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第 1 章 

調査の概要  
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 （1）調査の目的 

「健康たいとう 21 推進計画（第二次）」（計画期間：平成 25～29 年度）の改定に向け、現

行計画の検証と課題を把握し、改定後の計画の基礎資料とする。 

 （2）調査の方法等 
本調査は、次の 3 種類の調査で実施した。 

①健康づくりと医療に関する区民意識調査 

②健康づくりについての児童・生徒アンケート 

③台東区医療意識調査 

 

  各調査の実施概要は次のとおりである。 

 ①  健康づくりと医療に関する区民意識調査 

対象者 無作為抽出した 20歳以上の区民 

実施方法 郵送配付、郵送回収 

実施期間 平成 29年 4月 21日～5月 6日 

配付数 3,000 人 

回収数 1,469 

回収率 49.0％ 

 

 ② 健康づくりについての児童・生徒アンケート 

対象者 区立小学校 4年生（19校） 区立中学校 1 年生（7校） 

実施方法 学校単位で配付・回収 

実施期間 平成 29年 4月 20日～5月 9日 

対象者数 1,104 人 734人 

回収数 1,039 711 

回収率 94.1％ 96.9％ 

 

 ③台東区医療意識調査 

診療所・病院向け 歯科診療所向け 薬局向け 

対象 区内の診療所・病院 区内の歯科診療所 区内の薬局 

実施方法 郵送配付、郵送・インターネット回収 

実施期間 平成 29年 4月 21日～5月 6日 

対象機関数 195 カ所 229 カ所 137カ所 

回収数 138 177 112 

回収率 70.8％ 77.3％ 81.8％ 
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 （3）報告書の見方 

（1）集計は、小数点第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位までを表示しているため、比率（％） 

の合計が 100％にならない場合がある。 

（2）基数となるべき実数（Ｎ）は、設問に対する回答者数である。 

（3）回答の比率（％）は、その質問の回答者数を基数として算出している。したがって、 

複数回答の設問はすべての比率を合計すると 100％を超える場合がある。 

（4）本文や図表中の選択肢表記は、必要に忚じて語句を短縮・簡略化している。 

（5）本文中の「前回調査」は、平成 24 年度に実施した次の 3 種類の調査である。 

 

① 健康づくりと医療に関する区民意識調査  

対象者 無作為抽出した 20歳以上の区民  

実施方法 郵送配布、郵送回収 

実施期間 平成 24年 7月 11日～7 月 23日 

配付数 2,500 人 

回収数 1,127 

回収率 45.1％ 

②健康づくりについての児童・生徒アンケート 

対象者 区立小学校 4年生（19校） 区立中学校 1年生（7校） 

実施方法 学校単位で配布・回収 

実施期間 平成 24年 7月 3日～7月 17日 

対象者 区立小学校 4年生  区立中学校 1年生  

配付数 1,033 人 790人 

回収数 986 763 

回収率 95.5％ 96.6％ 

③台東区医療意識調査 

対象 区内の診療所・病院 区内の歯科診療所 区内の薬局 

実施方法 郵送配布、郵送回収 

実施期間 平成 24年 7月 11 日～7 月 27日 

対象機関数 218 カ所 237カ所 132カ所 

回収数 148 189 112 

回収率 67.9％ 79.7％ 84.8％ 
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調査結果 
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 1．健康づくりと医療に関する区民意識調査 

 

回答者について 
 

年齢  

「65～74歳」が 21.4％と最も多く、

次いで「40～49歳」が 17.6％となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住歴  

「30年以上」が 46.3％と最も多く、次いで「5 年未満」が 16.8％、「5 年以上 10 年未満」

が 11.3％となっている。 

  

5年未満

16.8%

5年以上10年未満

11.3%

10年以上15年未満

9.4%

15年以上20年未満

6.3%20年以上30年未満

9.0%

30年以上

46.3%

無回答

0.9%

N=1,469

20～29歳

6.9%

30～39歳

15.3%

40～49歳

17.6%

50～59歳

14.2%

60～64歳

7.1%

65～74歳

21.4%

75～84歳

13.8%

85歳以上

3.0%

無回答

0.6%
N=1,469

性別 

「女性」が 55.7％、「男性」が 43.8％

となっている。 

男性

43.8%
女性

55.7%

無回答

0.5%
N=1,469
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25以上

19.6%

18.5以上25未満

67.0%

18.5未満

9.9%

無回答

3.5%

N=1,469

ＢＭＩ  （肥満の判定 ： 体重〔㎏〕／身長〔ｍ〕2） 

ＢＭＩについては、「18.5以上 25未満（普通）」が 67.0％、「25以上（肥満）」が 19.6％、

「18.5未満（やせ）」が 9.9％となっている。 

性別でみると、「25以上（肥満）」が男性は 28.7％で、女性の 12.4％よりも 16.3ポイント

高くなっている。性別・年代別でみると、男性では、40～59歳で「25以上（肥満）」の割合

が他の年代に比べ高くなっている。また、女性では、20～29歳で「18.5未満（やせ）」の割

合が他の年代に比べ高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＢＭＩ ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 年度 24 年度 

ＢＭＩ25 以上の 

男性（20～64 歳） 
30.6％ 29.7％ 

（％） 

　  合計 25以上
18.5以上
25未満

18.5未満 無回答

全体 (N=641) 28.7 65.4 3.6 2.3

20～29歳 (N=47) 23.4 68.1 8.5 0.0

30～39歳 (N=90) 23.3 72.2 4.4 0.0

40～49歳 (N=110) 37.3 59.1 1.8 1.8

50～59歳 (N=97) 38.1 53.6 4.1 4.1

60～64歳 (N=42) 19.0 78.6 0.0 2.4

65～74歳 (N=163) 29.4 66.9 1.8 1.8

75～84歳 (N=82) 20.7 65.9 7.3 6.1

85歳以上 (N=10) 10.0 90.0 0.0 0.0

全体 (N=815) 12.4 68.8 15.1 3.7

20～29歳 (N=54) 1.9 72.2 20.4 5.6

30～39歳 (N=135) 5.2 75.6 16.3 3.0

40～49歳 (N=148) 10.1 70.3 14.9 4.7

50～59歳 (N=112) 11.6 73.2 12.5 2.7

60～64歳 (N=63) 27.0 58.7 14.3 0.0

65～74歳 (N=150) 14.7 70.0 14.7 0.7

75～84歳 (N=120) 16.7 60.0 15.0 8.3

85歳以上 (N=33) 18.2 60.6 15.2 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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健康保険の種類  

「国民健康保険（台東区）」が 35.7％と最も多く、次いで「組合管掌健康保険（健康保険

組合）」が 24.6％、「全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）」が 12.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険の種類が「全国健康保険協会管掌健康保険」、「組合管掌健康保険」、「共済組 

合」の場合、被保険者か被扶養者かをお答えください。 

「被保険者」が 80.1％、「被扶養者」が 16.7％となっている。 

 

 

  

被保険者

80.1%

被扶養者

16.7%

無回答

3.2%
N=593

国民健康保険

（台東区）

35.7%

組合管掌健康保険

（健康保険組合）

24.6%

全国健康保険協会

管掌健康保険（協会けんぽ）

12.2%

後期高齢者医療制度

11.0%

国民健康保険組合

5.4%

共済組合

3.6%

その他

5.6%
無回答

1.9%
N=1,469
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健康である

32.9%

まあまあ

健康である

49.1%

あまり

健康ではない

11.6%

健康ではない

3.9%

無回答

2.6%
N=1,469

（1）健康づくりや医療機関の利用について 
 

問 1 あなたは、ご自身の健康状態をどのように感じていますか。（○は 1 つ）  

自分自身の健康状態については、「まあまあ健康である」が 49.1％と最も多く、次いで「健

康である」が 32.9％、「あまり健康ではない」が 11.6％となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに年代が上がるにつれて「健康である」という回答が尐

なくなる傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【健康状態の評価 ― 性別・年代別】 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計 健康である
まあまあ
健康である

あまり健康
ではない

健康
ではない

無回答

全体 (N=641) 32.4 46.3 13.9 4.2 3.1

20～29歳 (N=47) 46.8 27.7 17.0 6.4 2.1

30～39歳 (N=90) 44.4 44.4 11.1 0.0 0.0

40～49歳 (N=110) 40.0 42.7 14.5 0.0 2.7

50～59歳 (N=97) 37.1 47.4 13.4 2.1 0.0

60～64歳 (N=42) 23.8 52.4 11.9 7.1 4.8

65～74歳 (N=163) 23.3 50.3 13.5 7.4 5.5

75～84歳 (N=82) 19.5 52.4 15.9 8.5 3.7

85歳以上 (N=10) 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0

全体 (N=815) 33.5 51.8 9.4 3.6 1.7

20～29歳 (N=54) 57.4 37.0 3.7 0.0 1.9

30～39歳 (N=135) 43.7 48.9 5.9 0.7 0.7

40～49歳 (N=148) 45.9 42.6 7.4 2.0 2.0

50～59歳 (N=112) 28.6 58.0 7.1 5.4 0.9

60～64歳 (N=63) 22.2 57.1 17.5 3.2 0.0

65～74歳 (N=150) 30.7 57.3 7.3 4.0 0.7

75～84歳 (N=120) 15.0 59.2 14.2 6.7 5.0

85歳以上 (N=33) 15.2 45.5 27.3 9.1 3.0

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 2 あなたは、最近 1 年間に診療所、病院、歯科診療所、薬局などを利用しましたか。利用

した医療機関数を選んでください。（それぞれに○は 1 つ） 

最近 1年間に利用した診療所（クリニック、医院）については、「1か所」が 38.2％と最

も多く、次いで「2か所」が 20.2％、「利用なし」が 14.7％となっている。 

病院については、「1 か所」が 37.6％と最も多く、次いで「利用なし」が 29.4％、「2か所」

が 11.8％となっている。 

歯科診療所については、「1か所」が 56.0％と最も多く、次いで「利用なし」が 24.9％、

「2か所」が 2.5％となっている。 

薬局（処方せんの場合のみ）については、「1 か所」が 38.9％と最も多く、次いで「2か所」

が 23.5％、「利用なし」が 13.1％となっている。 

 

 

  

14.7 

29.4 

24.9 

13.1 

38.2 

37.6 

56.0 

38.9 

20.2 

11.8 

2.5 

23.5 

11.2 

2.0 

0.5 

8.0 

15.7

19.1

16.1

16.5

診療所（クリニック、医院）

（N=1,469）

病院

（N=1,469）

歯科診療所

（N=1,469）

薬局（処方せんの場合のみ）

（N=1,469）

（％）

利用なし １か所 ２か所 ３か所以上 無回答



 台東区 健康づくりと医療に関する区民意識調査 

 

11 

持っている

63.2%

持っていない

36.4%

無回答

0.4%N=1,469

持っている

66.4%

持っていない

33.2%

無回答

0.4%N=1,127

問 3 あなたは、日ごろから健康管理などについて相談でき、病気や体の調子の悪いときなど 

    に受診できる「かかりつけ医（診療所、病院）」をお持ちですか。（○は 1 つ）  

かかりつけ医（診療所、病院）については、「持っている」が 63.2％、「持っていない」が

36.4％となっている。 

経年比較では、「持っている」が 3.2ポイント減となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに年代が上がるにつれて「持っている」という回答が多

くなる傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【かかりつけ医（診療所、病院）の有無 ― 性別・年代別】 

 

  

今回調査 前回調査 

 

（％） 

 合計 持っている
持っていな
い

無回答

全体 (N=641) 60.2 39.3 0.5

20～29歳 (N=47) 38.3 61.7 0.0

30～39歳 (N=90) 36.7 63.3 0.0

40～49歳 (N=110) 47.3 52.7 0.0

50～59歳 (N=97) 56.7 43.3 0.0

60～64歳 (N=42) 59.5 40.5 0.0

65～74歳 (N=163) 75.5 23.3 1.2

75～84歳 (N=82) 89.0 11.0 0.0

85歳以上 (N=10) 70.0 20.0 10.0

全体 (N=815) 65.4 34.4 0.2

20～29歳 (N=54) 50.0 50.0 0.0

30～39歳 (N=135) 44.4 55.6 0.0

40～49歳 (N=148) 56.1 43.9 0.0

50～59歳 (N=112) 59.8 40.2 0.0

60～64歳 (N=63) 63.5 36.5 0.0

65～74歳 (N=150) 78.0 22.0 0.0

75～84歳 (N=120) 90.0 8.3 1.7

85歳以上 (N=33) 93.9 6.1 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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（問 3 で「持っている」とお答えの方） 

問 4 その医師のいる医療機関の種別はどれですか。（○はあてはまるもの全て）  

かかりつけ医（診療所、病院）の種別については、「診療所（クリニック、医院）」が 70.5％、

「病院」が 36.3％となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 85歳以上で「病院」という回答が多くなっている。 

 

 

 

 

 

【かかりつけ医（診療所、病院）の種別 ― 性別・年代別】 

 

 

 

  

70.5 

36.3 

1.1 

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

N=929

診療所（クリニック、医院）

病院

無回答

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
診療所（ク
リニック、医
院）

病院 無回答

全体 (N=386) 68.7 36.5 1.3

20～29歳 (N=18) 66.7 38.9 0.0

30～39歳 (N=33) 78.8 24.2 0.0

40～49歳 (N=52) 78.8 30.8 0.0

50～59歳 (N=55) 76.4 29.1 0.0

60～64歳 (N=25) 68.0 44.0 4.0

65～74歳 (N=123) 61.8 42.3 1.6

75～84歳 (N=73) 65.8 37.0 2.7

85歳以上 (N=7) 42.9 57.1 0.0

全体 (N=533) 72.4 35.8 0.8

20～29歳 (N=27) 81.5 22.2 0.0

30～39歳 (N=60) 75.0 30.0 0.0

40～49歳 (N=83) 78.3 28.9 1.2

50～59歳 (N=67) 77.6 34.3 0.0

60～64歳 (N=40) 77.5 37.5 0.0

65～74歳 (N=117) 71.8 31.6 0.0

75～84歳 (N=108) 68.5 46.3 0.0

85歳以上 (N=31) 41.9 58.1 9.7

■：１位　■：２位

男性

女性



 台東区 健康づくりと医療に関する区民意識調査 

 

13 

13.3 

29.8 

14.0 

51.7 

6.4 

1.7 

0% 20% 40% 60%

N=534

身近にかかりつけ医になってくれる

医療機関が見つからないから

どのようにしてかかりつけ医を

探したらよいかわからないから

かかりつけ医が

必要であるとは思わないから

あまり医療機関を

利用することはないから

その他

無回答

（問 3 で「持っていない」とお答えの方） 

問 5 持っていない理由はどれでしょうか。（○はあてはまるもの全て）  

かかりつけ医（診療所、病院）

を持っていない理由については、

「あまり医療機関を利用するこ

とはないから」が 51.7％と最も多

く、次いで「どのようにしてかか

りつけ医を探したらよいかわか

らないから」が 29.8％、「かかり

つけ医が必要であるとは思わな

いから」が 14.0％となっている。 

性別・年代別でみると、男性の

60～64歳、女性の 50～59歳で「ど

のようにしてかかりつけ医を探

したらよいかわからないから」が

多くなっている。 

 

その他の記入欄には「行っていた所が閉院してしまったから」、「引越して来たばかりだか

ら」、「かかりつけというより、その時の症状で時間、日にちに合った病院を都度見つけてい

る」といった回答があった。 

 

【かかりつけ医（診療所、病院）を持っていない理由 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 合計

身近にか
かりつけ医
になってく
れる医療
機関が見
つからない
から

どのように
してかかり
つけ医を探
したらよい
かわからな
いから

かかりつけ
医が必要
であるとは
思わないか
ら

あまり医療
機関を利
用すること
はないから

その他 無回答

全体 (N=252) 10.7 25.8 17.5 56.7 4.4 0.8

20～29歳 (N=29) 0.0 17.2 27.6 72.4 3.4 0.0

30～39歳 (N=57) 10.5 24.6 17.5 63.2 1.8 0.0

40～49歳 (N=58) 10.3 32.8 20.7 50.0 5.2 0.0

50～59歳 (N=42) 26.2 26.2 9.5 59.5 0.0 2.4

60～64歳 (N=17) 5.9 41.2 0.0 35.3 17.6 0.0

65～74歳 (N=38) 7.9 15.8 21.1 50.0 7.9 2.6

75～84歳 (N=9) 0.0 33.3 22.2 55.6 0.0 0.0

85歳以上 (N=2) 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

全体 (N=280) 15.7 33.2 11.1 47.1 8.2 2.5

20～29歳 (N=27) 14.8 29.6 14.8 44.4 3.7 3.7

30～39歳 (N=75) 16.0 41.3 17.3 42.7 10.7 1.3

40～49歳 (N=65) 10.8 30.8 12.3 43.1 13.8 1.5

50～59歳 (N=45) 24.4 42.2 4.4 42.2 4.4 4.4

60～64歳 (N=23) 13.0 30.4 0.0 56.5 4.3 0.0

65～74歳 (N=33) 21.2 21.2 9.1 60.6 3.0 3.0

75～84歳 (N=10) 0.0 10.0 0.0 80.0 10.0 0.0

85歳以上 (N=2) 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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持っている

69.4%

持っていない

29.4%

無回答

1.2%
N=1,469

問 6 あなたは、むし歯や歯周病などの治療を含め、定期健診や歯石除去・歯みがき指導など

が受けられるかかりつけ歯科医をお持ちですか。（○は 1 つ）  

かかりつけ歯科医については、「持っている」が 69.4％、「持っていない」が 29.4％とな

っている。 

経年比較では、「持っている」が 1.4ポイント増となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 39歳以下で「持っていない」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【かかりつけ歯科医の有無 ― 性別・年代別】 

 

 

   

