - 93.4 0.3 0.3

(319) 

100.0 76.5 74.7 62.6 - 9.4 2.6 1.8 22.9 - 17.9 5.0 0.6

(340) 

100.0 97.0 95.0 94.0 0.2 0.2 0.6 2.0 2.4 - - 2.4 0.6

(504) 

100.0 95.2 93.9 93.4 - - 0.5 1.2 4.7 - 0.2 4.5 0.2

(641) 

100.0 94.3 93.2 91.6 1.1 - 0.4 1.1 5.7 0.2 - 5.5 -

(453) 

100.0 70.6 69.0 64.4 1.5 - 3.1 1.7 28.4 0.6 - 27.9 0.9

(545) 

100.0 34.4 34.4 27.9 2.4 - 4.1 - 65.2 0.4 - 64.9 0.4

(535) 

100.0 14.8 14.3 10.0 0.9 - 3.5 0.4 84.8 - - 84.8 0.4

(230) 

100.0 43.3 42.7 27.6 13.5 0.9 0.7 0.7 56.3 22.1 10.5 23.7 0.4

(4,298) 

100.0 - - - - - - - 100.0 - 34.8 65.2 -

(319) 

100.0 5.6 5.6 - - 5.6 - - 94.4 - 94.4 - -

(306) 

100.0 72.7 70.1 57.8 4.1 6.7 1.5 2.6 27.0 8.7 13.4 4.9 0.3

(344) 

100.0 68.8 67.6 53.8 12.2 - 1.6 1.2 30.6 26.8 - 3.8 0.6

(500) 

100.0 72.6 72.0 43.6 28.0 - 0.4 0.6 27.4 22.6 0.4 4.3 -

(668) 

100.0 69.0 68.1 41.9 25.8 - 0.4 1.0 30.4 23.7 - 6.7 0.6

(520) 

100.0 43.2 42.7 24.2 17.4 - 1.1 0.5 55.9 34.2 - 21.7 0.9

(632) 

100.0 17.4 17.2 7.0 9.7 - 0.4 0.1 82.3 33.4 - 49.0 0.3

(668) 

100.0 4.5 4.5 1.8 2.1 - 0.6 - 94.9 22.0 - 72.9 0.6

(336) 

100.0 26.6 26.3 18.2 6.1 - 2.1 0.3 72.8 17.8 - 55.0 0.6

(2,413) 

100.0 36.6 36.1 30.5 1.6 - 3.9 0.5 62.7 0.3 - 62.4 0.8

(1,042) 

100.0 19.0 18.8 8.8 9.4 - 0.7 0.2 80.5 31.1 - 49.4 0.5

(1,371) 

100.0 53.4 51.8 41.3 8.4 1.1 1.0 1.6 45.4 14.7 11.4 19.3 1.2

(9,353) 

総

　

数

労

働

力

人

口

非

労

働

力

人

口

無

回

答
就

業

者

仕

事

を

探

し

て

い

た

家

事
（

専

業

）
通

学

の

み

そ

の

他

（

幼

児

・

高

齢

・

病

気

等

）

男

総数

女

８０歳以上

０～９歳

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

女　６５歳以上

21年度

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

(再掲)総数６５歳以上

０～９歳

１０～１９歳

男　６５歳以上

１０～１９歳

２０～２９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

 

注）21年度調査では、※は「家事などのほかに仕事」としていた。 
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（２）世帯員の勤め先での呼称－性・年齢階級別 

 世帯員の勤め先での呼称は雇用者(41.3％)のうち「正規の職員・従業員」が最も高く 25.2％、

次いで「パート」6.3％、「アルバイト」3.2％と続く。性別にみると、男性は、「正規の職員・

従業員」が 35.9％で最も高くなっている。女性は、「正規の職員・従業員」が 15.7％、次いで、

「パート」が 11.1％となっている。年齢階級別にみると「正規の職員・従業員」の割合は 30

代男性が最も高く 73.0％となっている。(表Ⅰ-3-3) 

 

  表Ⅰ-3-3 世帯員の勤め先での呼称－性・年齢階級別 

 

正

規

の

職

員

・

従

業

員

パ

ー

ト

ア

ル

バ

イ

ト

労

働

者

派

遣

事

業

所

の

派

遣

社

員

契

約

社

員

・

嘱

託

役

員

そ

の

他

無

回

答

100.0 51.1 41.3 25.2 6.3 3.2 1.0 2.8 1.7 0.3 0.6 9.3 0.5 48.5 0.4

(8,233) 

100.0 60.9 48.2 35.9 1.2 3.6 0.7 3.2 2.6 0.3 0.7 12.1 0.6 38.7 0.4

(3,897) 

100.0 - - - - - - - - - - - - 100.0 -

(325) 

100.0 6.0 4.7 0.6 - 4.1 - - - - - 0.9 0.3 93.7 0.3

(319) 

100.0 74.7 69.1 47.9 0.3 14.1 0.9 2.9 0.3 - 2.6 4.4 1.2 24.7 0.6

(340) 

100.0 95.0 83.9 73.0 0.8 3.0 1.0 3.0 2.2 - 1.0 10.5 0.6 4.4 0.6

(504) 

100.0 93.9 77.4 67.9 0.5 1.9 1.2 2.0 2.2 0.5 1.2 15.1 1.4 5.9 0.2

(641) 

100.0 93.2 76.2 63.1 1.1 1.3 1.1 3.5 5.3 - 0.7 16.8 0.2 6.8 -

(453) 

100.0 69.0 46.6 21.1 3.5 5.0 0.9 10.8 4.4 0.4 0.6 22.2 0.2 30.1 0.9

(545) 

100.0 34.4 18.1 4.5 2.6 3.4 0.6 2.1 3.6 1.3 0.2 15.7 0.6 65.2 0.4

(535) 

100.0 14.3 4.8 1.3 - 0.4 - - 3.0 - - 9.6 - 85.2 0.4

(230) 

100.0 42.7 35.3 15.7 11.1 2.9 1.3 2.6 1.0 0.3 0.5 6.9 0.5 56.9 0.4

(4,298) 

100.0 - - - - - - - - - - - - 100.0 -

(319) 

100.0 5.6 4.9 - - 4.2 0.3 - - 0.3 - 0.7 - 94.4 -

(306) 

100.0 70.1 68.3 41.9 5.2 13.1 1.7 4.4 0.3 0.6 1.2 1.5 0.3 29.7 0.3

(344) 

100.0 67.6 61.2 37.2 12.6 3.4 2.0 5.0 0.2 0.6 0.2 5.0 1.4 31.8 0.6

(500) 

100.0 72.0 61.8 26.2 22.5 2.8 3.4 4.2 0.9 0.7 1.0 9.4 0.7 28.0 -

(668) 

100.0 68.1 55.4 22.5 20.8 2.5 1.9 3.7 2.9 - 1.2 12.1 0.6 31.3 0.6

(520) 

100.0 42.7 30.1 6.5 16.5 1.7 0.5 3.3 1.4 0.2 - 12.0 0.6 56.3 0.9

(632) 

100.0 17.2 9.7 1.5 4.9 1.2 0.3 0.3 1.2 0.3 - 7.3 0.1 82.5 0.3

(668) 

100.0 4.5 0.9 - - - - - 0.9 - - 3.6 - 94.9 0.6

(336) 

100.0 26.3 14.8 3.7 4.3 1.9 0.2 1.9 2.2 0.4 0.0 11.1 0.3 73.1 0.6

(2,413) 

100.0 36.1 19.8 6.0 2.2 3.2 0.4 3.5 3.6 0.8 0.1 16.0 0.3 63.1 0.8

(1,042) 

100.0 18.8 11.1 2.0 5.9 1.0 0.1 0.7 1.2 0.1 - 7.4 0.3 80.7 0.5

(1,371) 

100.0 51.8 40.4 24.3 5.9 3.0 1.2 2.7 2.2 0.3 0.7 10.5 1.0 47.0 1.2

(9,353) 

無

回

答
無

回

答

21年度

非

就

業

者

 ８０歳以上

(再掲)総数６５歳以上

 男　６５歳以上

 ６０～６９歳

 女　６５歳以上

 ７０～７９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ０～９歳

 １０～１９歳

雇

用

者

 ０～９歳

 ８０歳以上

女

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

そ

の

他

の

就

業

者

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

総

　

数

就

業

者

総数

男

 

注）非就業者には「仕事を探していた」者を含む。 
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（３）世帯員の従業する企業等の従業者数－性・年齢階級別 

世帯員で仕事をしている人のうち、「一般常雇者」「1月以上 1年未満の契約の雇用者」「日々 

又は 1月未満の契約の雇用者」「会社などの役員」と答えた人（3,398 人）の企業等の従業者数 

を性、年齢階級別にみると、男性では、従業者数が「1,000 人以上」の割合が 28.2％と最も高 

く、女性では、「30人未満」の割合が 27.6％と最も高くなっている。（図Ⅰ-3-3） 

 

  図Ⅰ-3-3 世帯員の従業する企業等の従業者数－性・年齢階級別 
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第４章 世帯における医療機関の受診状況 

 

 本章では、集計対象者 8,233 人の世帯員の状況について述べる。 

 

１ 医療費助成の状況[複数回答] 

この１年間に医療費助成を受けたかどうか聞いたところ、「受けている」人は 12.6％、「受けて

いない」人は、85.0％となっている。 

  また、受けている人（1,040 人）に、助成の種類を聞いたところ、「義務教育就学児医療費助成」

の割合が最も高く 36.8％、次いで、「乳幼児医療費助成」が 35.2％となっている。（図Ⅰ-4-1） 

 

図Ⅰ-4-1 医療費助成の有無と種類[複数回答] 

 

35.2 

36.8 

5.9 

4.9 

7.0 

0.8 

5.5 

5.3 

0% 10% 20% 30% 40%

乳幼児医療費助成

義務教育就学児医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

心身障害者(児)医療費助成

難病医療費等助成

Ｂ型・Ｃ型ｳｲﾙｽ肝炎ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ

治療医療費助成

自立支援医療（精神通院医療）

その他

総数(1,040人)

受けて

いる

12.6 

受けて

いない

85.0 

無回答

2.3 

100%

(8,233人)

 

 

 

21年度 

  

受けて

いる

11.8 

受けて

いない

83.2 

無回答

5.0 

100%

(9,353人)

37.0 

36.5 

8.4 

5.6 

5.9 

0.7 

4.4 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40%

乳幼児医療費助成

義務教育就学児医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

心身障害者(児)医療費助成

難病医療費等助成

Ｂ型・Ｃ型ｳｲﾙｽ肝炎ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ

治療医療費助成

自立支援医療（精神通院医療）

その他

総数(1,107人)
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（１）医療費助成の状況[複数回答]－性・年齢階級別 

  

医療費助成の有無を性・年齢階級別にみると、「受けている」人の割合は、0～9 歳が最も高

く 80.1％、次いで 10～19 歳が 40.6％となっている。 

0 歳～9歳の医療費助成の内訳をみると、「乳幼児医療費助成」の割合が最も高く 55.1％、次

いで、「義務教育就学児医療費助成」23.0％が続いている。（表Ⅰ-4-1） 

 

 

 

乳

幼

児

医

療

費

助

成

義

務

教

育

就

学

児

医

療

費

助

成

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

助

成

心

身

障

害

者

(

児

)

医

療

費

助

成

難

病

医

療

費

等

助

成

Ｂ

型

・

Ｃ

型

ｳ

ｲ

ﾙ

ｽ

肝

炎

ｲ

ﾝ

ﾀ

ｰ

ﾌ

ｪ

ﾛ

ﾝ

治

療

医

療

費

助

成

自

立

支

援

医

療

（

精

神

通

院

医

療

）

そ

の

他

100.0 12.6 4.4 4.7 0.7 0.6 0.9 0.1 0.7 0.7 85.0 2.3

(8,233) 

100.0 12.6 4.7 5.0 0.5 0.6 0.8 0.1 0.6 0.4 85.4 2.0

(3,897) 

100.0 12.3 4.1 4.1 1.0 0.7 0.9 0.1 0.7 0.9 85.1 2.6

(4,298) 