今回調査 前回調査 

持っている

68.0%

持っていない

31.0%

無回答

1.0%N=1,127

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計 持っている
持っていな
い

無回答

全体 (N=641) 62.4 36.2 1.4

20～29歳 (N=47) 38.3 61.7 0.0

30～39歳 (N=90) 45.6 53.3 1.1

40～49歳 (N=110) 53.6 46.4 0.0

50～59歳 (N=97) 70.1 29.9 0.0

60～64歳 (N=42) 78.6 19.0 2.4

65～74歳 (N=163) 69.9 27.6 2.5

75～84歳 (N=82) 74.4 23.2 2.4

85歳以上 (N=10) 60.0 30.0 10.0

全体 (N=815) 75.0 24.2 0.9

20～29歳 (N=54) 64.8 35.2 0.0

30～39歳 (N=135) 60.7 38.5 0.7

40～49歳 (N=148) 71.6 27.7 0.7

50～59歳 (N=112) 80.4 19.6 0.0

60～64歳 (N=63) 85.7 14.3 0.0

65～74歳 (N=150) 80.0 18.7 1.3

75～84歳 (N=120) 85.0 13.3 1.7

85歳以上 (N=33) 66.7 30.3 3.0

■：１位　■：２位

男性

女性
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（問 6 で「持っていない」とお答えの方） 

問 7 持っていない理由はどれでしょうか。（○はあてはまるもの全て）  

かかりつけ歯科医を持っていない理由については、「あまり歯科医療機関を利用すること

はないから」が 51.6％と最も多く、次いで「どのようにしてかかりつけ歯科医を探したらよ

いかわからないから」が 19.7％、「身近にかかりつけ歯科医になってくれる歯科医が見つか

らないから」が 12.7％となっている。 

性別・年代別でみると、女性の 75～84歳で「どのようにしてかかりつけ歯科医を探した

らよいかわからないから」が多くなっている。 

 

 

 

その他の記入欄には「引越ししたばかりだから」「かかりつけ医にしたいと思う歯科医に出

会えていないから」「先生が歯科医を引退されたので」「入れ歯だから」といった回答があっ

た。 

  

12.7 

19.7 

10.2 

51.6 

12.5 

1.2 

0% 20% 40% 60%

N=432

身近にかかりつけ歯科医になってくれる歯科医が

見つからないから

どのようにしてかかりつけ歯科医を

探したらよいかわからないから

かかりつけ歯科医が

必要であるとは思わないから

あまり歯科医療機関を

利用することはないから

その他

無回答



 

16 

【かかりつけ歯科医を持っていない理由 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 合計

身近にか
かりつけ歯
科医になっ
てくれる歯
科医が見
つからない
から

どのように
してかかり
つけ歯科
医を探した
らよいかわ
からないか
ら

かかりつけ
歯科医が
必要である
とは思わな
いから

あまり歯科
医療機関
を利用する
ことはない
から

その他 無回答

全体 (N=232) 10.3 15.9 12.9 59.9 8.6 0.0

20～29歳 (N=29) 3.4 17.2 13.8 79.3 0.0 0.0

30～39歳 (N=48) 8.3 22.9 8.3 64.6 4.2 0.0

40～49歳 (N=51) 11.8 19.6 27.5 45.1 3.9 0.0

50～59歳 (N=29) 13.8 6.9 3.4 72.4 13.8 0.0

60～64歳 (N=8) 0.0 25.0 0.0 62.5 12.5 0.0

65～74歳 (N=45) 8.9 11.1 11.1 53.3 20.0 0.0

75～84歳 (N=19) 21.1 10.5 10.5 52.6 10.5 0.0

85歳以上 (N=3) 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0

全体 (N=197) 15.2 24.4 7.1 41.6 17.3 2.5

20～29歳 (N=19) 21.1 10.5 10.5 63.2 5.3 0.0

30～39歳 (N=52) 13.5 25.0 11.5 51.9 7.7 0.0

40～49歳 (N=41) 14.6 31.7 2.4 34.1 22.0 0.0

50～59歳 (N=22) 18.2 31.8 4.5 36.4 27.3 0.0

60～64歳 (N=9) 11.1 22.2 11.1 44.4 11.1 0.0

65～74歳 (N=28) 21.4 21.4 10.7 39.3 14.3 3.6

75～84歳 (N=16) 6.3 31.3 0.0 18.8 25.0 18.8

85歳以上 (N=10) 10.0 0.0 0.0 30.0 50.0 10.0

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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持っている

52.4%

持っていない

46.1%

無回答

1.5%
N=1,469

持っている

55.3%

持っていない

44.3%

無回答

0.4%N=1,127

問 8 あなたは、医療機関から交付された処方せんをいつでも持っていくことができ、薬に関す

る疑問や丌安に対し相談できるかかりつけ薬剤師・薬局をお持ちですか。（○は 1 つ）  

かかりつけ薬剤師・薬局については、「持っている」が 52.4％、「持っていない」が 46.1％

となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 59歳以下、女性の 49歳以下で「持っていない」が多くな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【かかりつけ薬剤師・薬局の有無 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 前回調査 

（％） 

 合計 持っている
持っていな
い

無回答

全体 (N=641) 47.3 50.9 1.9

20～29歳 (N=47) 17.0 80.9 2.1

30～39歳 (N=90) 18.9 78.9 2.2

40～49歳 (N=110) 30.9 69.1 0.0

50～59歳 (N=97) 49.5 50.5 0.0

60～64歳 (N=42) 50.0 47.6 2.4

65～74歳 (N=163) 65.6 31.3 3.1

75～84歳 (N=82) 75.6 22.0 2.4

85歳以上 (N=10) 60.0 30.0 10.0

全体 (N=815) 56.3 42.7 1.0

20～29歳 (N=54) 35.2 59.3 5.6

30～39歳 (N=135) 36.3 63.7 0.0

40～49歳 (N=148) 45.9 53.4 0.7

50～59歳 (N=112) 50.9 49.1 0.0

60～64歳 (N=63) 61.9 38.1 0.0

65～74歳 (N=150) 66.7 33.3 0.0

75～84歳 (N=120) 81.7 16.7 1.7

85歳以上 (N=33) 87.9 6.1 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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（問 8 で「持っていない」とお答えの方） 

問 9 持っていない理由はどれでしょうか。（○はあてはまるもの全て）  

かかりつけ薬剤師・薬局を持っていない理由については、「診察した医療機関に忚じて薬

局を変えるから」が 51.1％と最も多く、次いで「薬局を特定する必要を感じないから」が

27.0％、「医療機関が院内処方をしているから」が 10.9％となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 65～84歳で「薬局を特定する必要を感じないから」が多

くなっている。 

 

 

 

その他の記入欄には「ほとんど利用しないため」「インターネットで薬を購入し、対処して

いるから」「かかりつけというより、受診した病院の近くの薬局にしているため」といった回

答があった。 

  

51.1 

10.9 

27.0 

9.9 

10.5 

6.4 

2.5 

0% 20% 40% 60%

N=677

診察した医療機関に応じて薬局を変えるから

医療機関が院内処方をしているから

薬局を特定する必要を感じないから

相談できる薬剤師・薬局がみつからないから

市販の薬を服用して対処するから

その他

無回答
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【かかりつけ薬剤師・薬局を持っていない理由 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 合計

診察した医
療機関に
応じて薬局
を変えるか
ら

医療機関
が院内処
方をしてい
るから

薬局を特
定する必
要を感じな
いから

相談できる
薬剤師・薬
局がみつ
からないか
ら

市販の薬
を服用して
対処するか
ら

その他 無回答

全体 (N=326) 45.4 11.3 33.1 10.1 13.8 5.8 2.1

20～29歳 (N=38) 52.6 5.3 39.5 2.6 18.4 5.3 0.0

30～39歳 (N=71) 52.1 4.2 33.8 7.0 19.7 8.5 0.0

40～49歳 (N=76) 53.9 7.9 35.5 13.2 13.2 0.0 1.3

50～59歳 (N=49) 44.9 12.2 32.7 16.3 8.2 8.2 2.0

60～64歳 (N=20) 45.0 20.0 15.0 15.0 10.0 0.0 5.0

65～74歳 (N=51) 27.5 19.6 33.3 7.8 13.7 7.8 3.9

75～84歳 (N=18) 27.8 16.7 33.3 11.1 5.6 16.7 11.1

85歳以上 (N=3) 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 (N=348) 56.6 10.6 21.0 9.8 7.5 6.9 2.9

20～29歳 (N=32) 71.9 12.5 21.9 0.0 6.3 0.0 3.1

30～39歳 (N=86) 57.0 3.5 24.4 8.1 10.5 8.1 3.5

40～49歳 (N=79) 57.0 7.6 21.5 13.9 10.1 10.1 1.3

50～59歳 (N=55) 63.6 9.1 23.6 12.7 3.6 5.5 0.0

60～64歳 (N=24) 54.2 20.8 8.3 4.2 8.3 4.2 4.2

65～74歳 (N=50) 46.0 16.0 18.0 14.0 4.0 8.0 4.0

75～84歳 (N=20) 45.0 25.0 15.0 5.0 5.0 5.0 10.0

85歳以上 (N=2) 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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希望する

17.2%

希望するが

難しいと思う

39.6%

希望しない

（入院を希望する）

42.1%

無回答

1.2%
N=1,469

問 10 あなたが脳卒中の後遺症や末期がんなどで長期の療養が必要となった場合、あなた 

     は自宅での療養を希望しますか。（○は 1 つ）  

長期療養時の自宅での療養については、「希望しない（入院を希望する）」が 42.1％と最も

多く、次いで「希望するが難しいと思う」が 39.6％、「希望する」が 17.2％となっている。 

経年比較では、「希望するが難しいと思う」という主旨の回答が 9.9 ポイント増となって

いる。 

性別・年代別でみると、男性の 50～59歳、女性の 60～64歳、85歳以上の世代では「希望

しない（入院を希望する）」が半数を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【在宅療養の希望 ― 性別・年代別】 

  

今回調査 前回調査 

そう思う

26.2%

そう思うが実現は

難しいと思う

29.7%

そう思わない

43.0%

無回答

1.1%
N=1,127

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計 希望する
希望するが
難しいと思
う

希望しない
（入院を希
望する）

無回答

全体 (N=641) 18.1 38.2 42.3 1.4

20～29歳 (N=47) 17.0 42.6 40.4 0.0

30～39歳 (N=90) 12.2 52.2 33.3 2.2

40～49歳 (N=110) 20.0 40.0 39.1 0.9

50～59歳 (N=97) 17.5 29.9 52.6 0.0

60～64歳 (N=42) 21.4 33.3 45.2 0.0

65～74歳 (N=163) 17.8 35.0 46.0 1.2

75～84歳 (N=82) 23.2 39.0 36.6 1.2

85歳以上 (N=10) 10.0 20.0 40.0 30.0

（再掲）65歳以上 (N=255) 19.2 35.7 42.7 2.4

全体 (N=815) 16.4 40.2 42.5 0.9

20～29歳 (N=54) 22.2 37.0 40.7 0.0

30～39歳 (N=135) 23.7 43.7 32.6 0.0

40～49歳 (N=148) 12.8 43.2 43.2 0.7

50～59歳 (N=112) 6.3 49.1 44.6 0.0

60～64歳 (N=63) 17.5 28.6 54.0 0.0

65～74歳 (N=150) 18.0 38.7 42.7 0.7

75～84歳 (N=120) 17.5 38.3 41.7 2.5

85歳以上 (N=33) 15.2 24.2 54.5 6.1

（再掲）65歳以上 (N=303) 17.5 37.0 43.6 2.0

■：１位　■：２位

男性

女性
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（問 10 で「希望するが難しいと思う」、「希望しない」とお答えの方） 

問 11 自宅での療養を希望しない、あるいは難しいと思う理由は何ですか。次の中からお考え

に近いものをお選びください。（○は 3 つまで） 

自宅での療養を「希望しない」、または「希望するが難しいと思う」理由については、「家

族に介護などの負担をかけるから」が 63.2％と最も多く、次いで「急に病状が変わったとき

の対忚が不安だから」が 31.3％、「入院していた方がよい治療を受けられると思うから」が

29.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「自宅が 3階で階段しかないから」「子供達がまだ小さい為」「賃貸の

暮らしだから」「1人住まいなので、別に住んでいる家族に負担をかけたくない」「子供がい

なく、70歳以上の夫婦のため」といった回答があった。 

  

28.1 

31.3 

29.3 

4.6 

63.2 

22.7 

19.8 

16.7 

2.8 

0.9 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

N=1,200

自宅でどのような医療や

介護が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

入院していた方が

よい治療を受けられると思うから

訪問してくれる医師

（歯科医師）がいないから

家族に介護などの負担をかけるから

介護してくれる家族がいないから

療養できる部屋やトイレなど

住宅環境が整っていないから

経済的な負担がわからないから

その他

特に理由はない

無回答
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【在宅療養を希望しない、難しいと思う理由 ― 性別・年代別】 

 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計

自宅でどの
ような医療
や介護が
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
が丌安だ
から

入院してい
た方がよい
治療を受
けられると
思うから

訪問してく
れる医師
（歯科医
師）がいな
いから

家族に介
護などの負
担をかける
から

介護してく
れる家族
がいないか
ら

療養できる
部屋やトイ
レなど住宅
環境が
整っていな
いから

経済的な
負担がわ
からないか
ら

その他
特に理由
はない

無回答

全体 (N=516) 27.5 29.5 36.0 4.5 54.5 24.4 18.6 15.3 2.9 1.7 1.7

20～29歳 (N=39) 28.2 35.9 41.0 2.6 53.8 2.6 12.8 25.6 5.1 5.1 5.1

30～39歳 (N=77) 32.5 28.6 31.2 0.0 61.0 23.4 14.3 20.8 1.3 1.3 0.0

40～49歳 (N=87) 28.7 29.9 25.3 4.6 58.6 24.1 18.4 17.2 1.1 1.1 0.0

50～59歳 (N=80) 26.3 30.0 42.5 2.5 51.3 25.0 15.0 10.0 2.5 0.0 1.3

60～64歳 (N=33) 27.3 27.3 36.4 3.0 36.4 42.4 15.2 15.2 9.1 3.0 0.0

65～74歳 (N=132) 23.5 32.6 31.8 6.1 54.5 27.3 22.7 15.2 3.0 3.0 1.5

75～84歳 (N=62) 29.0 21.0 51.6 11.3 56.5 24.2 24.2 8.1 3.2 0.0 4.8

85歳以上 (N=6) 33.3 16.7 66.7 0.0 33.3 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7

（再掲）65歳以上 (N=200) 25.5 28.5 39.0 7.5 54.5 26.0 23.5 12.5 3.0 2.0 3.0

全体 (N=674) 28.6 33.1 24.2 4.6 70.2 21.2 20.9 17.7 2.8 0.3 1.6

20～29歳 (N=42) 35.7 45.2 31.0 2.4 76.2 4.8 11.9 19.0 0.0 0.0 2.4

30～39歳 (N=103) 37.9 46.6 22.3 2.9 80.6 11.7 23.3 18.4 1.0 0.0 0.0

40～49歳 (N=128) 25.8 32.8 17.2 3.1 73.4 18.8 21.9 22.7 3.9 0.0 0.8

50～59歳 (N=105) 26.7 19.0 19.0 5.7 77.1 21.9 21.9 24.8 4.8 1.0 1.0

60～64歳 (N=52) 25.0 28.8 40.4 7.7 71.2 21.2 28.8 11.5 0.0 1.9 3.8

65～74歳 (N=122) 28.7 32.8 23.8 2.5 70.5 23.8 25.4 13.9 2.5 0.0 2.5

75～84歳 (N=96) 22.9 30.2 26.0 8.3 53.1 36.5 13.5 12.5 5.2 0.0 2.1

85歳以上 (N=26) 30.8 38.5 38.5 7.7 34.6 26.9 7.7 7.7 0.0 0.0 3.8

（再掲）65歳以上 (N=244) 26.6 32.4 26.2 5.3 59.8 29.1 18.9 12.7 3.3 0.0 2.5

■：１位　■：２位

男性

女性
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できるだけ本人の

希望をかなえたい

42.2%

できるだけ本人の

希望をかなえたいが、

実現は難しいと思う

37.7%

できるだけ自宅での

療養はさせたくない

3.9%

現在、家族が

自宅で療養している

1.0%

わからない

6.1%

その他

3.2% 無回答

5.8%

N=1,469

問 12 あなたの家族が病気などで長期の療養が必要となり、自宅での療養を希望した場合、

どのようにしようと思いますか。（○は 1 つ）  

家族が自宅での長期療養を希望した場合については、「できるだけ本人の希望をかなえた

い」が 42.2％と最も多く、次いで「できるだけ本人の希望をかなえたいが、実現は難しいと

思う」が 37.7％、「わからない」が 6.1％となっている。 

居住歴別にみると、「30年以上」では、「できるだけ本人の希望をかなえたいが、実現は難

しいと思う」が多くなっている。 

性別でみると、男性では、「できるだけ本人の希望をかなえたい」、女性では、「できるだ

け本人の希望をかなえたいが、実現は難しいと思う」が多くなっている。 
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【家族の在宅療養の希望への対応 ― 居住歴別】 

 

 