100.0 80.1 55.1 23.0 2.0 0.6 - 0.2 - - 15.4 4.5

(664) 

100.0 40.6 - 35.9 3.4 0.3 0.3 - 0.3 0.9 55.5 3.9

(640) 

100.0 3.1 - - 0.3 0.7 0.6 - 1.0 0.6 95.5 1.5

(685) 

100.0 3.5 - - 1.2 0.4 0.2 0.1 0.9 0.7 94.9 1.6

(1,005) 

100.0 3.7 - - 0.8 0.3 0.7 0.1 1.2 0.8 93.4 2.9

(1,309) 

100.0 3.4 - - 0.2 0.4 0.9 - 1.2 0.7 94.7 2.0

(973) 

100.0 4.0 - - - 0.8 1.8 0.2 0.6 0.6 94.6 1.4

(1,177) 

100.0 2.9 - - - 0.5 1.2 0.2 0.2 0.7 95.2 1.9

(1,203) 

100.0 5.1 - - - 2.1 1.9 - 0.4 0.9 92.9 1.9

(567) 

100.0 11.8 4.4 4.3 1.0 0.7 0.7 0.1 0.5 0.5 83.2 5.0

(9,353) 

 ３０～３９歳

男

21年度

女

受

け

て

い

な

い

無

回

答

 ８０歳以上

総

　

数

受

け

て

い

る

総数

性

別

年

齢

階

級

別

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 

医療費助成を「受けている」割合が最も高いのは、0～9歳 

  表Ⅰ-4-1 医療費助成の状況[複数回答]－性・年齢階級別 
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（２）医療費助成の状況[複数回答] 

－身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得状況別 

医療費助成の有無を身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得状況別にみ

ると、「受けている」人の割合が、身体障害者手帳の取得「あり」では36.5％、愛の手帳の取

得「あり」では63.3％、精神障害者保健福祉手帳の取得「あり」では、70.2％と、いずれも総

数の割合（12.6％）よりも高くなっている。（表Ⅰ-4-2） 

 

 

 

乳

幼

児

医

療

費

助

成

義

務

教

育

就

学

児

医

療

費

助

成

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

助

成

心

身

障

害

者

(

児

)

医

療

費

助

成

難

病

医

療

費

等

助

成

Ｂ

型

・

Ｃ

型

ｳ

ｲ

ﾙ

ｽ

肝

炎

ｲ

ﾝ

ﾀ

ｰ

ﾌ

ｪ

ﾛ

ﾝ

治

療

医

療

費

助

成

自

立

支

援

医

療

（

精

神

通

院

医

療

）

そ

の

他

100.0 12.6 4.4 4.7 0.7 0.6 0.9 0.1 0.7 0.7 85.0 2.3

(8,233) 

100.0 36.5 1.6 0.8 - 19.3 12.3 - 2.5 3.3 60.2 3.3

(244) 

100.0 11.9 4.5 4.8 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.6 86.0 2.1

(7,903) 

100.0 63.3 13.3 13.3 - 26.7 6.7 3.3 6.7 3.3 26.7 10.0

(30) 

100.0 12.3 4.3 4.7 0.7 0.5 0.9 0.1 0.7 0.7 85.8 1.8

(7,953) 

100.0 70.2 - - - 4.3 - 2.1 61.7 2.1 25.5 4.3

(47) 

100.0 12.2 4.4 4.7 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 0.7 86.0 1.8

(7,935) 

受

け

て

い

る

受

け

て

い

な

い

無

回

答

精神障害者保健

福祉手帳の

取得別

愛の手帳の

取得別

総

　

数

あり

なし

あり

なし

あり

なし

身体障害者手帳

の取得別

総数

 

表Ⅰ-4-2 医療費助成の状況[複数回答] 

－身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得状況別 
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２ 医療保険の種類 

（１）医療保険の種類－地域別 

  

世帯員の加入している医療保険の種類をみると、「被用者保険加入者」が 50.7％、「国民健康

保険加入者」が 33.1％、「後期高齢者医療制度」が 13.0％となっている。 

内訳をみると、「被用者保険加入者（組合健保）」の割合が 34.0％で最も高く、次いで、「国

民健康保険加入者(区市町村)」の割合が 28.9％となっている。（表Ⅰ-4-3） 

 

  表Ⅰ-4-3 医療保険の種類－地域別 

区

市

町

村

組

合

協

会

け

ん

ぽ

組

合

健

保

共

済

組

合

100.0 33.1 28.9 4.2 50.7 11.2 34.0 5.6 13.0 2.1 1.1

(8,233) 

100.0 33.9 29.6 4.2 48.7 11.8 32.5 4.4 13.7 2.7 1.0

(5,327) 

100.0 35.7 29.6 6.1 49.9 11.2 33.3 5.3 12.0 1.6 0.8

(375) 

100.0 32.8 26.8 6.0 53.5 9.8 41.0 2.7 10.7 1.4 1.6

(634) 

100.0 31.2 29.1 2.1 50.1 14.9 31.3 3.9 15.6 1.2 1.8

(812) 

100.0 33.2 29.2 4.0 50.7 11.9 32.8 6.1 12.5 3.1 0.5

(826) 

100.0 33.4 30.1 3.2 48.0 13.2 28.5 6.3 14.5 3.0 1.1

(1,108) 

100.0 35.6 30.3 5.3 44.8 9.7 31.9 3.2 14.9 3.6 1.1

(944) 

100.0 36.5 32.0 4.5 45.5 10.4 32.6 2.5 13.5 4.5 -

(628) 

100.0 31.7 27.5 4.2 54.4 10.1 36.6 7.7 11.7 1.1 1.1

(2,906) 

100.0 30.7 26.7 4.0 57.2 13.6 34.4 9.2 9.7 1.7 0.7

(404) 

100.0 34.5 30.6 4.0 52.1 8.8 35.6 7.8 11.1 1.2 1.0

(886) 

100.0 29.8 23.8 6.0 59.0 10.2 42.8 6.0 9.6 0.3 1.2

(332) 

100.0 29.6 25.4 4.2 54.6 9.4 36.7 8.5 13.4 0.7 1.6

(670) 

100.0 31.4 27.9 3.6 53.3 10.4 36.3 6.5 13.2 1.1 1.0

(614) 

総数

そ

の

他

無

回

答

被

用

者

保

険

加

入

者

総

　

数

国

民

健

康

保

険

加

入

者

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

区西部　　

区西北部

区東部

区部　計

区中央部　

区南部　　

区西南部　

区東北部　

北多摩北部

市・町・村部　計

西多摩　

南多摩　　

北多摩西部

北多摩南部

加入している保険の種類は、「被用者保険加入者」が 5割、「国民健康保険加入者」が 3割
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（２）医療保険の種類－性・年齢階級別 

  加入している医療保険の種類を性・年齢階級別にみると、男女とも、0歳～59歳までは、「被

用者保険加入者（組合健保）」の割合がそれぞれの年代で最も高くなっている。 

60 代は「国民健康保険加入者(区市町村)」の割合が最も高く、男性 54.7％、女性 64.6％と

なっている。（表Ⅰ-4-4）  
 

  表Ⅰ-4-4 医療保険の種類－性・年齢階級別 

   

区

市

町

村

組

合

協

会

け

ん

ぽ

組

合

健

保

共

済

組

合

100.0 33.1 28.9 4.2 50.7 11.2 34.0 5.6 13.0 2.1 1.1

(8,233) 

100.0 32.5 27.6 4.9 52.6 11.4 35.5 5.7 11.8 2.2 1.0

(3,897) 

100.0 20.6 16.3 4.3 77.2 11.7 54.8 10.8 - 0.3 1.8

(325) 

100.0 24.1 18.8 5.3 72.7 15.0 51.1 6.6 - 1.9 1.3

(319) 

100.0 29.7 23.2 6.5 66.2 15.9 43.2 7.1 - 2.9 1.2

(340) 

100.0 26.6 20.8 5.8 71.6 14.3 51.6 5.8 - 0.4 1.4

(504) 

100.0 29.6 23.1 6.6 67.1 15.0 44.9 7.2 - 2.2 1.1

(641) 

100.0 29.4 24.9 4.4 67.1 14.8 42.8 9.5 - 2.6 0.9

(453) 

100.0 61.1 54.7 6.4 35.4 9.7 22.2 3.5 0.2 3.3 -

(545) 

100.0 42.8 40.7 2.1 9.3 3.2 5.4 0.7 43.9 3.6 0.4

(535) 

100.0 - - - - - - - 97.0 1.3 1.7

(230) 

100.0 33.8 30.2 3.6 48.9 11.0 32.5 5.4 14.2 2.0 1.1

(4,298) 

100.0 24.1 19.1 5.0 73.4 10.7 50.5 12.2 - 0.9 1.6

(319) 

100.0 23.9 17.3 6.5 72.5 10.8 55.2 6.5 - 2.0 1.6

(306) 

100.0 25.6 20.9 4.7 71.8 18.3 46.5 7.0 - 1.7 0.9

(344) 

100.0 25.4 21.4 4.0 73.0 16.0 51.0 6.0 - 0.6 1.0

(500) 

100.0 25.6 22.3 3.3 71.9 15.9 47.9 8.1 - 1.2 1.3

(668) 

100.0 33.3 27.9 5.4 63.1 16.9 36.5 9.6 - 2.9 0.8

(520) 

100.0 67.6 64.6 3.0 28.8 8.4 18.5 1.9 - 2.4 1.3

(632) 

100.0 46.7 44.9 1.8 6.3 2.1 3.4 0.7 43.0 2.8 1.2

(668) 

100.0 - - - - - - - 96.1 3.9 -

(336) 

無

回

答

総

　

数

国

民

健

康

保

険

加

入

者

被

用

者

保

険

加

入

者

 ８０歳以上

 ４０～４９歳

 ８０歳以上

女

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ７０～７９歳

そ

の

他

 １０～１９歳

総数

男

 ０～９歳

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳
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（３）医療保険の加入状況 

  医療保険の加入状況について、加入者本人、家族（被扶養者）の別をみると、「加入者本人」

の割合は、国民健康保険加入者(2,724 人)は、93.9％、国民健康保険以外の加入者 (5,245 人)

は、63.5％となっている。（図Ⅰ-4-2） 

 
 

 図Ⅰ-4-2 医療保険の加入状況 

 

   国民健康保険加入者           

  

93.9 

94.1 

5.7 

5.7 

0.4 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26年度（2,724人）

21年度（3,294人）

家族（被扶養者）加入者本人 無回答

 

 

国民健康保険以外の加入者 

  

63.5 

62.3 

36.1 

37.0 

0.3 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26年度（5,245人）

21年度（5,694人）

家族（被扶養者）加入者本人 無回答

 

   

 

（４）医療保険の種類の変更 

  この１年間に医療保険の種類が変わったかを聞いたところ、「変更あり」と答えた割合は

7.0％、「変更なし」は 92.3％となっている。（図Ⅰ-4-3） 

 

  図Ⅰ-4-3 医療保険の種類の変更 

 

  

7.0 

6.5 

92.3 

92.1 

0.7 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26年度(7,969人)

21年度(8,988人)

変更なし変更あり 無回答
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３ 最初にかかる医療機関の種類とかかりつけ医の有無 

かぜなどのちょっとした体の不調で、まず最初にかかる医療機関を聞いたところ、「近くの診

療所」の割合が最も高く 74.6％、次いで、「地域の病院」15.4％、「都立病院や大学病院などの大

きな病院」4.0％となっている。 

また、「わからない」と回答した人及び「無回答」を除く 7,940 人に、その医療機関がかかり

つけ医かどうか聞いたところ、「はい」と答えた人の割合は、81.2％であった。（図Ⅰ-4-4） 

 

 

 

   

74.6 15.4 

4.0 2.3 2.8 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数（8,233人）

近くの診療所 地域の病院 都立病院や

大学病院などの

大きな病院

わから

ない

無回答その他

 

                  

はい

81.2 

いいえ

17.8 

無回答

0.9 

100%

(7,940人)