【家族の在宅療養の希望への対応 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 合計

できるだけ
本人の希
望をかなえ
たい

できるだけ
本人の希
望をかなえ
たいが、実
現は難しい
と思う

できるだけ
自宅での
療養はさせ
たくない

現在、家族
が自宅で
療養してい
る

わからない その他 無回答

全体 (N=1,456) 42.2 37.8 4.0 1.0 6.1 3.2 5.6

5年未満 (N=247) 53.0 32.8 4.0 0.0 4.9 2.0 3.2

5年以上10年未満 (N=166) 41.6 39.8 6.0 2.4 5.4 2.4 2.4

10年以上15年未満 (N=138) 44.9 34.8 2.2 0.7 5.1 4.3 8.0

15年以上20年未満 (N=93) 40.9 36.6 2.2 0.0 8.6 5.4 6.5

20年以上30年未満 (N=132) 42.4 37.1 1.5 0.0 9.1 3.8 6.1

30年以上 (N=680) 38.1 40.1 4.6 1.3 6.0 3.2 6.6

■：１位　■：２位

 合計

できるだけ
本人の希
望をかなえ
たい

できるだけ
本人の希
望をかなえ
たいが、実
現は難しい
と思う

できるだけ
自宅での
療養はさせ
たくない

現在、家族
が自宅で
療養してい
る

わからない その他 無回答

全体 (N=641) 44.1 33.1 3.6 0.5 7.6 3.9 7.2

20～29歳 (N=47) 61.7 25.5 0.0 0.0 8.5 0.0 4.3

30～39歳 (N=90) 54.4 27.8 4.4 1.1 5.6 0.0 6.7

40～49歳 (N=110) 53.6 34.5 2.7 0.0 6.4 1.8 0.9

50～59歳 (N=97) 47.4 32.0 3.1 1.0 9.3 4.1 3.1

60～64歳 (N=42) 38.1 33.3 2.4 0.0 9.5 4.8 11.9

65～74歳 (N=163) 36.2 31.9 3.1 0.6 9.8 6.7 11.7

75～84歳 (N=82) 25.6 43.9 8.5 0.0 3.7 6.1 12.2

85歳以上 (N=10) 40.0 40.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0

全体 (N=815) 40.4 41.6 4.3 1.5 5.0 2.7 4.5

20～29歳 (N=54) 42.6 50.0 3.7 1.9 1.9 0.0 0.0

30～39歳 (N=135) 57.8 34.8 6.7 0.0 0.0 0.0 0.7

40～49歳 (N=148) 44.6 43.2 2.7 2.0 4.1 1.4 2.0

50～59歳 (N=112) 31.3 52.7 5.4 0.9 6.3 1.8 1.8

60～64歳 (N=63) 34.9 47.6 6.3 0.0 6.3 0.0 4.8

65～74歳 (N=150) 40.7 42.0 2.0 3.3 5.3 2.7 4.0

75～84歳 (N=120) 27.5 37.5 3.3 1.7 8.3 10.0 11.7

85歳以上 (N=33) 33.3 12.1 9.1 0.0 15.2 6.1 24.2

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

※家族の在宅療養希望の設問で無回答のものを除く 
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（問 12 で「できるだけ本人の希望をかなえたいが、実現は難しいと思う」、「できるだけ自宅での

療養はさせたくない」とお答えの方） 

問 13 その理由について、次の中からお考えに近いものをお選びください。（○は 3 つまで）  

家族が自宅での長期療養を希望した場合に「実現は難しい」、「自宅での療養はさせたくな

い」と思う理由については、「急に病状が変わった時の対忚が不安だから」が 45.4％と最も

多く、次いで「入院していた方がよい治療を受けられると思うから」が 38.7％、「介護は体

力的に難しいから」が 35.8％となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 49歳以下では「急に病状が変わった時の対忚が不安

だから」が多い傾向がみられる。 

また、男性の 65歳以上では「入院していた方がよい治療を受けられると思うから」が、

女性の 65歳以上では「介護は体力的に難しいから」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「自分が高齢者のため」「仕事のため」「自分以外に面倒を見られる人

間がいない」といった回答があった。 

  

25.8 

45.4 

38.7 

27.0 

35.8 

24.8 

25.7 

15.7 

5.1 

0.5 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=612

自宅でどのような医療や

介護が受けられるかわからないから

急に病状が変わった時の

対応が不安だから

入院していた方が

よい治療を受けられると思うから

自分に医療や介護の

知識が無く不安だから

介護は体力的に難しいから

自分の生活ができなくなるから

療養できる部屋やトイレなど

住宅環境が整っていないから

経済的な負担がわからないから

その他

特に理由はない

無回答
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【家族の在宅療養を難しい、させたくないと思う理由 ― 性別・年代別】 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計

自宅でどの
ような医療
や介護が
受けられる
かわからな
いから

急に病状
が変わった
時の対応
が丌安だ
から

入院してい
た方がよい
治療を受
けられると
思うから

自分に医
療や介護
の知識が
無く丌安だ
から

介護は体
力的に難し
いから

自分の生
活ができな
くなるから

療養できる
部屋やトイ
レなど住宅
環境が
整っていな
いから

経済的な
負担がわ
からないか
ら

その他
特に理由
はない

無回答

全体 (N=235) 28.5 43.4 47.7 26.0 23.4 25.5 25.1 13.6 3.0 1.3 0.9

20～29歳 (N=12) 41.7 58.3 41.7 41.7 0.0 41.7 16.7 25.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=29) 41.4 51.7 37.9 31.0 24.1 41.4 17.2 13.8 3.4 0.0 0.0

40～49歳 (N=41) 19.5 43.9 41.5 31.7 19.5 46.3 19.5 24.4 2.4 0.0 0.0

50～59歳 (N=34) 32.4 55.9 50.0 20.6 11.8 17.6 35.3 11.8 11.8 0.0 0.0

60～64歳 (N=15) 46.7 26.7 33.3 13.3 20.0 13.3 20.0 13.3 6.7 6.7 0.0

65～74歳 (N=57) 21.1 42.1 49.1 22.8 29.8 14.0 35.1 10.5 0.0 3.5 0.0

75～84歳 (N=43) 25.6 34.9 58.1 27.9 34.9 18.6 18.6 7.0 0.0 0.0 4.7

85歳以上 (N=4) 25.0 0.0 100.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 (N=374) 23.8 47.1 33.2 27.5 43.9 24.1 26.2 17.1 6.4 0.0 1.1

20～29歳 (N=29) 20.7 62.1 24.1 48.3 34.5 44.8 24.1 17.2 3.4 0.0 0.0

30～39歳 (N=56) 16.1 46.4 35.7 32.1 30.4 42.9 21.4 23.2 12.5 0.0 0.0

40～49歳 (N=68) 23.5 54.4 26.5 20.6 27.9 30.9 25.0 20.6 7.4 0.0 0.0

50～59歳 (N=65) 33.8 33.8 33.8 20.0 41.5 23.1 35.4 15.4 10.8 0.0 1.5

60～64歳 (N=34) 23.5 52.9 50.0 14.7 50.0 20.6 29.4 8.8 0.0 0.0 2.9

65～74歳 (N=66) 24.2 43.9 33.3 33.3 57.6 10.6 30.3 15.2 3.0 0.0 3.0

75～84歳 (N=49) 20.4 46.9 32.7 32.7 63.3 4.1 16.3 18.4 4.1 0.0 0.0

85歳以上 (N=7) 28.6 42.9 28.6 14.3 71.4 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 14 もしもあなたが病気などで人生の最期を迎えることになった場合、どこで過ごしたいと思

いますか。（○は 1 つ）  

人生の最期を迎える時に過ごしたい場所については、「自宅」が 37.8％と最も多く、次い

で「病院などの医療施設」が 31.4％、「高齢者向けのケア付き住まいや施設」が 9.6％とな

っている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 49歳以下で「自宅」が多く、65歳以上で「病院など

の医療施設」が多くなっている。 

 

 

 

その他の記入欄には「ホスピス」「配偶者が生きて元気であれば自宅。そうでなければ病院」

「特に希望はない」「実家」「その時の状況によって違うと思う」といった回答があった。 

  

自宅

37.8%

病院などの

医療施設

31.4%

高齢者向けの

ケア付き住まいや施設

9.6%

子供の家

0.7%

兄弟姉妹など

親族の家

0.4%

その他

2.8%

わからない

15.9%

無回答

1.4%

N=1,469
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【人生の最期を迎える時に過ごしたい場所 ― 性別・年代別】 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
病院などの
医療施設

自 宅

高齢者向
けのケア付
き住まいや
施設

子供の家
兄弟姉妹
など親族の
家

その他 わからない 無回答

全体 (N=641) 29.8 41.3 8.0 0.8 0.2 2.7 16.1 1.2

20～29歳 (N=47) 17.0 57.4 0.0 0.0 0.0 6.4 19.1 0.0

30～39歳 (N=90) 15.6 53.3 4.4 1.1 1.1 2.2 21.1 1.1

40～49歳 (N=110) 18.2 52.7 6.4 0.9 0.0 2.7 18.2 0.9

50～59歳 (N=97) 30.9 30.9 8.2 2.1 0.0 6.2 20.6 1.0

60～64歳 (N=42) 33.3 26.2 14.3 2.4 0.0 4.8 19.0 0.0

65～74歳 (N=163) 40.5 35.6 11.0 0.0 0.0 0.6 11.0 1.2

75～84歳 (N=82) 41.5 37.8 9.8 0.0 0.0 0.0 7.3 3.7

85歳以上 (N=10) 50.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0

全体 (N=815) 32.9 34.8 10.9 0.5 0.6 2.9 16.0 1.3

20～29歳 (N=54) 18.5 46.3 9.3 0.0 1.9 1.9 22.2 0.0

30～39歳 (N=135) 20.0 47.4 5.9 1.5 2.2 3.7 19.3 0.0

40～49歳 (N=148) 25.7 32.4 14.2 0.0 0.7 6.1 20.9 0.0

50～59歳 (N=112) 30.4 29.5 11.6 0.9 0.0 3.6 23.2 0.9

60～64歳 (N=63) 31.7 38.1 9.5 1.6 0.0 0.0 19.0 0.0

65～74歳 (N=150) 44.7 27.3 16.0 0.0 0.0 2.7 6.7 2.7

75～84歳 (N=120) 45.8 33.3 10.0 0.0 0.0 0.8 7.5 2.5

85歳以上 (N=33) 51.5 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 9.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 15 台東区では、区立台東病院内に在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養 

     支援援窓口」を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ）  

「在宅療養支援窓口」の設置については、「知らない」が 86.7％、「知っている」が 11.7％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【在宅療養支援窓口の認知度 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

知っている

11.7%

知らない

86.7%

無回答

1.6%N=1,469

 合計 知っている 知らない 無回答

全体 (N=641) 11.5 86.7 1.7

20～29歳 (N=47) 4.3 93.6 2.1

30～39歳 (N=90) 5.6 92.2 2.2

40～49歳 (N=110) 4.5 95.5 0.0

50～59歳 (N=97) 10.3 87.6 2.1

60～64歳 (N=42) 9.5 90.5 0.0

65～74歳 (N=163) 14.1 84.0 1.8

75～84歳 (N=82) 28.0 68.3 3.7

85歳以上 (N=10) 20.0 80.0 0.0

全体 (N=815) 11.7 87.1 1.2

20～29歳 (N=54) 1.9 98.1 0.0

30～39歳 (N=135) 4.4 95.6 0.0

40～49歳 (N=148) 6.8 93.2 0.0

50～59歳 (N=112) 11.6 87.5 0.9

60～64歳 (N=63) 11.1 88.9 0.0

65～74歳 (N=150) 22.0 75.3 2.7

75～84歳 (N=120) 17.5 80.0 2.5

85歳以上 (N=33) 12.1 81.8 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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職場の健康診断

30.7%

台東区の無料健康診断

（総合健診、区民健診）

29.0%

健康保険組合などの

健康診断

9.4%

自費での健康診断

6.7%

学校で実施している

健康診断

0.9%

その他

3.0%

受診していない

19.5%

無回答

0.8%
N=1,469

（2）健康診断について 
 

問 16 あなたは、過去 1 年間に健康診断をどこで受診しましたか。（○は 1 つ）  

健康診断をどこで受診したかについては、「職場の健康診断」が 30.7％と最も多く、次い

で「台東区の無料健康診断（総合健診、区民健診）」が 29.0％、「健康保険組合などの健康診

断」が 9.4％となっている。 

経年比較では、「職場の健康診断」が 7ポイント増となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 59歳以下で「職場の健康診断」が多く、60歳以上で

「台東区の無料健康診断（総合健診、区民健診）」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「老健の施設内」「人間ドック」「訪問診療医による血液検査」といっ

た回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場の

健康診断

23.7%

台東区の

無料健康診断

29.5%
健康保険組合などの健康診断

10.3%

自費での健康診断

8.0%

学校で実施している

健康診断

1.8%

その他

1.7%

受診していない

23.7%

無回答

1.4%
N=1,127

今回調査 

前回調査 
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【過去１年間の健康診断の受診先 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

  

 合計
職場の健
康診断

学校で実
施している
健康診断

自費での
健康診断

健康保険
組合などの
健康診断

台東区の
無料健康
診断（総合
健診、区民
健診）

その他
受診してい
ない

無回答

全体 (N=641) 35.4 0.9 7.8 8.1 26.2 3.1 17.8 0.6

20～29歳 (N=47) 61.7 12.8 4.3 0.0 0.0 2.1 19.1 0.0

30～39歳 (N=90) 66.7 0.0 3.3 7.8 2.2 0.0 20.0 0.0

40～49歳 (N=110) 60.9 0.0 4.5 9.1 10.9 1.8 12.7 0.0

50～59歳 (N=97) 38.1 0.0 10.3 14.4 20.6 3.1 13.4 0.0

60～64歳 (N=42) 31.0 0.0 7.1 9.5 31.0 2.4 16.7 2.4

65～74歳 (N=163) 12.9 0.0 11.7 9.8 33.7 6.7 25.2 0.0

75～84歳 (N=82) 0.0 0.0 8.5 1.2 74.4 1.2 11.0 3.7

85歳以上 (N=10) 0.0 0.0 10.0 0.0 50.0 10.0 30.0 0.0

全体 (N=815) 27.4 0.9 5.6 10.3 31.0 2.9 21.0 0.9

20～29歳 (N=54) 51.9 13.0 5.6 3.7 0.0 0.0 25.9 0.0

30～39歳 (N=135) 55.6 0.0 2.2 4.4 5.9 1.5 29.6 0.7

40～49歳 (N=148) 40.5 0.0 8.8 20.9 11.5 2.0 16.2 0.0

50～59歳 (N=112) 35.7 0.0 3.6 20.5 15.2 2.7 22.3 0.0

60～64歳 (N=63) 14.3 0.0 4.8 11.1 38.1 4.8 27.0 0.0

65～74歳 (N=150) 7.3 0.0 6.0 7.3 57.3 0.7 20.7 0.7

75～84歳 (N=120) 0.0 0.0 8.3 2.5 70.8 5.8 10.0 2.5

85歳以上 (N=33) 0.0 0.0 3.0 3.0 48.5 15.2 24.2 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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（問 16 で「受診していない」とお答えの方） 

問 17 過去 1 年間に健康診断を受診していない理由をお聞かせください。（○は 1 つ）  

健康診断を受診していない理由については、「定期的に通院して検査等をしている」が

26.1％と最も多く、次いで「健康診断を受ける時間がない」が 15.0％、「具合が悪かったら

医療機関にかかるので、健康診断は必要ない」が 13.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「経済的にあまり余裕がない。異常が見つかったら嫌だなとも思う」「育

児で忙しくて行ってない」「行こうと思っているがつい後回しになってしまう」といった回答

があった。 

  

定期的に通院して

検査等をしている

26.1%

健康診断を

受ける時間がない

15.0%

具合が悪かったら

医療機関にかかるので、

健康診断は必要ない

13.2%

今は、体について

心配なところがない

12.9%

どこの医療機関で

健康診断を受けたらよいか

わからない

9.4%

予約などの手続きが

面倒である

8.0%

健診の結果、異常が

みつかると不安である

6.3%

その他

8.4%

無回答

0.7%

N=287
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【過去１年間に健康診断を受診していない理由 ― 性別・年代別】 

 

  

 合計
健康診断
を受ける時
間がない

定期的に
通院して検
査等をして
いる

どこの医療
機関で健
康診断を
受けたらよ
いかわから
ない

今は、体に
ついて心配
なところが
ない

予約などの
手続きが
面倒である

健診の結
果、異常が
みつかると
丌安である

具合が悪
かったら医
療機関に
かかるの
で、健康診
断は必要
ない

その他 無回答

全体 (N=114) 14.9 26.3 11.4 14.9 7.0 5.3 14.0 6.1 0.0

20～29歳 (N=9) 22.2 22.2 44.4 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=18) 16.7 0.0 33.3 16.7 11.1 5.6 11.1 5.6 0.0

40～49歳 (N=14) 7.1 28.6 7.1 21.4 21.4 0.0 14.3 0.0 0.0

50～59歳 (N=13) 46.2 15.4 0.0 15.4 7.7 0.0 7.7 7.7 0.0

60～64歳 (N=7) 42.9 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 28.6 0.0 0.0

65～74歳 (N=41) 4.9 43.9 2.4 14.6 0.0 7.3 14.6 12.2 0.0

75～84歳 (N=9) 0.0 33.3 0.0 11.1 11.1 11.1 33.3 0.0 0.0

85歳以上 (N=3) 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 (N=171) 15.2 26.3 8.2 11.7 8.8 7.0 11.7 9.9 1.2

20～29歳 (N=14) 14.3 0.0 14.3 21.4 21.4 0.0 14.3 14.3 0.0

30～39歳 (N=40) 22.5 7.5 22.5 10.0 5.0 2.5 10.0 20.0 0.0

40～49歳 (N=24) 29.2 12.5 8.3 0.0 20.8 12.5 4.2 12.5 0.0

50～59歳 (N=25) 8.0 32.0 4.0 4.0 12.0 16.0 16.0 8.0 0.0

60～64歳 (N=17) 5.9 58.8 0.0 11.8 11.8 0.0 11.8 0.0 0.0

65～74歳 (N=31) 16.1 32.3 0.0 22.6 0.0 9.7 12.9 6.5 0.0

75～84歳 (N=12) 0.0 41.7 0.0 25.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7

85歳以上 (N=8) 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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（40 歳以上 74 歳以下の方で、この 1 年間に特定健康診査※を受診した方） 