 

注） 最初にかかる医療機関の「その他の意見」(計 192 件)としてあげられた主なものは、 

以下のとおりである。 

     ○行かない(46 件) ○会社内病院・診療所(27 件)  ○会社の近く(17 件) ○薬を買う(14 件) 

 

21年度 

   

72.1 16.8 

4.5 2.6 2.4 
1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数（9,353人）

近くの診療所 地域の病院 都立病院や

大学病院などの

大きな病院

わから

ない

無回答その他

 

                

はい

80.0 

いいえ

18.8 

無回答

1.2 

100%

(8,978人)

 

図Ⅰ-4-4 最初にかかる医療機関の種類とかかりつけ医の有無 
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（１）最初にかかる医療機関の種類－性・年齢階級別 

 

 

 

最初にかかる医療機関を性・年齢階級別にみると、男女ともに、0～9歳、10 歳～19 歳の「近

くの診療所」の割合が高く、いずれも 8割を超えている。 

65 歳以上では、「地域の病院」、「都立病院や大学病院などの大きな病院」の割合が、男女と 

もそれぞれ総数の割合（15.4％、4.0％）より高くなっている。（表Ⅰ-4-5） 

 

 

  

総

　

数

近

く

の

診

療

所

地

域

の

病

院

都

立

病

院

や

大

学

病

院

な

ど

の

大

き

な

病

院

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

100.0 74.6 15.4 4.0 2.3 2.8 0.7

(8,233) 

100.0 73.7 15.4 4.4 2.3 3.6 0.6

(3,897) 

100.0 83.7 9.5 3.1 0.3 0.6 2.8

(325) 

100.0 88.1 8.8 0.9 0.3 1.6 0.3

(319) 

100.0 75.9 13.5 2.4 1.8 5.9 0.6

(340) 

100.0 75.4 13.9 2.6 2.0 6.0 0.2

(504) 

100.0 73.3 13.9 3.3 3.7 4.8 0.9

(641) 

100.0 72.2 16.8 3.5 3.5 4.0 -

(453) 

100.0 70.3 16.3 5.9 2.8 4.6 0.2

(545) 

100.0 68.6 20.9 6.9 1.5 1.7 0.4

(535) 

100.0 57.8 25.2 13.0 3.5 - 0.4

(230) 

100.0 75.6 15.4 3.8 2.3 2.1 0.8

(4,298) 

100.0 80.3 13.2 3.4 - 0.3 2.8

(319) 

100.0 84.0 10.1 2.9 1.3 0.7 1.0

(306) 

100.0 73.3 19.2 1.5 3.2 2.6 0.3

(344) 

100.0 80.8 11.2 2.4 1.8 2.6 1.2

(500) 

100.0 80.2 11.1 3.1 2.5 3.0 -

(668) 

100.0 76.2 15.2 2.7 2.5 2.9 0.6

(520) 

100.0 72.8 17.7 4.3 2.4 2.4 0.5

(632) 

100.0 70.1 19.0 5.7 2.4 1.8 1.0

(668) 

100.0 64.3 22.0 7.4 4.8 0.6 0.9

(336) 

(再掲) 100.0 68.5 19.8 6.6 2.7 1.7 0.7

総数６５歳以上 (2,413) 

100.0 67.0 20.3 8.1 2.3 1.9 0.4

(1,042) 

100.0 69.7 19.3 5.5 3.1 1.6 0.9

(1,371) 

100.0 72.1 16.8 4.5 2.6 2.4 1.6

(9,353) 

 男　６５歳以上

 女　６５歳以上

 ７０～７９歳

 ７０～７９歳

 ３０～３９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

21年度

 ８０歳以上

総数

男

女

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ８０歳以上

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ０～９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 

  表Ⅰ-4-5 最初にかかる医療機関の種類－性・年齢階級別 

最初にかかる医療機関が「近くの診療所」の割合が、0～9歳、10 歳～19 歳の年代は、男女 

とも８割を超えている 
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（２）かかりつけ医の有無－性・年齢階級別 

  

最初にかかる医療機関が「かかりつけ医」かどうかについて、性・年齢階級別にみると、「は

い」の割合が、男性 79.3％、女性 82.9％となっている。男性は 30 代が 64.5％、女性は 20代

が 68.9％と最も低くなっている。（図Ⅰ-4-5） 

 

 

  

79.3 

93.6 

85.9 

67.9 

64.5 

71.9 

75.4 

80.7 

90.6 

95.2 

19.8 

4.5 

14.1 

30.8 

34.5 

27.3 

24.4 

18.3 

8.0 

4.4 

0.9 

1.9 

-

1.3 

1.1 

0.8 

0.2 

1.0 

1.3 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計(3,733人)

0～9歳(314人)

10～19歳(313人)

20～29歳(318人)

30～39歳(473人)

40～49歳(604人)

50～59歳(435人)

60～69歳(519人)

70～79歳(524人)

80歳以上(229人)

はい いいえ 無回答
男 性

 

82.9 

90.3 

88.0 

68.9 

73.4 

77.5 

79.9 

83.9 

92.8 

93.7 

16.2 

8.1 

11.6 

30.2 

26.0 

21.5 

19.5 

15.1 

6.3 

5.4 

0.9 

1.6 

0.3 

0.9 

0.6 

1.1 

0.6 

1.0 

0.9 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計(4,172人)

0～9歳(309人)

10～19歳(301人)

20～29歳(334人)

30～39歳(481人)

40～49歳(648人)

50～59歳(502人)

60～69歳(614人)

70～79歳(649人)

80歳以上(331人)

はい いいえ 無回答
女 性

最初にかかる医療機関が「かかりつけ医」である割合は、男性 79％、女性 83％ 

 図Ⅰ-4-5 かかりつけ医の有無－性・年齢階級別 
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４ かかりつけ歯科医の有無 

かかりつけ歯科医を「決めている」人の割合は 70.2％、「特に決めていない」人は 28.8％と、

約 7割の人がかかりつけ歯科医を決めている。（図Ⅰ-4-6） 

 

 

図Ⅰ-4-6 かかりつけ歯科医の有無           

 

 

 

70.2 

68.6 

28.8 

29.9 

1.0 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26年度(8,233人)

21年度(9,353人)

特に決めていな

い

決めている 無回答
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（１）かかりつけ歯科医の有無－性・年齢階級別 

 

かかりつけ歯科医の有無を性・年齢階級別にみると、かかりつけ歯科医を「決めている」割

合は、男性 66.4％、女性 73.7％と女性の方が高くなっている。 

「特に決めていない」の割合が、男性は 20代～30代が高く、4割を超えている。女性は 20代

が高く、4割弱となっている。（図Ⅰ-4-7） 

 

 

  

66.4 

65.5 

73.7 

57.4 

52.8 

59.0 

64.9 

70.1 

81.9 

81.3 

32.8 

32.0 

25.7 

42.1 

46.4 

39.9 

35.1 

29.5 

17.6 

18.3 

0.8 

2.5 

0.6 

0.6 

0.8 

1.1 

-

0.4 

0.6 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(3,897人)

0～9歳(325人)

10～19歳(319人)

20～29歳(340人)

30～39歳(504人)

40～49歳(641人)

50～59歳(453人)

60～69歳(545人)

70～79歳(535人)

80歳以上(230人)

決めている 特に決めていない 無回答
男 性

 

73.7 

62.1 

80.7 

61.3 

63.6 

69.8 

79.2 

80.4 

82.6 

75.6 

25.2 

35.1 

18.0 

38.7 

34.4 

29.8 

19.8 

18.5 

16.8 

23.2 

1.1 

2.8 

1.3 

-

2.0 

0.4 

1.0 

1.1 

0.6 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(4,298人)

0～9歳(319人)

10～19歳(306人)

20～29歳(344人)

30～39歳(500人)

40～49歳(668人)

50～59歳(520人)

60～69歳(632人)

70～79歳(668人)

80歳以上(336人)

決めている 特に決めていない 無回答女 性

「かかりつけ歯科医」を決めている割合は、男性 66％、女性 74％ 

図Ⅰ-4-7 かかりつけ歯科医の有無－性・年齢階級別
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５ 病院・診療所の受診の有無と受診した医療機関数－性・年齢階級別 

過去１年間の病院・診療所の受診の有無について聞いたところ、「受診あり」の割合は 78.3％、 

「受診なし」は 21.3％となっている。 

受診した医療機関の数は、「２～４箇所」が 44.7％と、最も高くなっている。 

性・年齢階級別にみると、65歳以上の「受診あり」の割合は 87.8％、「２～４箇所」の割合が

50.8％と、それぞれ総数の割合（78.3％、44.7％）より高くなっている。(表Ⅰ-4-6) 

 

 

 

１

箇

所

２

～

４

箇

所

５

箇

所

以

上

無

回

答

100.0 78.3 27.5 44.7 1.5 4.5 21.3 0.4

(8,233) 

100.0 74.6 28.3 41.0 1.3 4.0 25.0 0.4

(3,897) 

100.0 94.2 25.8 66.8 0.9 0.6 5.5 0.3

(325) 

100.0 77.1 34.8 40.8 0.9 0.6 22.6 0.3

(319) 

100.0 51.5 21.2 24.1 0.3 5.9 48.2 0.3

(340) 

100.0 63.1 25.0 31.9 0.2 6.0 35.9 1.0

(504) 

100.0 65.2 29.0 30.9 0.8 4.5 34.5 0.3

(641) 

100.0 71.3 26.0 38.9 1.5 4.9 28.5 0.2

(453) 

100.0 79.3 33.8 40.9 0.9 3.7 20.2 0.6

(545) 

100.0 87.9 27.5 52.5 3.2 4.7 12.1 -

(535) 

100.0 94.3 31.7 56.1 4.3 2.2 5.2 0.4

(230) 

100.0 81.6 26.8 48.0 1.7 5.0 18.0 0.4

(4,298) 

100.0 93.4 27.9 62.4 1.9 1.3 5.3 1.3

(319) 

100.0 79.4 30.4 48.0 0.7 0.3 19.9 0.7

(306) 

100.0 73.5 27.3 38.4 0.9 7.0 25.9 0.6

(344) 

100.0 79.4 20.4 50.2 1.8 7.0 20.4 0.2

(500) 

100.0 73.2 24.3 41.8 0.6 6.6 26.2 0.6

(668) 

100.0 78.1 26.0 44.2 1.9 6.0 21.7 0.2

(520) 

100.0 83.5 28.2 47.3 2.2 5.9 16.5 -

(632) 

100.0 88.9 27.5 54.3 2.4 4.6 11.1 -

(668) 

100.0 87.8 33.6 49.1 2.7 2.4 11.9 0.3

(336) 

(再掲) 100.0 87.8 30.2 50.8 2.6 4.1 12.1 0.2

総数６５歳以上 (2,413) 

100.0 87.6 31.0 49.7 3.0 3.9 12.1 0.3

(1,042) 

100.0 87.9 29.6 51.7 2.3 4.2 12.0 0.1

(1,371) 

100.0 80.4 30.7 41.8 1.7 6.1 19.0 0.6

(9,353) 
21年度

 ７０～７９歳

 ８０歳以上

 男　６５歳以上

 女　６５歳以上

 ３０～３９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

女

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ８０歳以上

受

診

あ

り

受

診

な

し

無

回

答

総

　

数

総数

男

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

 

表Ⅰ-4-6 病院・診療所の受診の有無と受診した医療機関数－性・年齢階級別 
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６ 通院頻度－性・年齢階級別 

最近 3 ヶ月の通院頻度を聞いたところ、「月 1 回～2 回程度」の割合が 31.4％と最も高く、次

いで「2か月～3か月に 1回程度」が 18.6％となっている。 

性・年齢階級別にみると、65 歳以上では、「月 1回～2 回程度」の割合が 48.2％で、総数の割

合（31.4％）より高くなっている。(表Ⅰ-4-7) 

 

 

 

週

２

回

以

上

週

1

回

程

度

月

1

回

～

2

回

程

度

2

か

月

～

3

か

月

に

1

回

程

度

最

近

３

か

月

は

通

院

し

て

い

な

い

無

回

答

100.0 78.3 2.3 4.3 31.4 18.6 17.4 4.3 21.3 0.4

(8,233) 