問 18 あなたは、メタボリックシンドローム※と診断されましたか。（○は 1 つ） 

メタボリックシンドロームの診断については、「いいえ」が 65.7％と最も多く、次いで「予

備群といわれた」が 14.5％、「はい」が 9.5％となっている。 

性別・年代別でみると、他の年代と比較して「はい」が多くなっているのは、男性の 50

～59歳となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【メタボリックシンドロームの診断 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定健康診査とは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診

査のことで、台東区の特定健康診査は総合健診という名称です。 

今回調査 前回調査 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

はい

9.9%

予備群と

いわれた

13.4%

いいえ

65.9%

無回答

10.8%

N=536
はい

9.5%

予備群と

いわれた

14.5%

いいえ

65.7%

無回答

10.4%

N=685

 合計 はい
予備群と
いわれた

いいえ 丌明

全体 (N=319) 17.9 18.5 56.4 7.2

40～49歳 (N=94) 19.1 19.1 56.4 5.3

50～59歳 (N=81) 27.2 21.0 50.6 1.2

60～64歳 (N=33) 21.2 3.0 54.5 21.2

65～74歳 (N=111) 9.0 20.7 61.3 9.0

全体 (N=365) 2.2 11.0 73.7 13.2

40～49歳 (N=121) 1.7 9.1 77.7 11.6

50～59歳 (N=84) 1.2 9.5 83.3 6.0

60～64歳 (N=43) 4.7 16.3 65.1 14.0

65～74歳 (N=117) 2.6 12.0 65.8 19.7

■：１位　■：２位

女性

男性
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受けた

32.0%

まだ受けて

いない

48.0%

これから

受ける予定

4.0%

これからも

受ける気はない

10.7%

無回答

5.3%

N=125

（問 18 で「1 はい」、「2 予備群といわれた」を選んだ方） 

問 19 特定保健指導※を受けましたか。（○は 1 つ） 

特定保健指導については、「まだ受けていない」が 43.9％と最も多く、次いで「受けた」

が 30.5％、「これからも受ける気はない」が 18.3％となっている。 

経年比較では、「受けた」が 1.5ポイント減、「これからも受ける気はない」が 7.6ポイン

ト増となっている。 

性別でみると、「これからも受ける気はない」は男性が 19.0％で、女性の 16.7％よりも 2.3

ポイント多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定保健指導の受診状況 ― 性別】 

  

 

 

 

 

 

 

※特定保健指導とは、特定健康診査の結果、腹囲や BMIの値が一定の基準を超えている

方に対して行う、生活習慣病等の予防と生活習慣の改善を目的とした専門家による面

接指導のことです。 

 

 

 

今回調査 前回調査 

（％） 

※性別の設問で無回答のものを除く 

受けた

30.5%

まだ受けていない

43.9%

これから

受ける予定

5.5%

これからも

受ける気はない

18.3%

無回答

1.8%

N=164

 合計 受けた
まだ受けて
いない

これから
受ける予定

これからも
受ける気は
ない

無回答

男性 (N=116) 33.6 38.8 6.0 19.0 2.6

女性 (N=48) 22.9 56.3 4.2 16.7 0.0

■：１位　■：２位
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（問 19 で「これからも受ける気はない」とお答えの方） 

問 20 特定保健指導をこれからも受ける気はない理由をお聞かせください。（○は 1 つ） 

特定保健指導を「これからも受ける気はない」と答えた理由については、「定期的に通院

している」が 11件で最も多く、次いで「自分で食生活改善や運動をしている、またはこれ

から始める」が 8件、「自分の生活習慣について他人に干渉されたくない」が 5件となって

いる。 

 

選択肢 件数 

定期的に通院している 11 

自分で食生活改善や運動をしている、またはこれから始める 8 

自分の生活習慣について他人に干渉されたくない 5 

心配なところがないので改善しようと思わない 2 

生活習慣の改善を考えたり取り組む時間がない 2 

申込みの手続きが面倒である 1 

特定保健指導が何かわからない 0 

面接の日程があわない 0 

過去に受けたことがあるから必要ない 0 

その他 1 

無回答 0 

全 体 30 
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問 21 あなたは過去 1 年間に次の検診をどこで受診されましたか。 

【歯科健診】 

「自費の健診」が 39.1％、「台東区が実施する健診」が 11.4％、「職場の健診」が 3.2％とな

っている。 

性別でみると、男性は、「受診していない」、女性は、「自費の健診」が多くなっている。 

【胃がん検診（胃エックス線検査または胃内視鏡検査）】 

「職場の健診」が 15.1％、「自費の健診」が 13.3％、「台東区が実施する健診」が 7.9％とな

っている。 

性別・年代別でみると、受診先では、男性の 64歳以下と女性の 49 歳以下で「職場の健診」

が多くなっている。 

【肺がん検診（胸部エックス線検査※喫煙者は喀痰検査も含む）】 

「職場の健診」が 18.9％、「台東区が実施する健診」が 14.0％、「自費の健診」が 7.8％とな

っている。 

性別・年代別でみると、受診先は、男女とも 64歳以下で「職場の健診」、65～84歳で「台

東区が実施する健診」が多くなっている。 

【大腸がん検診（便潜血反応検査）】 

「台東区が実施する健診」が 18.8％、「職場の健診」が 17.1％、「自費の健診」が 10.7％と

なっている。 

性別・年代別でみると、受診先は、男女とも 59歳以下で「職場の健診」、60～84歳で「台

東区が実施する健診」が多くなっている。 

【乳がん検診（マンモグラフィー） ※過去 2 年間について】 

「台東区が実施する健診」が 19.8％、「職場の健診」が 13.1％、「自費の健診」が 9.3％とな

っている。 

年代別でみると、受診先は、49歳以下で「職場の健診」、50歳以上で「台東区が実施する

健診」が多くなっている。 

【子宮頸がん検診 ※過去 2 年間について】 

「台東区が実施する健診」が 24.0％、「職場の健診」が 13.6％、「自費の健診」が 11.4％

となっている。 

年代別でみると、受診先は、50歳以上で「台東区が実施する健診」が多く、49歳以下で

は、「台東区が実施する健診」と「職場の健診」の割合が同程度となっている。 
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各がん検診の受診先については、胃がん検診及び肺がん検診は、「職場の健診」の割合が最

も高く、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診では、「台東区が実施する健診」の割合

が最も高かった。 

 

前回調査との比較 

経年比較では、歯科健診で「自費の健診」が 5.5ポイント増、乳がん検診で「台東区が実施

する健診」が 7.9ポイント増、子宮頸がん検診で「台東区が実施する健診」が 12.3ポイント

増となっている。  

11.4 

13.7 

7.9 

6.1 

14.0 

13.2 

18.8 

16.6 

19.8 

11.9 

24.0 

11.7 

3.2 

2.8 

15.1 

16.0 

18.9 

19.7 

17.1 

14.3 

13.1 

9.9 

13.6 

10.2 

39.1 

33.6 

13.3 

10.7 

7.8 

8.6 

10.7 

8.8 

9.3 

8.5 

11.4 

10.5 

39.8 

40.8 

56.0 

56.3 

51.1 

48.0 

46.8 

50.8 

50.6 

58.4 

43.6 

56.3 

6.5

9.1

7.6

10.8

8.2

10.5

6.7

9.5

7.2

11.4

7.5

11.3

平成29年度

（N=1,469）

平成24年度

（N=1,127）

平成29年度

（N=1,469）

平成24年度

（N=1,127）

平成29年度

（N=1,469）

平成24年度

（N=1,127）

平成29年度

（N=1,469）

平成24年度

（N=1,127）

平成29年度（女性）

（N=818）

平成24年度（女性）

（N=639）

平成29年度（女性）

（N=818）

平成24年度（女性）

（N=639）

（％）

台東区が実施する健診 職場の健診 自費の健診 受診していない 無回答

歯科健診

子宮頸がん検診

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診
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【過去１年間の歯科健診、がん検診の受診先 ― 性別・年代別】 

【歯科健診】 

 

 

【胃がん検診（胃エックス線検査または胃内視鏡検査）】 

 

 

 

 

 

 

 合計
台東区が
実施する
健診

職場の健
診

自費の健
診

受診してい
ない

無回答

全体 (N=641) 9.7 5.0 34.2 45.9 5.3

20～29歳 (N=47) 4.3 8.5 19.1 63.8 4.3

30～39歳 (N=90) 5.6 6.7 32.2 55.6 0.0

40～49歳 (N=110) 12.7 7.3 28.2 50.0 1.8

50～59歳 (N=97) 10.3 6.2 39.2 42.3 2.1

60～64歳 (N=42) 11.9 7.1 35.7 38.1 7.1

65～74歳 (N=163) 11.0 3.1 36.8 43.6 5.5

75～84歳 (N=82) 7.3 0.0 43.9 31.7 17.1

85歳以上 (N=10) 20.0 0.0 10.0 50.0 20.0

（再掲）40歳以上 (N=504) 10.9 4.4 35.9 42.5 6.3

全体 (N=815) 12.6 1.8 43.2 35.5 6.9

20～29歳 (N=54) 3.7 7.4 44.4 44.4 0.0

30～39歳 (N=135) 8.9 2.2 46.7 40.0 2.2

40～49歳 (N=148) 16.9 3.4 39.2 39.9 0.7

50～59歳 (N=112) 15.2 1.8 49.1 32.1 1.8

60～64歳 (N=63) 12.7 0.0 38.1 42.9 6.3

65～74歳 (N=150) 14.7 0.7 44.7 35.3 4.7

75～84歳 (N=120) 11.7 0.0 46.7 19.2 22.5

85歳以上 (N=33) 9.1 0.0 15.2 39.4 36.4

（再掲）40歳以上 (N=626) 14.2 1.3 42.3 33.7 8.5

■：１位　■：２位

女性

男性

 合計
台東区が
実施する
健診

職場の健
診

自費の健
診

受診してい
ない

無回答

全体 (N=641) 7.3 17.0 14.7 53.2 7.8

20～29歳 (N=47) 0.0 8.5 6.4 83.0 2.1

30～39歳 (N=90) 1.1 23.3 4.4 70.0 1.1

40～49歳 (N=110) 7.3 37.3 7.3 47.3 0.9

50～59歳 (N=97) 4.1 21.6 16.5 52.6 5.2

60～64歳 (N=42) 9.5 28.6 16.7 38.1 7.1

65～74歳 (N=163) 8.6 6.1 22.1 50.9 12.3

75～84歳 (N=82) 19.5 0.0 23.2 39.0 18.3

85歳以上 (N=10) 0.0 0.0 10.0 50.0 40.0

（再掲）40歳以上 (N=504) 9.1 16.7 17.3 47.4 9.5

全体 (N=815) 8.1 13.9 12.3 58.5 7.2

20～29歳 (N=54) 0.0 3.7 0.0 96.3 0.0

30～39歳 (N=135) 0.0 19.3 3.7 74.8 2.2

40～49歳 (N=148) 6.8 38.5 10.1 43.9 0.7

50～59歳 (N=112) 10.7 16.1 17.9 52.7 2.7

60～64歳 (N=63) 9.5 6.3 14.3 61.9 7.9

65～74歳 (N=150) 11.3 4.0 20.0 58.7 6.0

75～84歳 (N=120) 16.7 0.0 15.8 45.8 21.7

85歳以上 (N=33) 3.0 0.0 6.1 54.5 36.4

（再掲）40歳以上 (N=626) 10.5 13.6 15.2 51.8 8.9

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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【肺がん検診（胸部エックス線検査※喫煙者は喀痰検査も含む）】 

 

 

【大腸がん検診（便潜血反応検査）】 

 

 

 

 

 

 

 合計
台東区が
実施する
健診

職場の健
診

自費の健
診

受診してい
ない

無回答

全体 (N=641) 12.3 21.8 9.7 48.2 8.0

20～29歳 (N=47) 0.0 25.5 0.0 72.3 2.1

30～39歳 (N=90) 1.1 28.9 3.3 65.6 1.1

40～49歳 (N=110) 8.2 39.1 3.6 45.5 3.6

50～59歳 (N=97) 10.3 26.8 13.4 44.3 5.2

60～64歳 (N=42) 21.4 26.2 9.5 38.1 4.8

65～74歳 (N=163) 17.2 13.5 14.7 43.6 11.0

75～84歳 (N=82) 26.8 0.0 14.6 37.8 20.7

85歳以上 (N=10) 0.0 0.0 20.0 50.0 30.0

（再掲）40歳以上 (N=504) 15.5 20.2 11.7 42.9 9.7

全体 (N=815) 15.2 16.8 6.1 53.7 8.1

20～29歳 (N=54) 0.0 18.5 0.0 81.5 0.0

30～39歳 (N=135) 0.7 18.5 0.7 77.8 2.2

40～49歳 (N=148) 6.8 35.8 8.1 48.6 0.7

50～59歳 (N=112) 17.9 25.9 7.1 45.5 3.6

60～64歳 (N=63) 14.3 15.9 4.8 58.7 6.3

65～74歳 (N=150) 31.3 6.0 10.0 46.7 6.0

75～84歳 (N=120) 27.5 0.8 7.5 36.7 27.5

85歳以上 (N=33) 12.1 0.0 6.1 45.5 36.4

（再掲）40歳以上 (N=626) 19.6 16.3 7.8 46.2 10.1

■：１位　■：２位

女性

男性

 合計
台東区が
実施する
健診

職場の健
診

自費の健
診

受診してい
ない

無回答

全体 (N=641) 16.7 18.1 12.9 45.1 7.2

20～29歳 (N=47) 0.0 10.6 4.3 83.0 2.1

30～39歳 (N=90) 0.0 22.2 3.3 74.4 0.0

40～49歳 (N=110) 10.0 40.0 6.4 41.8 1.8

50～59歳 (N=97) 11.3 24.7 15.5 43.3 5.2

60～64歳 (N=42) 28.6 23.8 16.7 26.2 4.8

65～74歳 (N=163) 22.7 8.0 20.2 38.0 11.0

75～84歳 (N=82) 43.9 0.0 15.9 22.0 18.3

85歳以上 (N=10) 0.0 0.0 30.0 40.0 30.0

（再掲）40歳以上 (N=504) 21.2 18.1 15.5 36.3 8.9

全体 (N=815) 20.5 16.6 8.8 48.2 5.9

20～29歳 (N=54) 0.0 3.7 0.0 96.3 0.0

30～39歳 (N=135) 0.7 17.8 3.0 76.3 2.2

40～49歳 (N=148) 10.1 40.5 9.5 39.9 0.0

50～59歳 (N=112) 20.5 26.8 12.5 37.5 2.7

60～64歳 (N=63) 30.2 12.7 7.9 42.9 6.3

65～74歳 (N=150) 37.3 6.7 12.7 38.7 4.7

75～84歳 (N=120) 38.3 0.8 12.5 30.0 18.3

85歳以上 (N=33) 21.2 0.0 3.0 48.5 27.3

（再掲）40歳以上 (N=626) 26.5 17.4 10.9 38.0 7.2

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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【乳がん検診（マンモグラフィー ） ※過去 2 年間について】 

 

 

 

【子宮頸がん検診 ※過去 2 年間について】 

 

 

  

 合計
台東区が
実施する
健診

職場の健
診

自費の健
診

受診してい
ない

無回答

全体 (N=815) 19.9 13.1 9.3 50.7 7.0

20～29歳 (N=54) 0.0 16.7 0.0 83.3 0.0

30～39歳 (N=135) 3.0 18.5 15.6 60.7 2.2

40～49歳 (N=148) 25.7 26.4 14.2 32.4 1.4

50～59歳 (N=112) 28.6 22.3 13.4 33.0 2.7

60～64歳 (N=63) 33.3 7.9 3.2 50.8 4.8

65～74歳 (N=150) 28.7 2.7 6.7 56.0 6.0

75～84歳 (N=120) 19.2 0.0 4.2 55.8 20.8

85歳以上 (N=33) 3.0 0.0 6.1 54.5 36.4

（再掲）40歳以上 (N=626) 25.2 11.7 8.8 45.7 8.6

■：１位　■：２位

女性

 合計
台東区が
実施する
健診

職場の健
診

自費の健
診

受診してい
ない

無回答

全体 (N=815) 24.0 13.6 11.3 43.7 7.4

20～29歳 (N=54) 14.8 16.7 9.3 59.3 0.0

30～39歳 (N=135) 25.9 24.4 20.0 28.1 1.5

40～49歳 (N=148) 27.0 28.4 12.2 31.1 1.4

50～59歳 (N=112) 27.7 17.9 17.9 33.9 2.7

60～64歳 (N=63) 31.7 6.3 11.1 46.0 4.8

65～74歳 (N=150) 26.7 2.0 6.7 57.3 7.3

75～84歳 (N=120) 17.5 0.0 4.2 55.8 22.5

85歳以上 (N=33) 3.0 0.0 0.0 60.6 36.4

（再掲）40歳以上 (N=626) 24.4 11.0 9.6 45.7 9.3

■：１位　■：２位

女性

（％） 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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問 22 あなたは、これまでに医師に糖尿病といわれたことがありますか。（「境界型である」、

「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのように言わ

れた方も含みます。）（○は 1 つ）  

糖尿病と診断されたことがあるかについては、「いいえ」が 83.3％、「はい」が 12.5％と

なっている。 

職業別にみると、自営業と無職が全体と比較して「はい」が多くなっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 50歳以上で、年代が上がるにつれて「はい」が多く

なる傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回調査 前回調査 

いいえ

83.3%

はい

12.5%

無回答

4.2%
N=1,469

いいえ

83.2%

はい

14.9%

無回答

1.9%N=1,127
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【糖尿病の診断 ― 職業別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【糖尿病の診断 ― 性別・年代別】 

 

  