100.0 74.6 1.8 3.8 30.4 17.6 17.2 3.9 25.0 0.4

(3,897) 

100.0 94.2 1.2 7.7 38.5 27.4 18.8 0.6 5.5 0.3

(325) 

100.0 77.1 0.6 2.2 21.0 20.1 32.3 0.9 22.6 0.3

(319) 

100.0 51.5 0.9 1.2 15.3 11.2 16.8 6.2 48.2 0.3

(340) 

100.0 63.1 0.2 2.6 13.1 16.1 25.8 5.4 35.9 1.0

(504) 

100.0 65.2 1.4 2.2 19.7 15.4 22.2 4.4 34.5 0.3

(641) 

100.0 71.3 1.5 3.8 29.6 17.9 13.9 4.6 28.5 0.2

(453) 

100.0 79.3 1.8 4.8 39.4 17.6 11.7 3.9 20.2 0.6

(545) 

100.0 87.9 3.2 3.9 50.1 18.9 7.7 4.1 12.1 -

(535) 

100.0 94.3 7.0 9.1 56.5 14.8 3.9 3.0 5.2 0.4

(230) 

100.0 81.6 2.7 4.8 32.2 19.5 17.6 4.7 18.0 0.4

(4,298) 

100.0 93.4 0.6 6.3 34.8 31.3 19.7 0.6 5.3 1.3

(319) 

100.0 79.4 0.3 3.6 20.6 22.9 31.4 0.7 19.9 0.7

(306) 

100.0 73.5 1.5 2.6 19.5 15.1 28.2 6.7 25.9 0.6

(344) 

100.0 79.4 1.2 4.6 22.8 23.0 21.6 6.2 20.4 0.2

(500) 

100.0 73.2 0.6 2.8 19.8 20.1 24.7 5.2 26.2 0.6

(668) 

100.0 78.1 1.3 4.4 30.4 20.4 15.2 6.3 21.7 0.2

(520) 

100.0 83.5 2.7 4.3 38.6 18.2 13.9 5.9 16.5 -

(632) 

100.0 88.9 7.8 7.0 47.8 15.4 6.3 4.6 11.1 -

(668) 

100.0 87.8 6.8 8.0 52.7 12.8 5.1 2.4 11.9 0.3

(336) 

(再掲) 100.0 87.8 5.0 6.0 48.2 16.1 8.5 4.1 12.1 0.2

総数６５歳以上 (2,413) 

100.0 87.6 3.6 5.1 48.8 17.6 8.7 3.9 12.1 0.3

(1,042) 

100.0 87.9 6.1 6.6 47.7 15.0 8.2 4.2 12.0 0.1

(1,371) 

100.0 80.4 3.4 5.3 30.1 16.3 19.7 5.6 19.0 0.6

(9,353) 
21年度

 男　６５歳以上

 女　６５歳以上

 ７０～７９歳

 ８０歳以上

女

総数

男

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

受

診

あ

り

受

診

な

し

無

回

答

 ８０歳以上

総

　

数

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

 ０～９歳

 １０～１９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

 ６０～６９歳

 

表Ⅰ-4-7 通院頻度－性・年齢階級別 
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７ 入院の有無と入院日数－性・年齢階級別 

過去１年間に病院・診療所の「受診あり」と答えた人(6,443 人)に、入院の有無を聞いたとこ

ろ、「入院あり」の割合が 8.7％、「入院なし」の割合が 88.0％となっている。 

  入院日数は、「1～15 日未満」が 5.3％と、最も高くなっている。 

性・年齢階級別にみると、65 歳以上は、「入院あり」が 13.6％と総数の割合（8.7％）より高

くなっている。(表Ⅰ-4-8) 

 

  

 

1

～

1

5

日

未

満

1

5

～

3

0

日

未

満

3

0

～

4

5

日

未

満

４

5

～

6

0

日

未

満

6

0

～

7

5

日

未

満

7

5

～

9

0

日

未

満

9

0

～
1

0

5

日

未

満

1

0

5

～

1

2

0

日

未

満

1

2

0

日

以

上

無

回

答

100.0 8.7 5.3 1.1 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3 - 0.2 0.8 88.0 3.4

(6,443) 

100.0 9.0 5.6 1.2 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 - 0.2 0.9 87.6 3.4

(2,906) 

100.0 8.5 6.2 0.3 - - - - - - - 2.0 89.9 1.6

(306) 

100.0 1.6 1.2 - - - - - - - - 0.4 97.2 1.2

(246) 

100.0 3.4 2.9 - - - - - - - 0.6 - 89.7 6.9

(175) 

100.0 4.4 3.5 0.3 0.3 - - - 0.3 - - - 89.6 6.0

(318) 

100.0 5.5 3.6 0.5 - 0.2 - - - - 0.2 1.0 91.6 2.9

(418) 

100.0 6.8 5.0 0.3 0.3 0.3 - - 0.3 - 0.3 0.3 88.2 5.0

(323) 

100.0 13.4 8.8 2.3 1.2 - 0.2 - 0.2 - - 0.7 83.6 3.0

(432) 

100.0 14.0 8.1 2.1 1.1 - 0.4 0.2 0.2 - 0.4 1.5 83.0 3.0

(470) 

100.0 19.4 8.8 5.1 1.8 0.5 - - 0.9 - 0.5 1.8 78.3 2.3

(217) 

100.0 8.4 5.0 0.9 0.7 0.2 0.1 0.1 0.4 - 0.3 0.8 88.2 3.4

(3,506) 

100.0 6.4 3.4 0.7 0.7 - - 0.3 0.3 - - 1.0 91.9 1.7

(298) 

100.0 3.7 2.5 0.4 - - - - - - - 0.8 94.7 1.6

(243) 

100.0 9.1 5.9 0.8 - - - - 0.4 - - 2.0 85.0 5.9

(253) 

100.0 12.1 9.8 0.5 0.5 - - - 0.5 - - 0.8 82.9 5.0

(397) 