（％） 

（％） 

※職業の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

  合計 いいえ はい 無回答

全体 (N=1,452) 83.9 12.6 3.5

自営業 (N=263) 79.8 16.0 4.2

会社員・公務員 (N=507) 92.9 6.5 0.6

パート・アルバイト (N=192) 87.5 9.9 2.6

学生 (N=11) 100.0 0.0 0.0

無職 (N=414) 74.9 18.1 7.0

その他 (N=65) 73.8 21.5 4.6

■：１位　■：２位

 合計 いいえ はい 無回答

全体 (N=641) 79.1 17.3 3.6

20～29歳 (N=47) 95.7 2.1 2.1

30～39歳 (N=90) 97.8 2.2 0.0

40～49歳 (N=110) 90.0 9.1 0.9

50～59歳 (N=97) 83.5 14.4 2.1

60～64歳 (N=42) 78.6 21.4 0.0

65～74歳 (N=163) 63.8 30.1 6.1

75～84歳 (N=82) 61.0 29.3 9.8

85歳以上 (N=10) 70.0 20.0 10.0

全体 (N=815) 87.1 8.5 4.4

20～29歳 (N=54) 100.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=135) 95.6 3.0 1.5

40～49歳 (N=148) 98.6 0.7 0.7

50～59歳 (N=112) 87.5 8.9 3.6

60～64歳 (N=63) 84.1 14.3 1.6

65～74歳 (N=150) 80.7 12.0 7.3

75～84歳 (N=120) 70.8 18.3 10.8

85歳以上 (N=33) 72.7 15.2 12.1

■：１位　■：２位

男性

女性



 

44 

定期的に通院・

治療を続けている

69.6%

以前は通院・治療

していたがやめた

4.3%

通院も治療も

していない

25.0%

無回答

1.1%

N=184

定期的に通院・

治療を続けている

72.6%

以前は通院・治療

していたがやめた

2.4%

通院も治療も

していない

22.6%

無回答

2.4%

N=168

（問 22 で「はい」とお答えの方） 

その後の通院・治療はどうしていますか。（○は 1 つ）  

糖尿病と診断された後の通院・治療については、「定期的に通院・治療を続けている」が

69.6％と最も多く、次いで「通院も治療もしていない」が 25.0％、「以前は通院・治療して

いたがやめた」が 4.3％となっている。 

かかりつけ医の有無別にみると、かかりつけ医を持っている人は「定期的に通院・治療を

続けている」が多くなっている。 

性別でみると、男性は女性よりも「定期的に通院・治療を続けている」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【糖尿病の通院・治療 ― かかりつけ医の有無別】 

 

 

 

 

 

 

【糖尿病の通院・治療 ― 性別】 

 

 

 

 

  

今回調査 前回調査 

（％） 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

※糖尿病の通院・治療の設問で無回答のものを除く 

 合計

定期的に
通院・治療
を続けてい
る

以前は通
院・治療し
ていたがや
めた

通院も治
療もしてい
ない

無回答

全体 (N=181) 69.6 4.4 24.9 1.1

男性 (N=112) 73.2 4.5 22.3 0.0

女性 (N=69) 63.8 4.3 29.0 2.9

■：１位　■：２位

 合計

定期的に
通院・治療
を続けてい
る

以前は通
院・治療し
ていたがや
めた

通院も治
療もしてい
ない

無回答

全体 (N=183) 69.4 4.4 25.1 1.1

持っている (N=148) 79.1 3.4 16.2 1.4

持っていない (N=35) 28.6 8.6 62.9 0.0

■：１位　■：２位
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問 23 あなたは、これまでに医師に高血圧といわれたことがありますか。（○は 1 つ）  

高血圧と診断されたことがあるかについては、「いいえ」が 69.0％、「はい」が 28.3％と

なっている。 

性別・年代別でみると、男性の 65歳以上、女性の 75歳以上で「はい」が半数以上となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高血圧の診断 ― 性別・年代別】 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

今回調査 前回調査 

いいえ

69.0%

はい

28.3%

無回答

2.8%
N=1,469

いいえ

68.7%

はい

29.7%

無回答

1.6%
N=1,127

 合計 いいえ はい 無回答

全体 (N=641) 62.2 35.3 2.5

20～29歳 (N=47) 83.0 12.8 4.3

30～39歳 (N=90) 93.3 5.6 1.1

40～49歳 (N=110) 83.6 16.4 0.0

50～59歳 (N=97) 75.3 23.7 1.0

60～64歳 (N=42) 52.4 47.6 0.0

65～74歳 (N=163) 37.4 58.3 4.3

75～84歳 (N=82) 29.3 64.6 6.1

85歳以上 (N=10) 40.0 60.0 0.0

全体 (N=815) 74.8 22.3 2.8

20～29歳 (N=54) 100.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=135) 96.3 2.2 1.5

40～49歳 (N=148) 94.6 4.1 1.4

50～59歳 (N=112) 80.4 18.8 0.9

60～64歳 (N=63) 71.4 27.0 1.6

65～74歳 (N=150) 60.0 36.0 4.0

75～84歳 (N=120) 43.3 51.7 5.0

85歳以上 (N=33) 27.3 57.6 15.2

■：１位　■：２位

女性

男性
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（問 23 で「はい」とお答えの方） 

その後の通院・治療はどうしていますか。（○は 1 つ） 

高血圧と診断された後の通院・治療については、「定期的に通院・治療を続けている」が

82.2％と最も多く、次いで「通院も治療もしていない」が 12.8％、「以前は通院・治療して

いたがやめた」が 4.8％となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 60歳以上では「定期的に通院・治療を続けている」

が 8割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高血圧の通院・治療 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

今回調査 前回調査 

定期的に通院・治療を

続けている

82.2%

以前は通院・治療

していたがやめた

4.8%

通院も治療も

していない

12.8%

無回答

0.2%

N=415

（％） 

定期的に通院・治療を

続けている

84.8%

以前は通院・治療

していたがやめた

3.3%

通院も治療も

していない

11.0%

無回答

0.9%
N=335

 合計

定期的に
通院・治療
を続けてい
る

以前は通
院・治療し
ていたがや
めた

通院も治
療もしてい
ない

無回答

全体 (N=226) 77.4 5.3 16.8 0.4

20～29歳 (N=6) 0.0 0.0 100.0 0.0

30～39歳 (N=5) 0.0 0.0 100.0 0.0

40～49歳 (N=18) 50.0 16.7 33.3 0.0

50～59歳 (N=23) 69.6 4.3 26.1 0.0

60～64歳 (N=20) 80.0 15.0 5.0 0.0

65～74歳 (N=95) 84.2 3.2 11.6 1.1

75～84歳 (N=53) 92.5 1.9 5.7 0.0

85歳以上 (N=6) 83.3 16.7 0.0 0.0

全体 (N=182) 87.9 4.4 7.7 0.0

20～29歳 (N=0) 0.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=3) 66.7 33.3 0.0 0.0

40～49歳 (N=6) 50.0 0.0 50.0 0.0

50～59歳 (N=21) 81.0 0.0 19.0 0.0

60～64歳 (N=17) 88.2 5.9 5.9 0.0

65～74歳 (N=54) 83.3 7.4 9.3 0.0

75～84歳 (N=62) 98.4 0.0 1.6 0.0

85歳以上 (N=19) 89.5 10.5 0.0 0.0

■：１位　■：２位

女性

男性
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会社員・

公務員

34.5%

無職

26.3%

自営業

17.9%

パート・アルバイト

13.1%

学生

0.7%

その他

6.3%

無回答

1.2%N=1,469

（3）普段の生活や地域とのつながりについて 
 

問 24 あなたは、仕事をお持ちですか。（○は 1 つ）  

仕事については、「会社員・公務員」が 34.5％と最も多く、次いで「無職」が 26.3％、「自

営業」が 17.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「会社役員、団体役員」「ボランティア」「派遣社員」といった回答が

あった。 

 

【職業 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社員・

公務員

29.0%

無職

27.6%

自営業

24.8%

パート・アルバイト

13.4%

学生

1.7%

その他

2.2%
無回答

1.2%
N=1,127

今回調査 前回調査 

（％） 

 合計 自営業
会社員・公
務員

パート・アル
バイト

学生 無職 その他 無回答

全体 (N=641) 22.6 42.9 5.6 0.8 23.2 3.6 1.2

20～29歳 (N=47) 2.1 66.0 6.4 10.6 12.8 2.1 0.0

30～39歳 (N=90) 13.3 77.8 2.2 0.0 3.3 3.3 0.0

40～49歳 (N=110) 16.4 70.9 2.7 0.0 7.3 1.8 0.9

50～59歳 (N=97) 21.6 58.8 5.2 0.0 10.3 4.1 0.0

60～64歳 (N=42) 28.6 35.7 9.5 0.0 19.0 7.1 0.0

65～74歳 (N=163) 28.8 13.5 10.4 0.0 42.3 3.1 1.8

75～84歳 (N=82) 39.0 2.4 2.4 0.0 45.1 6.1 4.9

85歳以上 (N=10) 20.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0

全体 (N=815) 14.2 28.1 19.0 0.7 32.0 4.9 1.0

20～29歳 (N=54) 3.7 68.5 9.3 11.1 5.6 1.9 0.0

30～39歳 (N=135) 5.2 61.5 16.3 0.0 14.8 1.5 0.7

40～49歳 (N=148) 6.8 45.9 27.7 0.0 15.5 4.1 0.0

50～59歳 (N=112) 18.8 26.8 26.8 0.0 20.5 7.1 0.0

60～64歳 (N=63) 15.9 6.3 44.4 0.0 25.4 7.9 0.0

65～74歳 (N=150) 26.0 3.3 16.0 0.0 49.3 4.0 1.3

75～84歳 (N=120) 18.3 1.7 4.2 0.0 64.2 9.2 2.5

85歳以上 (N=33) 15.2 0.0 0.0 0.0 75.8 3.0 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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挨拶をする

程度である

45.9%

立ち話をする

程度である

26.9%

家を行き来する

ことがある

9.7%

子供を通じた

交流がある

3.3%

ペットを通じた

交流がある

1.1%

留守の際に荷物を

預かったりする

1.4%

特に近所づきあいは

していない

10.9%
無回答

0.9%

N=1,127

挨拶をする

程度である

46.9%

立ち話をする

程度である

23.5%

家を行き来

することがある

8.8%

子供を通じた

交流がある

4.2%

ペットを通じた

交流がある

0.8%

留守の際に荷物を

預かったりする

0.7%

特に近所づきあいは

していない

13.5% 無回答

1.6%

N=1,469

問 25 あなたは、ご近所とのお付き合いはどの程度していますか。（○は 1 つ）  

近所との付き合いについては、「挨拶をする程度である」が 46.9％と最も多く、次いで「立

ち話をする程度である」が 23.5％、「特に近所づきあいはしていない」が 13.5％となってい

る。 

経年比較では、「特に近所づきあいはしていない」が 2.6ポイント増となっている。 

性別・年代別でみると、年代が下がるにつれて「特に近所づきあいはしていない」が多い

傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近所との付き合い ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 前回調査 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
挨拶をする
程度である

立ち話をす
る程度であ
る

家を行き来
することが
ある

子供を通じ
た交流があ
る

ペットを通
じた交流が
ある

留守の際
に荷物を
預かったり
する

特に近所
づきあいは
していない

無回答

全体 (N=641) 52.3 19.0 7.2 3.1 0.5 0.9 15.3 1.7

20～29歳 (N=47) 59.6 4.3 2.1 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0

30～39歳 (N=90) 60.0 7.8 0.0 8.9 0.0 0.0 23.3 0.0

40～49歳 (N=110) 60.0 13.6 2.7 6.4 0.0 1.8 15.5 0.0

50～59歳 (N=97) 55.7 16.5 6.2 3.1 1.0 1.0 16.5 0.0

60～64歳 (N=42) 52.4 26.2 9.5 0.0 0.0 2.4 7.1 2.4

65～74歳 (N=163) 45.4 25.2 12.3 1.2 0.6 1.2 12.3 1.8

75～84歳 (N=82) 41.5 29.3 13.4 0.0 1.2 0.0 6.1 8.5

85歳以上 (N=10) 30.0 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 (N=815) 43.1 26.5 10.2 5.0 1.1 0.6 12.1 1.3

20～29歳 (N=54) 59.3 13.0 5.6 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0

30～39歳 (N=135) 56.3 4.4 5.9 7.4 1.5 0.0 24.4 0.0

40～49歳 (N=148) 49.3 16.2 6.1 12.2 1.4 0.7 14.2 0.0

50～59歳 (N=112) 49.1 29.5 1.8 6.3 0.9 1.8 9.8 0.9

60～64歳 (N=63) 50.8 30.2 9.5 1.6 1.6 0.0 6.3 0.0

65～74歳 (N=150) 25.3 43.3 18.7 3.3 2.0 0.7 5.3 1.3

75～84歳 (N=120) 33.3 39.2 18.3 0.0 0.0 0.0 5.0 4.2

85歳以上 (N=33) 15.2 45.5 15.2 0.0 0.0 3.0 12.1 9.1

■：１位　■：２位

女性

男性
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問 26 あなたは、地域の活動や集まりに参加していますか。参加しているものを選んでくださ

い。（○はあてはまるもの全て）  

地域の活動や集まりへの参加については、「地域のお祭り」が 24.4％と最も多く、次いで

「自治会・町内会」が 18.4％、「スポーツ活動」が 5.9％となっている。 

経年比較では、「健康に関する集まり」を除き、すべての活動で減尐傾向となっている。 

健康状態別にみると、「健康である」、「まあまあ健康である」を選択した人は、「地域のお

祭り」へ参加する割合が多くなっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 64歳以下で「地域のお祭り」が多くなっている。男

性の 65歳以上、女性の 60～84歳では「自治会・町内会」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「参加していない」といった回答があった。 

 

  

18.4 

4.7 

5.9 

1.4 

3.7 

2.7 

2.2 

3.2 

24.4 

10.1 

47.5 

21.8

6.6

7.1

2.0 

6.0 

2.5

2.7

4.3

27.9

2.0 

52.3

0% 20% 40% 60%

自治会・町内会

ボランティア活動

スポーツ活動

伝統芸能や文芸保存のための会

学習活動や文化サークル

健康に関する集まり

商店会など

消防団や地域防災組織

地域のお祭り

その他

無回答

今回調査

（N=1,469）

前回調査

（N=1,127）
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【地域活動への参加 ― 健康状態別】 

 

 

【地域活動への参加 ― 性別・年代別】 

 

 

  

 合計
自治会・町
内会

ボランティ
ア活動

スポーツ活
動

伝統芸能
や文芸保
存のための
会

学習活動
や文化
サークル

健康に関
する集まり

商店会な
ど

消防団や
地域防災
組織

地域のお
祭り

その他 無回答

全体 (N=1,431) 18.0 4.8 5.9 1.4 3.6 2.7 2.2 3.1 24.6 10.1 47.7

健康である (N=483) 16.1 5.4 7.0 1.0 2.9 1.7 2.9 2.7 25.7 7.5 51.1

まあまあ健康である (N=721) 20.2 5.0 5.8 1.8 4.4 3.5 1.9 3.5 26.9 10.1 44.7

あまり健康ではない (N=170) 15.3 0.6 4.1 1.2 2.4 1.8 1.8 3.5 14.7 11.8 54.7

健康ではない (N=57) 14.0 8.8 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 1.8 15.8 26.3 35.1

■：１位　■：２位

（％） 

（％） 

※健康状態の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
自治会・町
内会

ボランティ
ア活動

スポーツ活
動

伝統芸能
や文芸保
存のための
会

学習活動
や文化
サークル

健康に関
する集まり

商店会な
ど

消防団や
地域防災
組織

地域のお
祭り

その他 無回答

全体 (N=641) 22.0 5.8 5.1 1.4 2.2 1.7 2.8 4.2 22.9 12.2 47.3

20～29歳 (N=47) 6.4 2.1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 12.8 66.0

30～39歳 (N=90) 10.0 2.2 1.1 2.2 1.1 0.0 0.0 2.2 21.1 7.8 63.3

40～49歳 (N=110) 17.3 3.6 2.7 0.0 1.8 0.9 3.6 0.9 21.8 12.7 50.9

50～59歳 (N=97) 18.6 3.1 3.1 3.1 1.0 0.0 2.1 4.1 25.8 13.4 49.5

60～64歳 (N=42) 31.0 4.8 11.9 2.4 2.4 2.4 2.4 7.1 38.1 7.1 35.7

65～74歳 (N=163) 29.4 9.2 9.2 0.6 5.5 3.1 3.7 5.5 21.5 12.9 38.0

75～84歳 (N=82) 35.4 11.0 4.9 2.4 0.0 3.7 6.1 9.8 23.2 14.6 36.6

85歳以上 (N=10) 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0

全体 (N=815) 15.2 3.9 6.4 1.3 5.0 3.3 1.7 2.5 25.8 8.6 48.0

20～29歳 (N=54) 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 24.1 5.6 66.7

30～39歳 (N=135) 5.2 2.2 3.0 0.7 2.2 1.5 2.2 0.0 39.3 5.9 50.4

40～49歳 (N=148) 11.5 1.4 5.4 0.7 3.4 1.4 0.0 2.0 31.8 6.8 54.7

50～59歳 (N=112) 17.0 2.7 8.9 1.8 4.5 0.9 2.7 0.0 25.9 8.9 46.4

60～64歳 (N=63) 22.2 9.5 9.5 4.8 6.3 1.6 3.2 3.2 22.2 7.9 44.4

65～74歳 (N=150) 26.0 8.7 11.3 0.7 8.0 6.0 0.7 5.3 22.7 6.0 34.0

75～84歳 (N=120) 19.2 3.3 5.8 2.5 10.0 9.2 3.3 5.0 13.3 14.2 48.3

85歳以上 (N=33) 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 12.1 24.2 51.5

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 27 あなたの外出の頻度はどのくらいですか。（○は 1 つ）  

外出の頻度については、「ほぼ毎日出かける」が 66.0％と最も多く、次いで「週に 3～4日

は出かける」が 18.6％、「週に尐なくとも 1日は出かける」が 10.7％となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに年代が上がるにつれて外出の頻度が尐なくなる傾向が

みられる。 

 

 

 

【外出の頻度 ― 性別・年代別】 

 

  

ほぼ毎日

出かける

66.0%

週に 3 ～ 4 日は

出かける

18.6%

週に少なくとも

1 日は出かける

10.7%

ほとんど出かけない

3.3%

出かけることができない

0.5%

無回答

1.0%

N=1,469

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
ほぼ毎日
出かける

週に 3 ～
4 日は出
かける

週に尐なく
とも 1 日は
出かける

ほとんど出
かけない

出かけるこ
とができな
い

無回答

全体 (N=641) 66.6 16.5 12.6 3.0 0.2 1.1

20～29歳 (N=47) 83.0 4.3 12.8 0.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=90) 80.0 7.8 11.1 1.1 0.0 0.0

40～49歳 (N=110) 78.2 10.9 7.3 3.6 0.0 0.0

50～59歳 (N=97) 76.3 9.3 8.2 4.1 1.0 1.0

60～64歳 (N=42) 61.9 19.0 16.7 2.4 0.0 0.0

65～74歳 (N=163) 57.1 23.9 14.1 3.7 0.0 1.2

75～84歳 (N=82) 43.9 28.0 20.7 2.4 0.0 4.9

85歳以上 (N=10) 10.0 60.0 20.0 10.0 0.0 0.0

全体 (N=815) 65.9 20.1 9.0 3.6 0.7 0.7

20～29歳 (N=54) 77.8 16.7 5.6 0.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=135) 84.4 7.4 6.7 1.5 0.0 0.0

40～49歳 (N=148) 76.4 14.2 4.7 4.7 0.0 0.0

50～59歳 (N=112) 75.0 13.4 8.9 2.7 0.0 0.0

60～64歳 (N=63) 69.8 23.8 4.8 1.6 0.0 0.0

65～74歳 (N=150) 54.0 32.7 10.0 2.7 0.0 0.7

75～84歳 (N=120) 42.5 30.0 17.5 5.8 2.5 1.7

85歳以上 (N=33) 24.2 27.3 15.2 15.2 9.1 9.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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はい

45.5%

いいえ

51.5%

無回答

3.0%
N=1,469

（4）生活習慣などについて 
 

問 28 あなたは普段から健康のために運動する習慣がありますか。（○は 1 つ）  

運動する習慣については、「はい」が

45.5％、「いいえ」が 51.5％となっている。 

性別・運動習慣の有無別にみると、男女

ともに運動習慣のある人は「健康である」

が多くなっている。 

性別・年代別でみると、男性の 30～59歳、

女性の 64歳以下は運動習慣のない人が多く

なっている。 

 

 

 

【運動習慣の有無 ― 性別、健康状態別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運動習慣の有無 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

（％） 

※性別、健康状態の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
健康であ
る

まあまあ
健康であ
る

あまり健康
ではない

健康では
ない

無回答

全体 (N=623) 32.9 46.7 14.1 3.7 2.6

はい (N=305) 39.0 45.2 8.9 4.9 2.0

いいえ (N=318) 27.0 48.1 19.2 2.5 3.1

全体 (N=796) 34.0 51.4 9.2 3.6 1.8

はい (N=363) 39.1 48.5 6.9 3.0 2.5

いいえ (N=433) 29.8 53.8 11.1 4.2 1.2

■：１位　■：２位

男性

女性

 合計 はい いいえ 無回答

全体 (N=641) 47.4 49.5 3.1

20～29歳 (N=47) 61.7 38.3 0.0

30～39歳 (N=90) 38.9 61.1 0.0

40～49歳 (N=110) 40.0 59.1 0.9

50～59歳 (N=97) 39.2 57.7 3.1

60～64歳 (N=42) 54.8 38.1 7.1

65～74歳 (N=163) 53.4 41.7 4.9

75～84歳 (N=82) 53.7 40.2 6.1

85歳以上 (N=10) 40.0 60.0 0.0

全体 (N=815) 44.3 53.0 2.7

20～29歳 (N=54) 37.0 63.0 0.0

30～39歳 (N=135) 34.1 65.2 0.7

40～49歳 (N=148) 35.8 64.2 0.0

50～59歳 (N=112) 42.9 56.3 0.9

60～64歳 (N=63) 47.6 50.8 1.6

65～74歳 (N=150) 59.3 38.0 2.7

75～84歳 (N=120) 52.5 40.0 7.5

85歳以上 (N=33) 36.4 45.5 18.2

■：１位　■：２位

男性

女性
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30分未満

19.4%

30分以上

60分未満

35.5%

60分以上

100分未満

30.5%

100分以上

13.0%

無回答

1.6%

N=1,127

問 29 あなたは普段、室内での移動なども含めて一日にどれくらい歩きますか。（○は 1 つ）  

一日に歩く時間については、「30分以上 60 分未満」が 33.1％と最も多く、次いで「60分

以上 100分未満」が 32.6％、「30分未満」が 18.4％となっている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一日に歩く時間 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 分未満

（3,000 歩未満）

18.4%

30 分以上 60 分未満

（3,000 歩以上

6,000 歩未満）

33.1%

60 分以上 100 分未満

（6,000 歩以上

10,000 歩未満）

32.6%

100 分以上

（10,000 歩以上）

13.9%

無回答

2.0%

N=1,469

今回調査 前回調査 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
30 分未満
（3,000 歩
未満）

30 分以上
60 分未満
（3,000 歩
以上
6,000 歩
未満）

60 分以上
100 分未
満（6,000
歩以上
10,000 歩
未満）

100 分以
上
（10,000
歩以上）

無回答

全体 (N=641) 17.0 34.0 33.5 13.6 1.9

20～29歳 (N=47) 12.8 19.1 34.0 34.0 0.0

30～39歳 (N=90) 18.9 28.9 37.8 13.3 1.1

40～49歳 (N=110) 14.5 35.5 38.2 11.8 0.0

50～59歳 (N=97) 16.5 38.1 27.8 15.5 2.1

60～64歳 (N=42) 9.5 33.3 35.7 14.3 7.1

65～74歳 (N=163) 14.1 33.7 38.7 12.3 1.2

75～84歳 (N=82) 28.0 39.0 22.0 6.1 4.9

85歳以上 (N=10) 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0

全体 (N=815) 19.6 32.4 31.8 14.2 2.0

20～29歳 (N=54) 18.5 25.9 25.9 29.6 0.0

30～39歳 (N=135) 14.1 31.9 36.3 17.8 0.0

40～49歳 (N=148) 15.5 33.1 36.5 14.9 0.0

50～59歳 (N=112) 23.2 27.7 28.6 19.6 0.9

60～64歳 (N=63) 14.3 23.8 49.2 11.1 1.6

65～74歳 (N=150) 18.0 37.3 31.3 12.0 1.3

75～84歳 (N=120) 27.5 40.0 22.5 5.8 4.2

85歳以上 (N=33) 39.4 24.2 15.2 0.0 21.2

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 30 より運動しやすい環境づくりのため、区はどのような取組みを行うべきでしょうか。 

（○は 1 つ）  

運動しやすい環境づくりのた

めに区が取り組むべきことにつ

いては、「運動のための施設整備」

が 40.9％と最も多く、次いで「運

動に関する情報の提供」が 21.6％、

「体操教室などの健康教育・健康

学習の機会の提供」が 12.9％とな

っている。 

性別・年代別でみると、男性の

60歳以上では、「運動に関する情

報の提供」が多くなっている。 

 

 

その他の記入欄には「わからない」「運動のための費用負担（スポーツセンター、民間ジム

の無償チケット配布）」「個人が自分で考える問題でしょう」といった回答があった。 

 

 

【運動しやすい環境づくりのために区が行うべき取り組み ― 性別・年代別】 

 

  

運動のための

施設整備

40.9%

運動に関する

情報の提供

21.6%

体操教室などの

健康教育・健康学習の

機会の提供

12.9%

運動のためのサークルや

団体の育成

5.6%

その他

5.9%

無回答

13.1%N=1,469

 合計
運動に関
する情報の
提供

運動のため
の施設整
備

運動のため
のサークル
や団体の
育成

体操教室
などの健康
教育・健康
学習の機
会の提供

その他 無回答

全体 (N=641) 25.3 42.6 6.9 8.0 6.4 10.9

20～29歳 (N=47) 10.6 61.7 14.9 4.3 6.4 2.1

30～39歳 (N=90) 15.6 61.1 4.4 6.7 10.0 2.2

40～49歳 (N=110) 20.0 57.3 5.5 6.4 7.3 3.6

50～59歳 (N=97) 24.7 45.4 10.3 6.2 6.2 7.2

60～64歳 (N=42) 42.9 35.7 4.8 4.8 2.4 9.5

65～74歳 (N=163) 29.4 28.8 8.0 12.3 8.0 13.5

75～84歳 (N=82) 30.5 23.2 2.4 9.8 1.2 32.9

85歳以上 (N=10) 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 30.0

全体 (N=815) 18.7 40.0 4.7 16.9 5.4 14.4

20～29歳 (N=54) 5.6 68.5 11.1 9.3 1.9 3.7

30～39歳 (N=135) 11.9 62.2 4.4 14.1 5.2 2.2

40～49歳 (N=148) 17.6 53.4 6.8 11.5 4.1 6.8

50～59歳 (N=112) 22.3 37.5 3.6 22.3 7.1 7.1

60～64歳 (N=63) 19.0 31.7 7.9 27.0 3.2 11.1

65～74歳 (N=150) 22.0 28.7 1.3 23.3 5.3 19.3

75～84歳 (N=120) 26.7 15.8 4.2 11.7 8.3 33.3

85歳以上 (N=33) 15.2 6.1 0.0 18.2 6.1 54.5

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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「たばこ」は

吸わない

81.6%

吸う

17.9%

無回答

0.5%
N=1,127

問 31 あなたは「たばこ」を吸いますか。（○は 1 つ）  

喫煙については、「『たばこ』は吸わない」が 62.0％と最も多く、次いで「以前は吸ってい

たが、やめた」が 19.3％、「吸う」が 17.0％となっている。 

性別・喫煙の状況別にみると、男性はたばこを吸わない人で「健康である」が多くなって

いる。 

男性を年代別でみると、50～64歳で「吸う」が多くなっている。 

また、65～74歳で「以前は吸っていたが、やめた」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 31 で「吸う」とお答えの方） 

喫煙歴 約[   ]年 

「21～30年」が 26.1％と最も多く、次

いで「11～20年」及び「31～40年」が

18.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

9.6 

18.9 

26.1 

18.9 
16.1 

5.6 

1.6 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

N=249

 「11～20本」が 52.2％と最も多く、次い

で「6～10本」が 30.5％、「5本未満」が 6.8％

となっている。 

（問 31 で「吸う」とお答えの方） 

一日当たりの本数 約[   ]本  

「たばこ」は

吸わない

62.0%

吸う

17.0%

以前は吸っていたが、

やめた

19.3%

無回答

1.8%
N=1,469

6.8 

30.5 

52.2 

6.0 
2.8 

0.4 0.4 0.8 
0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

N=249

今回調査 前回調査 

※前回調査と選択肢の構成が一部異なる 
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【喫煙の状況 ― 性別・健康状態別】

 

 

【喫煙の状況 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

  

 合計
健康であ
る

まあまあ
健康であ
る

あまり健
康ではな
い

健康では
ない

無回答

全体 (N=628) 32.6 46.5 14.0 4.0 2.9

「たばこ」は吸わない (N=283) 37.8 43.8 11.3 3.5 3.5

吸う (N=169) 28.4 46.7 18.3 4.7 1.8

以前は吸っていたが、やめた (N=176) 28.4 50.6 14.2 4.0 2.8

全体 (N=808) 33.5 51.6 9.5 3.6 1.7

「たばこ」は吸わない (N=625) 32.5 52.6 9.6 3.2 2.1

吸う (N=79) 43.0 40.5 11.4 3.8 1.3

以前は吸っていたが、やめた (N=104) 32.7 53.8 7.7 5.8 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

（％） 

※性別、喫煙の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
「たばこ」は
吸わない

吸う
以前は
吸っていた
が、やめた

無回答

全体 (N=641) 44.0 26.4 27.5 2.2

20～29歳 (N=47) 70.2 19.1 10.6 0.0

30～39歳 (N=90) 55.6 28.9 14.4 1.1

40～49歳 (N=110) 53.6 25.5 20.0 0.9

50～59歳 (N=97) 28.9 36.1 33.0 2.1

60～64歳 (N=42) 28.6 33.3 33.3 4.8

65～74歳 (N=163) 34.4 27.6 37.4 0.6

75～84歳 (N=82) 47.6 12.2 31.7 8.5

85歳以上 (N=10) 50.0 20.0 30.0 0.0

全体 (N=815) 76.3 9.7 12.8 1.2

20～29歳 (N=54) 92.6 1.9 5.6 0.0

30～39歳 (N=135) 72.6 10.4 17.0 0.0

40～49歳 (N=148) 64.9 12.8 21.6 0.7

50～59歳 (N=112) 70.5 16.1 13.4 0.0

60～64歳 (N=63) 63.5 17.5 15.9 3.2

65～74歳 (N=150) 82.0 7.3 9.3 1.3

75～84歳 (N=120) 90.0 4.2 4.2 1.7

85歳以上 (N=33) 84.8 0.0 6.1 9.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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やめたいとは

思わない

61.8%

やめたいと

思う

36.1%

無回答

2.0%
N=249

やめたいとは

思わない

50.5%

やめたいと

思う

47.5%

無回答

2.0%
N=202

（問 31 で「吸う」とお答えの方） 

問 32 あなたは「たばこ」をやめたいと思いますか。（○は 1 つ）  

喫煙者で「たばこ」をやめたいかどうかについては、「やめたいとは思わない」が 61.8％、

「やめたいと思う」が 36.1％となっている。 

経年比較では、「やめたいと思わない」が 11.3 ポイント増となっている。 

性別でみると、「やめたいと思う」が男性では、32.0％、女性では、44.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【禁煙の意向 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 前回調査 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
やめたいと
は思わない

やめたいと
思う

無回答

全体 (N=169) 65.7 32.0 2.4

20～29歳 (N=9) 77.8 22.2 0.0

30～39歳 (N=26) 65.4 34.6 0.0

40～49歳 (N=28) 71.4 28.6 0.0

50～59歳 (N=35) 60.0 40.0 0.0

60～64歳 (N=14) 57.1 35.7 7.1

65～74歳 (N=45) 71.1 26.7 2.2

75～84歳 (N=10) 50.0 40.0 10.0

85歳以上 (N=2) 50.0 0.0 50.0

全体 (N=79) 54.4 44.3 1.3

20～29歳 (N=1) 100.0 0.0 0.0

30～39歳 (N=14) 35.7 64.3 0.0

40～49歳 (N=19) 52.6 47.4 0.0

50～59歳 (N=18) 50.0 50.0 0.0

60～64歳 (N=11) 72.7 18.2 9.1

65～74歳 (N=11) 72.7 27.3 0.0

75～84歳 (N=5) 40.0 60.0 0.0

85歳以上 (N=0) 0.0 0.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性



 

58 

（問 32 で「やめたいと思う」とお答えの方） 

「たばこ」をやめるためにどのような支援があればよいとお考えですか。 

（○はあてはまるもの全て）  

「たばこ」をやめたい人が希望する支援については、「特に必要ない」が 38.9％と最も多

く、次いで「医師などによるサポート」が 30.0％、「禁煙に関する情報の提供」が 27.8％と

なっている。 

性別でみると、男性では、「禁煙に関する情報の提供」が 29.6％、女性では、「医師などに

よるサポート」が 37.1％と多くなっている。 

 

 

 

その他の記入欄には「病院代のサポート」といった回答があった。 

 

 

 

 

【禁煙の支援 ― 性別】 

 

 

  

14.4 

30.0 

27.8 

38.9 

6.7 

3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=90

禁煙のための講座・教室

医師などによるサポート

禁煙に関する情報の提供

特に必要ない

その他

無回答

 合計
禁煙のため
の講座・教
室

医師などに
よるサポー
ト

禁煙に関
する情報の
提供

特に必要
ない

その他 無回答

全体 (N=89) 14.6 30.3 27.0 39.3 6.7 3.4

男性 (N=54) 22.2 25.9 29.6 37.0 7.4 3.7

女性 (N=35) 2.9 37.1 22.9 42.9 5.7 2.9

■：１位　■：２位

（％） 

※性別の設問で無回答のものを除く 
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全く気にならなかった

4.1%

気にならなかった

5.0%

気にはなったが

不快にはならなかった

19.1%

不快になった

33.5%

たいへん

不快になった

35.7%

無回答

2.6%
N=911

（問 31 で「吸わない」とお答えの方） 

問 33 あなたは、受動喫煙（他人が吸った「たばこ」の煙を吸わされること。）にあったとき、ど

のように感じましたか。（○は 1 つ）  

「たばこ」を吸わない人の受動喫煙

については、「たいへん不快になった」

が 35.7％と最も多く、次いで「不快

になった」が 33.5％となっている。 

職業別にみると、「会社員・公務員」

「パート・アルバイト」で「たいへん

不快になった」が多くなっている。 

性別でみると、たいへん不快になっ

た」は、男性が 33.3％、女性が 37.1％

となっている。 
 

【受動喫煙時の気分 ― 職業別】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【受動喫煙時の気分 ― 性別・年代別】 

 

  