100.0 5.5 3.9 0.6 0.2 - 0.2 0.2 - - 0.4 - 91.8 2.7

(489) 

100.0 3.4 2.0 0.5 0.2 - - - - - - 0.7 92.6 3.9

(406) 

100.0 6.6 3.6 0.9 0.6 0.4 - - 0.6 - 0.4 0.2 90.3 3.0

(528) 

100.0 10.8 5.6 0.8 1.7 0.2 0.3 - 0.7 - 0.3 1.2 85.2 4.0

(594) 

100.0 19.0 8.5 3.4 2.0 1.4 0.3 0.3 1.0 - 1.0 1.0 79.0 2.0

(295) 

(再掲) 100.0 13.6 7.2 2.2 1.4 0.3 0.2 0.1 0.7 - 0.4 1.1 83.3 3.1

総数６５歳以上 (2,118) 

100.0 15.7 8.7 3.1 1.3 0.1 0.2 0.1 0.4 - 0.3 1.4 81.4 3.0

(913) 

100.0 12.1 6.1 1.5 1.5 0.5 0.2 0.1 0.8 - 0.5 0.9 84.7 3.2

(1,205) 

100.0 8.1 4.5 1.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 1.0 88.6 3.3

(7,518) 
21年度

 男　６５歳以上

 女　６５歳以上

 ８０歳以上

 ７０～７９歳

女

 ８０歳以上

 １０～１９歳

 ４０～４９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 ７０～７９歳

 ４０～４９歳

 ０～９歳

 ５０～５９歳

 ６０～６９歳

 １０～１９歳

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

入

院

あ

り

 ２０～２９歳

 ３０～３９歳

入

院

な

し

無

回

答

総数

男

 ０～９歳

総

　

数

 

表Ⅰ-4-8 入院の有無と入院日数－性・年齢階級別 
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８ 休日・夜間の医療機関の受診の有無と受診の際の交通手段[複数回答] 

過去 1 年間に医療機関を受診したことのある人（6,443 人）のうち、休日・夜間に医療機関を

受診した人は、「休日のみ受診」の割合が 2.9％、「夜間のみ受診」が 3.0％、「休日、夜間ともに

受診」が 1.6％となっており、合わせて 7.5％であった。 

また、受診した人(486 人)に、受診の際の交通手段を聞いたところ、「自家用車」の割合が最も

高く 41.6％、次いで「タクシー」が 21.8％となっている。（図Ⅰ-4-8） 
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９ 休日・夜間の医療機関の受診理由[複数回答] 

休日・夜間に医療機関を受診した人(486 人)に、受診理由を聞いたところ、「緊急性が高いと判

断」の割合が最も高く 53.5％、次いで「翌日まで待つには不安が大きかった」が 36.8％となっ

ている。（図Ⅰ-4-9） 

 

 

 

 

53.5 

36.8 

17.1 

3.7 5.3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

緊

急
性

が

高

い

と

判

断

翌

日
ま

で

待

つ

に

は

不

安
が

大

き

か

っ

た

昼

間
や

平

日

に

都

合

が

つ

か
ず、

夜

間

や

休

日

に

受

診

そ

の
他

無

回
答

総数（486人）

図Ⅰ-4-8 休日・夜間の医療機関の受診の有無と受診の際の交通手段[複数回答] 

図Ⅰ-4-9 休日・夜間の医療機関の受診理由[複数回答] 
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１０ 緊急時の対応[複数回答] 

夜間や休日に自分や家族が急に具合が悪くなったり、ケガをして、どうしていいのか判断に迷

った時どうするか、世帯における対処法を聞いたところ、最も高い割合は、「救急車を呼ぶ」の

56.3％、次いで、「救急医療機関や当番医に電話で相談する」の 34.9％となっている。 

また、「救急相談センター（♯7119）に電話する」は 22.1％であった。（図Ⅰ-4-10） 
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図Ⅰ-4-10 緊急時の対応[複数回答] 
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（１）緊急時の対応[複数回答] 

－世帯類型（18 歳未満の子供がいる世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯)別 

 

緊急時の対応を、世帯類型（18 歳未満の子供がいる世帯）別にみると、18 歳未満の子供が

いる世帯では、「救急医療機関や当番医に電話で相談する」の割合が 55.8％と最も高くなって

いる。   

また、「東京都医療機関案内サービス『ひまわり』に電話する」(12.2％)、「救急相談センタ

ー（＃7119）に電話する」（34.6％）の割合も、それぞれ総数の割合（4.7％、22.1％）より高

くなっている。 

世帯類型(65 歳以上の高齢者がいる世帯)別にみると、65 歳以上の高齢者がいる世帯では、

高齢者のみの世帯、高齢者がいる世帯ともに、「救急車を呼ぶ」の割合が 6 割を超え、総数の

割合（56.3％）より高くなっている。（表Ⅰ-4-9） 

 

表Ⅰ-4-9 緊急時の対応[複数回答] 

－世帯類型（18 歳未満の子供がいる世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯)別 
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る
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急

車

を

呼

ぶ

そ

の

他

無

回

答

100.0 34.9 26.6 13.1 4.7 22.1 24.0 56.3 3.9 2.6

(3,597) 

100.0 55.8 26.7 11.0 12.2 34.6 36.1 36.5 2.7 2.2

(729) 

100.0 29.6 26.5 13.6 2.8 18.9 21.0 61.4 4.2 2.7

(2,867) 

100.0 19.1 29.3 16.9 1.5 13.9 13.1 64.7 4.8 2.9

(1,038) 

100.0 31.7 24.6 19.3 3.0 20.2 22.9 69.1 2.4 1.7

(638) 

100.0 44.6 25.8 9.0 7.0 27.2 30.4 47.5 4.0 2.7

(1,919) 

高齢者のみの世帯

高齢者がいる世帯

総数

世帯類型(18歳

未満の子供が

いる世帯）別

子供がいる世帯

子供がいない世帯　

世帯類型（65歳

以上の高齢者

がいる世帯）別

高齢者がいない世帯
 

18 歳未満の子供がいる世帯では「救急医療機関や当番医に電話で相談する」の割合が高く、56％