（％） 

（％） 

※職業の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
全く気にな
らなかった

気にならな
かった

気にはなっ
たが丌快に
はならな
かった

丌快になっ
た

たいへん丌
快になった

無回答

全体 (N=282) 6.0 6.4 21.3 31.6 33.3 1.4

20～29歳 (N=33) 3.0 12.1 27.3 27.3 27.3 3.0

30～39歳 (N=50) 2.0 8.0 18.0 30.0 40.0 2.0

40～49歳 (N=59) 6.8 0.0 20.3 32.2 40.7 0.0

50～59歳 (N=28) 0.0 7.1 7.1 50.0 35.7 0.0

60～64歳 (N=12) 0.0 8.3 25.0 25.0 33.3 8.3

65～74歳 (N=56) 10.7 3.6 25.0 30.4 30.4 0.0

75～84歳 (N=39) 10.3 10.3 25.6 28.2 25.6 0.0

85歳以上 (N=5) 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0

全体 (N=622) 3.1 4.5 18.0 34.6 37.1 2.7

20～29歳 (N=50) 6.0 4.0 18.0 34.0 38.0 0.0

30～39歳 (N=98) 1.0 2.0 17.3 26.5 53.1 0.0

40～49歳 (N=96) 2.1 5.2 14.6 35.4 41.7 1.0

50～59歳 (N=79) 1.3 1.3 10.1 31.6 55.7 0.0

60～64歳 (N=40) 0.0 5.0 10.0 50.0 32.5 2.5

65～74歳 (N=123) 0.8 5.7 21.1 36.6 32.5 3.3

75～84歳 (N=108) 7.4 6.5 23.1 38.0 17.6 7.4

85歳以上 (N=28) 10.7 7.1 32.1 25.0 14.3 10.7

■：１位　■：２位

男性

女性

 合計
全く気にな
らなかった

気にならな
かった

気にはなっ
たが丌快に
はならな
かった

丌快になっ
た

たいへん丌
快になった

無回答

全体 (N=904) 4.1 5.1 19.2 33.4 35.5 2.7

自営業 (N=152) 4.6 3.9 25.0 31.6 30.3 4.6

会社員・公務員 (N=314) 3.5 4.5 17.2 33.4 40.8 0.6

パート・アルバイト (N=110) 0.0 5.5 10.9 36.4 45.5 1.8

学生 (N=11) 0.0 0.0 27.3 36.4 36.4 0.0

無職 (N=270) 7.0 7.0 19.6 33.3 28.5 4.4

その他 (N=47) 0.0 2.1 29.8 31.9 34.0 2.1

■：１位　■：２位
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禁煙席のある

店を選ぶ

48.8%

気になるが

こだわらない

26.3%

「たばこ」が吸える

店を選ぶ

7.7%

気にしていない

14.4%

無回答

2.7%N=1,469

問 34 飲食店などを利用するにあたっては、禁煙席があるかどうか気になりますか。 

（○は 1 つ）  

飲食店を利用する際の禁煙席の有無

については、「禁煙席のある店を選ぶ」

が 48.8％と最も多く、次いで「気にな

るがこだわらない」が 26.3％、「気にし

ていない」が 14.4％となっている。 

性別でみると、女性では、「禁煙席の

ある店を選ぶ」が 57.4％で、男性の

38.4％よりも 19ポイント高くなってい

る。 

 

 

【禁煙席設置の飲食店の選択 ― 職業別】 

 
 

【禁煙席設置の飲食店の選択 ― 性別・年代別】 

 

 合計
禁煙席の
ある店を選
ぶ

「たばこ」が
吸える店を
選ぶ

気になるが
こだわらな
い

気にしてい
ない

無回答

全体 (N=1,452) 49.0 7.7 26.5 14.4 2.4

自営業 (N=263) 44.5 8.4 27.8 16.0 3.4

会社員・公務員 (N=507) 48.5 8.1 29.0 13.6 0.8

パート・アルバイト (N=192) 51.0 10.9 26.0 10.9 1.0

学生 (N=11) 54.5 0.0 45.5 0.0 0.0

無職 (N=414) 50.7 6.0 21.7 17.4 4.1

その他 (N=65) 52.3 4.6 30.8 7.7 4.6

■：１位　■：２位

 合計
禁煙席の
ある店を選
ぶ

「たばこ」が
吸える店を
選ぶ

気になるが
こだわらな
い

気にしてい
ない

無回答

全体 (N=641) 38.4 11.1 28.7 20.0 1.9

20～29歳 (N=47) 38.3 6.4 31.9 23.4 0.0

30～39歳 (N=90) 36.7 14.4 32.2 16.7 0.0

40～49歳 (N=110) 43.6 8.2 30.9 16.4 0.9

50～59歳 (N=97) 38.1 12.4 30.9 17.5 1.0

60～64歳 (N=42) 26.2 11.9 38.1 21.4 2.4

65～74歳 (N=163) 41.1 13.5 22.1 22.1 1.2

75～84歳 (N=82) 39.0 7.3 25.6 19.5 8.5

85歳以上 (N=10) 0.0 10.0 30.0 60.0 0.0

全体 (N=815) 57.4 5.0 24.2 10.3 3.1

20～29歳 (N=54) 55.6 1.9 25.9 16.7 0.0

30～39歳 (N=135) 67.4 3.7 19.3 8.1 1.5

40～49歳 (N=148) 50.7 6.8 31.1 9.5 2.0

50～59歳 (N=112) 58.9 11.6 23.2 4.5 1.8

60～64歳 (N=63) 50.8 11.1 23.8 14.3 0.0

65～74歳 (N=150) 60.7 2.7 24.0 10.0 2.7

75～84歳 (N=120) 57.5 0.8 22.5 10.8 8.3

85歳以上 (N=33) 42.4 0.0 21.2 24.2 12.1

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

※職業の設問で無回答のものを除く 
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問 35 あなたはお酒を飲みますか。（○は 1 つ）  

飲酒については、「飲む」が 60.2％、「飲まない」が 38.4％となっている。 

経年比較では、「飲む」が 2.8ポイント増となっている。 

性別・年代別でみると、女性の 59歳以下で「飲む」が他の年代に比べて多くなっている。 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【飲酒の状況 ― 性別・年代別】 

 

 

  

飲まない

41.3%飲む

57.4%

無回答

1.3%N=1,127

飲まない

38.4%飲む

60.2%

無回答

1.4%N=1,469

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

今回調査 前回調査 

（％） 

 合計 飲まない 飲む 無回答

全体 (N=641) 26.8 72.1 1.1

20～29歳 (N=47) 29.8 70.2 0.0

30～39歳 (N=90) 23.3 76.7 0.0

40～49歳 (N=110) 27.3 72.7 0.0

50～59歳 (N=97) 17.5 81.4 1.0

60～64歳 (N=42) 21.4 78.6 0.0

65～74歳 (N=163) 27.6 72.4 0.0

75～84歳 (N=82) 37.8 54.9 7.3

85歳以上 (N=10) 50.0 50.0 0.0

全体 (N=815) 47.6 51.2 1.2

20～29歳 (N=54) 37.0 63.0 0.0

30～39歳 (N=135) 40.7 59.3 0.0

40～49歳 (N=148) 26.4 73.6 0.0

50～59歳 (N=112) 40.2 59.8 0.0

60～64歳 (N=63) 54.0 46.0 0.0

65～74歳 (N=150) 55.3 44.7 0.0

75～84歳 (N=120) 73.3 21.7 5.0

85歳以上 (N=33) 72.7 15.2 12.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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1日

20.7%

2日

11.1%

3日

9.9%
4日

6.0%
5日

11.0%

6日

8.4%

7日

23.5%

無回答

9.3%N=646

（問 35 で「飲む」とお答えの方） 

週あたり[  ]日程度飲む  

飲酒の週あたりの日数については、「7日」が 24.7％と最も多く、次いで「1日」が 22.4％、

「2日」が 13.0％となっている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。 

性別・年代別でみると、男性は、40歳以上で「7日」が多く、女性は、64歳以下で「1日」

が多くなっている。 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飲酒の週あたりの日数 ― 性別・年代別】 

   

  合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 丌明

全体 (N=462) 15.2 10.4 11.3 8.0 10.2 11.7 31.0 2.4

20～29歳 (N=33) 27.3 33.3 21.2 6.1 6.1 3.0 3.0 0.0

30～39歳 (N=69) 27.5 14.5 13.0 11.6 2.9 7.2 23.2 0.0

40～49歳 (N=80) 17.5 8.8 7.5 10.0 10.0 17.5 28.8 0.0

50～59歳 (N=79) 7.6 7.6 7.6 8.9 15.2 16.5 34.2 2.5

60～64歳 (N=33) 24.2 12.1 12.1 0.0 6.1 12.1 27.3 6.1

65～74歳 (N=118) 10.2 6.8 14.4 7.6 11.9 8.5 38.1 2.5

75～84歳 (N=45) 4.4 2.2 6.7 6.7 15.6 15.6 46.7 2.2

85歳以上 (N=5) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 60.0

全体 (N=417) 30.2 16.1 10.8 6.7 6.7 8.6 18.0 2.9

20～29歳 (N=34) 47.1 29.4 8.8 0.0 0.0 5.9 2.9 5.9

30～39歳 (N=80) 50.0 13.8 13.8 3.8 2.5 6.3 8.8 1.3

40～49歳 (N=109) 24.8 13.8 13.8 9.2 9.2 7.3 22.0 0.0

50～59歳 (N=67) 28.4 17.9 4.5 10.4 1.5 10.4 25.4 1.5

60～64歳 (N=29) 24.1 17.2 13.8 6.9 3.4 13.8 20.7 0.0

65～74歳 (N=67) 16.4 14.9 9.0 6.0 17.9 11.9 17.9 6.0

75～84歳 (N=26) 23.1 7.7 7.7 7.7 3.8 7.7 26.9 15.4

85歳以上 (N=5) 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

1日

22.4%

2日

13.0%

3日

11.0%

4日

7.3%

5日

8.7%

6日

10.2%

7日

24.7%

無回答

2.7%N=885

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

今回調査 前回調査 

（％） 
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はい

21.6%

いいえ

76.8%

無回答

1.6%N=885

はい

17.0%

いいえ

80.8%

無回答

2.2%
N=646

（問 35 で「飲む」とお答えの方） 

一日当たり日本酒換算で 3 合以上飲みますか。（○は 1 つ） 

一日当たり日本酒換算で 3合以上飲むかどうかについては、「いいえ」が 76.8％、「はい」

が 21.6％となっている。 

経年比較では、「はい」が 4.6ポイント増となっている。 

1日の飲酒量と飲酒の日数をみると、一日当たり 3合以上飲む人は週に 7日飲む人が多く、

一日当たり 3合未満の人は週に 1日飲む人が多くなっている。 

性別でみると、「はい」が男性では、29.9％、女性では、12.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1 日あたり日本酒換算で 3 合以上の飲酒 ― 週当たりの日数別】 

  

 

 

【ハイリスク飲酒者の割合】 

  

 合計 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

全体 （N=871) 22.4 13.0 11.0 7.5 8.7 10.3 25.0 2.1

はい （N=191) 9.4 11.5 11.5 6.8 6.8 12.6 40.3 1.0

いいえ （N=680) 26.0 13.4 10.9 7.6 9.3 9.7 20.7 2.4

■：１位　■：２位

 29 年度 24 年度 

ハイリスク飲酒 

（1 日３合以上かつ 

週 7 日飲酒） 

8.8％ 7.0％ 

今回調査 前回調査 

（％） 

※1 日に 3 合以上飲むかの設問で無回答のものを除く 
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【1 日あたり日本酒換算で 3 合以上の飲酒 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

  合計 はい いいえ 無回答

全体 (N=462) 29.9 68.8 1.3

20～29歳 (N=33) 24.2 75.8 0.0

30～39歳 (N=69) 31.9 68.1 0.0

40～49歳 (N=80) 41.3 58.8 0.0

50～59歳 (N=79) 36.7 62.0 1.3

60～64歳 (N=33) 15.2 81.8 3.0

65～74歳 (N=118) 24.6 72.0 3.4

75～84歳 (N=45) 24.4 75.6 0.0

85歳以上 (N=5) 20.0 80.0 0.0

全体 (N=417) 12.5 85.9 1.7

20～29歳 (N=34) 11.8 82.4 5.9

30～39歳 (N=80) 11.3 88.8 0.0

40～49歳 (N=109) 22.0 78.0 0.0

50～59歳 (N=67) 9.0 85.1 6.0

60～64歳 (N=29) 10.3 89.7 0.0

65～74歳 (N=67) 6.0 92.5 1.5

75～84歳 (N=26) 3.8 96.2 0.0

85歳以上 (N=5) 20.0 80.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性



 台東区 健康づくりと医療に関する区民意識調査 

 

65 

問 36 あなたは一日 3 食きちんと食べていますか。（○は 1 つ）  

一日の食事については、「3食、食べている」が 69.2％と最も多く、ついで「朝食はほと

んど食べない」が 13.7％、「朝食を抜くことがある」が 9.6％となっている。 

経年比較では、「3食、食べている」が 4.8ポイント減となり、「朝食はほとんど食べない」

が 2.7ポイント増となっている。 

年代別でみると、年代が下がるにつれて「朝食はほとんど食べない」が多くなる傾向がみ

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「昼食食べない」「1日 2食」「1日 1食」といった回答があった。 

 

  

3 食、食べている

69.2%

朝食を抜くことがある

9.6%

朝食はほとんど

食べない

13.7%

その他

6.3%

無回答

1.2%
N=1,469

今回調査 前回調査 

3 食、食べている

74.0%

朝食を抜くことがある

8.7%

朝食はほとんど

食べない

11.0%

その他

5.1%

無回答

1.2%

N=1,127
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【1 日の食事の状況 ― 性別・健康状態別】 

 

 

【1 日の食事の状況 ― 年代別】 

 

  

 合計
健康であ
る

まあまあ
健康であ
る

あまり健
康ではな
い

健康では
ない

無回答

全体 (N=633) 32.9 46.4 13.9 3.8 3.0

3食、食べている (N=412) 33.7 46.8 12.4 3.4 3.6

朝食を抜くことがある (N=67) 29.9 47.8 17.9 1.5 3.0

朝食はほとんど食べない (N=111) 29.7 51.4 15.3 2.7 0.9

その他 (N=43) 37.2 27.9 18.6 14.0 2.3

全体 (N=811) 33.5 51.7 9.5 3.6 1.7

3食、食べている (N=598) 33.3 50.8 10.0 4.2 1.7

朝食を抜くことがある (N=74) 29.7 59.5 6.8 1.4 2.7

朝食はほとんど食べない (N=90) 34.4 52.2 7.8 3.3 2.2

その他 (N=49) 40.8 49.0 10.2 0.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

 合計
3 食、食べ
ている

朝食を抜く
ことがある

朝食はほと
んど食べな
い

その他 無回答

全体 (N=1,460) 69.2 9.6 13.8 6.3 1.2

20～29歳 (N=101) 50.5 14.9 30.7 4.0 0.0

30～39歳 (N=225) 58.2 14.2 21.8 4.9 0.9

40～49歳 (N=258) 64.0 12.4 18.2 5.4 0.0

50～59歳 (N=209) 72.2 8.1 12.0 6.2 1.4

60～64歳 (N=105) 64.8 10.5 10.5 14.3 0.0

65～74歳 (N=315) 79.4 5.1 7.0 7.6 1.0

75～84歳 (N=203) 77.8 7.4 5.9 5.4 3.4

85歳以上 (N=44) 81.8 4.5 9.1 0.0 4.5

■：１位　■：２位

（％） 

（％） 

※性別、1 日 3 食の食事の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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問 37 あなたは一日に主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を何食とっていますか。 

（○は 1 つ）  

主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日に何食とっているかについては、「2食」が

43.2％と最も多く、ついで「3食」が 25.2％、「1食」が 24.2％となっている。 

経年比較では、「3食」が 5.8ポイント減、「1食」が 4.1ポイント増となっている。 

年代別でみると、年代が上がるにつれ、「3 食」が増えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日に何食とっているか ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

とっていない

5.9%

1食

24.2%

2食

43.2%

3食

25.2%

無回答

1.6%
N=1,469

今回調査 前回調査 

とっていない

4.2%

1食

20.1%

2食

43.5%

3食

31.0%

無回答

1.2%N=1,127

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
とっていな
い

1食 2食 3食 無回答

全体 (N=641) 7.8 25.3 42.7 22.6 1.6

20～29歳 (N=47) 12.8 36.2 36.2 14.9 0.0

30～39歳 (N=90) 13.3 36.7 38.9 10.0 1.1

40～49歳 (N=110) 7.3 29.1 46.4 17.3 0.0

50～59歳 (N=97) 10.3 27.8 41.2 18.6 2.1

60～64歳 (N=42) 0.0 23.8 57.1 19.0 0.0

65～74歳 (N=163) 6.1 21.5 42.9 28.8 0.6

75～84歳 (N=82) 2.4 9.8 40.2 40.2 7.3

85歳以上 (N=10) 20.0 0.0 40.0 40.0 0.0

全体 (N=815) 4.4 23.3 43.8 27.1 1.3

20～29歳 (N=54) 13.0 38.9 38.9 9.3 0.0

30～39歳 (N=135) 7.4 32.6 45.9 14.1 0.0

40～49歳 (N=148) 8.1 30.4 48.0 13.5 0.0

50～59歳 (N=112) 2.7 24.1 48.2 25.0 0.0

60～64歳 (N=63) 4.8 22.2 44.4 28.6 0.0

65～74歳 (N=150) 0.7 16.0 48.0 35.3 0.0

75～84歳 (N=120) 0.0 10.0 28.3 54.2 7.5

85歳以上 (N=33) 0.0 9.1 45.5 39.4 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 38 あなたは、1 日にあなたが必要とされているカロリーを知っていますか。（○は 1 つ）  

必要なカロリーを知っているかについては、「はい」が 39.3％、「いいえ」が 58.7％とな

っている。 

経年比較では、「いいえ」が 4.7ポイント増となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 30～39歳、女性の 50～64歳で「はい」が他の年代と比べ

て多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要とされているカロリーの認知度 ― 性別・年代別】 

 

 

  

はい

43.4%
いいえ

54.0%

無回答

2.6%N=1,127

はい

39.3%

いいえ

58.7%

無回答

2.0%
N=1,469

今回調査 前回調査 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

  合計 はい いいえ 無回答

全体 (N=641) 36.2 62.1 1.7

20～29歳 (N=47) 40.4 59.6 0.0

30～39歳 (N=90) 50.0 50.0 0.0

40～49歳 (N=110) 40.9 59.1 0.0

50～59歳 (N=97) 35.1 62.9 2.1

60～64歳 (N=42) 28.6 71.4 0.0

65～74歳 (N=163) 33.7 65.0 1.2

75～84歳 (N=82) 23.2 69.5 7.3

85歳以上 (N=10) 30.0 60.0 10.0

全体 (N=815) 42.0 56.0 2.1

20～29歳 (N=54) 37.0 63.0 0.0

30～39歳 (N=135) 43.0 57.0 0.0

40～49歳 (N=148) 45.3 54.7 0.0

50～59歳 (N=112) 51.8 47.3 0.9

60～64歳 (N=63) 50.8 49.2 0.0

65～74歳 (N=150) 40.7 58.7 0.7

75～84歳 (N=120) 31.7 59.2 9.2

85歳以上 (N=33) 24.2 63.6 12.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 39 あなたは、食品に記載されているカロリーなどの栄養表示を参考にしていますか。 

（○は 1 つ）  

栄養表示を参考にしているかについては、「はい」が 42.5％、「いいえ」が 56.0％となっ

ている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。 

性別でみると、「はい」は、女性が 49.4％で、男性の 34.0％と比較して、15.4ポイント高

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【栄養表示の参考状況 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

40.3%
いいえ

58.5%

無回答

1.2%N=1,127

今回調査 前回調査 

はい

42.5%
いいえ

56.0%

無回答

1.6%
N=1,469

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

  合計 はい いいえ 無回答

全体 (N=641) 34.0 64.7 1.2

20～29歳 (N=47) 40.4 59.6 0.0

30～39歳 (N=90) 51.1 48.9 0.0

40～49歳 (N=110) 49.1 50.9 0.0

50～59歳 (N=97) 38.1 59.8 2.1

60～64歳 (N=42) 21.4 78.6 0.0

65～74歳 (N=163) 22.7 77.3 0.0

75～84歳 (N=82) 17.1 76.8 6.1

85歳以上 (N=10) 20.0 70.0 10.0

全体 (N=815) 49.4 49.1 1.5

20～29歳 (N=54) 50.0 50.0 0.0

30～39歳 (N=135) 58.5 41.5 0.0

40～49歳 (N=148) 62.2 37.8 0.0

50～59歳 (N=112) 64.3 35.7 0.0

60～64歳 (N=63) 44.4 55.6 0.0

65～74歳 (N=150) 42.7 57.3 0.0

75～84歳 (N=120) 29.2 62.5 8.3

85歳以上 (N=33) 18.2 75.8 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 40 あなたの睡眠による休養は十分ですか。（○は 1 つ）  

睡眠による休養については、「ほぼ足り

ている」が 33.8％と最も多く、次いで「や

や不足している」が 32.1％、「十分足りて

いる」が 27.7％となっている。 

年代別でみると、年代が下がるにつれ

て睡眠が不足している傾向がみられる。 

 

 

 

【睡眠の充足感 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【睡眠の充足感 ― 性別・健康状態別】 

 

 

 合計
健康であ
る

まあまあ
健康であ
る

あまり健
康ではな
い

健康では
ない

無回答

全体 (N=637) 32.8 46.5 13.8 3.9 3.0

十分足りている (N=179) 36.9 41.3 12.8 4.5 4.5

ほぼ足りている (N=220) 36.8 47.7 9.5 2.7 3.2

やや不足している (N=200) 26.5 49.5 18.5 3.5 2.0

全く不足している (N=38) 23.7 47.4 18.4 10.5 0.0

全体 (N=814) 33.5 51.7 9.6 3.6 1.6

十分足りている (N=223) 40.8 44.4 8.5 4.0 2.2

ほぼ足りている (N=275) 32.7 54.9 6.9 2.9 2.5

やや不足している (N=270) 31.1 53.7 12.6 2.2 0.4

全く不足している (N=46) 17.4 56.5 13.0 13.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

十分

足りている

27.7%

ほぼ

足りている

33.8%

やや

不足している

32.1%

全く不足している

5.7%

無回答

0.7%
N=1,469

（％） 

（％） 

※性別、睡眠の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
十分
足りている

ほぼ
足りている

やや丌足
している

全く丌足
している

無回答

全体 (N=641) 27.9 34.2 31.0 5.9 0.9

20～29歳 (N=47) 19.1 38.3 40.4 2.1 0.0

30～39歳 (N=90) 21.1 28.9 41.1 8.9 0.0

40～49歳 (N=110) 26.4 30.9 33.6 9.1 0.0

50～59歳 (N=97) 18.6 34.0 36.1 9.3 2.1

60～64歳 (N=42) 19.0 42.9 31.0 7.1 0.0

65～74歳 (N=163) 33.7 39.3 23.3 3.7 0.0

75～84歳 (N=82) 41.5 28.0 24.4 1.2 4.9

85歳以上 (N=10) 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0

全体 (N=815) 27.2 33.7 33.0 5.5 0.5

20～29歳 (N=54) 11.1 48.1 38.9 1.9 0.0

30～39歳 (N=135) 21.5 27.4 43.0 8.1 0.0

40～49歳 (N=148) 23.0 32.4 38.5 6.1 0.0

50～59歳 (N=112) 21.4 31.3 35.7 10.7 0.9

60～64歳 (N=63) 17.5 39.7 39.7 3.2 0.0

65～74歳 (N=150) 35.3 34.7 26.7 3.3 0.0

75～84歳 (N=120) 42.5 34.2 20.0 2.5 0.8

85歳以上 (N=33) 42.4 33.3 12.1 6.1 6.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 41 あなたは、ストレスを感じていますか。（○は 1 つ）  

ストレスについては、「ときどき感じることがある」が 55.3％と最も多く、次いで「常に

感じている」が 22.0％、「ほとんど感じていない」が 17.8％となっている。 

睡眠の状況別にみると、ストレスを常に感じている人では睡眠が「全く不足している」が

多くなっている。 

性別・健康状態別にみると、男女ともに「健康ではない」人でストレスを「常に感じてい

る」が多くなっている。 

年代別でみると、男女とも 59歳以下で「常に感じている」が多い傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ストレスの有無 ― 睡眠の充足感】 

 

 

  

常に

感じている

22.0%

ときどき感じることが

ある

55.3%

ほとんど

感じていない

17.8%

全く感じていない

3.9% 無回答

1.0%

N=1,469

（％） 

※睡眠の設問で無回答のものを除く 

 合計
常に感じて
いる

ときどき感
じることが
ある

ほとんど感
じていない

全く感じて
いない

無回答

全体 (N=1,458) 22.2 55.8 17.9 4.0 0.2

十分足りている (N=407) 12.3 50.1 28.7 8.4 0.5

ほぼ足りている (N=496) 13.5 64.9 18.5 2.8 0.2

やや丌足している (N=471) 32.5 55.8 10.0 1.7 0.0

全く丌足している (N=84) 63.1 28.6 6.0 2.4 0.0

■：１位　■：２位
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【ストレスの有無 ― 性別、健康状態別】 

 
 

【ストレスの有無 ― 性別・年代別】 

 

 

 

  

 合計
常に感じて
いる

ときどき感
じることが
ある

ほとんど感
じていない

全く感じて
いない

無回答

全体 (N=623) 21.3 51.8 20.7 5.3 0.8

健康である (N=209) 17.2 48.8 25.8 8.1 0.0

まあまあ健康である (N=298) 18.5 57.4 20.8 2.7 0.7

あまり健康ではない (N=89) 36.0 44.9 10.1 7.9 1.1

健康ではない (N=27) 37.0 37.0 14.8 3.7 7.4

全体 (N=804) 22.9 58.6 15.2 2.6 0.7

健康である (N=273) 14.7 61.2 18.7 5.1 0.4

まあまあ健康である (N=422) 23.7 59.5 14.7 1.4 0.7

あまり健康ではない (N=80) 36.3 52.5 7.5 1.3 2.5

健康ではない (N=29) 51.7 37.9 10.3 0.0 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

（％） 

※性別・健康状態の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
常に
感じている

ときどき感
じることが
ある

ほとんど感
じていない

全く感じて
いない

無回答

全体 (N=641) 21.2 51.6 21.1 5.1 0.9

20～29歳 (N=47) 23.4 61.7 10.6 4.3 0.0

30～39歳 (N=90) 26.7 55.6 13.3 4.4 0.0

40～49歳 (N=110) 31.8 52.7 14.5 0.9 0.0

50～59歳 (N=97) 28.9 52.6 14.4 2.1 2.1

60～64歳 (N=42) 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0

65～74歳 (N=163) 12.9 46.0 31.9 9.2 0.0

75～84歳 (N=82) 13.4 43.9 30.5 7.3 4.9

85歳以上 (N=10) 0.0 20.0 50.0 30.0 0.0

全体 (N=815) 22.7 58.7 15.1 2.7 0.9

20～29歳 (N=54) 27.8 61.1 11.1 0.0 0.0

30～39歳 (N=135) 28.1 61.5 8.9 1.5 0.0

40～49歳 (N=148) 29.1 56.8 9.5 4.7 0.0

50～59歳 (N=112) 29.5 55.4 11.6 2.7 0.9

60～64歳 (N=63) 19.0 66.7 14.3 0.0 0.0

65～74歳 (N=150) 14.0 62.0 21.3 2.7 0.0

75～84歳 (N=120) 16.7 54.2 23.3 3.3 2.5

85歳以上 (N=33) 9.1 48.5 27.3 6.1 9.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 42 あなたは、ご自身の歯や口の状態についてどのように感じていますか。（○は 1 つ）  

歯や口の状態については、「やや不満だが日常生活には困らない」が 51.7％と最も多く、

次いで「ほぼ満足している」が 39.1％、「不自由や苦痛を感じている」が 8.0％となってい

る。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。 

性別・健康状態別にみると、口腔の状態にほぼ満足している人では、「健康である」が多

くなっている。 

性別でみると、「不自由や苦痛を感じている」が、男性が 9.5％、女性が 6.5％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほぼ

満足している

39.1%

やや不満だが

日常生活には困らない

51.7%

不自由や苦痛を

感じている

8.0%

無回答

1.2%

N=1,469

今回調査 前回調査 

ほぼ

満足している

38.6%

やや不満だが

日常生活には困らない

52.3%

不自由や苦痛を感

じている

8.0%

無回答

1.1%
N=1,127
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【歯や口の状態の評価 ― 性別、健康状態別】 

 

 

【歯や口の状態の評価 ― 性別・年代別】 

 

 

 

  

 合計
ほぼ満足し
ている

やや丌満
だが日常
生活には
困らない

丌自由や
苦痛を感じ
ている

無回答

全体 (N=623) 38.4 50.7 9.5 1.4

健康である (N=209) 53.6 38.3 7.2 1.0

まあまあ健康である (N=298) 36.2 55.0 7.7 1.0

あまり健康ではない (N=89) 18.0 66.3 14.6 1.1

健康ではない (N=27) 11.1 48.1 29.6 11.1

全体 (N=804) 39.6 53.0 6.7 0.7

健康である (N=273) 49.1 45.4 5.1 0.4

まあまあ健康である (N=422) 37.2 56.4 5.9 0.5

あまり健康ではない (N=80) 22.5 58.8 15.0 3.8

健康ではない (N=29) 31.0 58.6 10.3 0.0

■：１位　■：２位

男性

女性

（％） 

（％） 

※性別、健康状態の設問で無回答のものを除く 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
ほぼ満足し
ている

やや丌満
だが日常
生活には
困らない

丌自由や
苦痛を感じ
ている

無回答

全体 (N=641) 38.7 50.4 9.5 1.4

20～29歳 (N=47) 40.4 51.1 6.4 2.1

30～39歳 (N=90) 37.8 54.4 7.8 0.0

40～49歳 (N=110) 45.5 47.3 7.3 0.0

50～59歳 (N=97) 41.2 48.5 8.2 2.1

60～64歳 (N=42) 28.6 54.8 16.7 0.0

65～74歳 (N=163) 38.0 51.5 9.8 0.6

75～84歳 (N=82) 31.7 47.6 14.6 6.1

85歳以上 (N=10) 50.0 50.0 0.0 0.0

（再掲）60歳以上 (N=297) 35.4 50.8 11.8 2.0

全体 (N=815) 40.0 52.6 6.5 0.9

20～29歳 (N=54) 31.5 57.4 11.1 0.0

30～39歳 (N=135) 41.5 51.1 7.4 0.0

40～49歳 (N=148) 36.5 57.4 6.1 0.0

50～59歳 (N=112) 42.9 52.7 3.6 0.9

60～64歳 (N=63) 30.2 61.9 7.9 0.0

65～74歳 (N=150) 46.7 48.7 4.7 0.0

75～84歳 (N=120) 40.0 49.2 7.5 3.3

85歳以上 (N=33) 42.4 42.4 9.1 6.1

（再掲）60歳以上 (N=366) 41.3 50.5 6.6 1.6

■：１位　■：２位

女性

男性
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問 43 あなたの歯は何本ありますか。本数を記入してください。正確に分からない場合は、お

およその数を記入してください。（永久歯は親知らずが全部生えると 32 本です。）  

歯の本数については、「28本以上」が 54.9％と最も多く、次いで「24～27本」が 19.6％、

「1～15本」が 13.1％となっている。 

経年比較では、「28本以上」が 2.5ポイント増となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 40歳以降、年代が上がるにつれて「28本以上」が尐

なくなっている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歯の本数 ― 性別・年代別】 

  

0本

3.1%
1～15本

13.1%

16～19本

2.5%

20～23本

6.8%

24～27本

19.6%

28本以上

54.9%

N=1,373

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

0本

3.3%
1～15本

13.4%

16～19本

2.7%

20～23本

8.9%

24～27本

19.3%

28本以上

52.4%

N=1,062

今回調査 前回調査 

  合計 ０本 １～15本
16～19
本

20～23
本

24～27
本

28本以上 無回答

全体 (N=641) 3.4 12.9 2.3 7.2 17.3 50.4 6.4

20～29歳 (N=47) 2.1 0.0 0.0 0.0 10.6 85.1 2.1

30～39歳 (N=90) 0.0 1.1 0.0 1.1 8.9 84.4 4.4

40～49歳 (N=110) 0.0 5.5 0.9 2.7 20.0 69.1 1.8

50～59歳 (N=97) 0.0 9.3 1.0 7.2 23.7 52.6 6.2

60～64歳 (N=42) 0.0 14.3 9.5 7.1 31.0 35.7 2.4

65～74歳 (N=163) 6.7 17.8 3.7 15.3 17.8 28.2 10.4

75～84歳 (N=82) 11.0 35.4 2.4 7.3 11.0 20.7 12.2

85歳以上 (N=10) 10.0 30.0 10.0 10.0 20.0 20.0 0.0

全体 (N=815) 2.3 11.4 2.3 5.8 19.1 52.5 6.5

20～29歳 (N=54) 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 81.5 1.9

30～39歳 (N=135) 0.0 0.7 0.0 2.2 13.3 83.0 0.7

40～49歳 (N=148) 0.0 2.0 0.0 2.0 15.5 79.7 0.7

50～59歳 (N=112) 0.9 6.3 0.9 3.6 27.7 58.9 1.8

60～64歳 (N=63) 0.0 12.7 1.6 9.5 31.7 36.5 7.9

65～74歳 (N=150) 3.3 19.3 5.3 9.3 24.0 27.3 11.3

75～84歳 (N=120) 5.0 27.5 6.7 12.5 15.8 16.7 15.8

85歳以上 (N=33) 21.2 36.4 3.0 6.1 0.0 12.1 21.2

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 44 あなたは、とても憂うつで無気力になるなど、うつ状態や丌安な状態になった経験があ

りますか。（○は 1 つ） 

うつ状態や不安な状態になった経験については、「ある」が 34.6％、「ない」が 63.3％と

なっている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 20～29 歳で「ある」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こころの健康の状態 ― 性別・年代別】 

 

 

  

今回調査 前回調査 

ある

34.6%
ない

63.3%

無回答

2.1%
N=1,469

ある

33.6%
ない

64.9%

無回答

1.5%
N=1,127

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

  合計 ある ない 無回答

全体 (N=641) 32.0 66.0 2.0

20～29歳 (N=47) 48.9 48.9 2.1

30～39歳 (N=90) 35.6 63.3 1.1

40～49歳 (N=110) 40.9 59.1 0.0

50～59歳 (N=97) 33.0 66.0 1.0

60～64歳 (N=42) 28.6 71.4 0.0

65～74歳 (N=163) 24.5 73.0 2.5

75～84歳 (N=82) 24.4 68.3 7.3

85歳以上 (N=10) 10.0 90.0 0.0

全体 (N=815) 36.7 61.2 2.1

20～29歳 (N=54) 53.7 44.4 1.9

30～39歳 (N=135) 47.4 51.9 0.7

40～49歳 (N=148) 39.2 60.8 0.0

50～59歳 (N=112) 41.1 57.1 1.8

60～64歳 (N=63) 31.7 68.3 0.0

65～74歳 (N=150) 29.3 68.7 2.0

75～84歳 (N=120) 25.8 68.3 5.8

85歳以上 (N=33) 21.2 69.7 9.1

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 45 あなたは、ご自身や家族が抑うつ状態や丌安な状態になった際、相談できる場所（保

健所や職場の相談窓口）があるのをご存知ですか。（○は 1 つ）  

うつ状態になった時の相談できる場所を知っているかについては、「はい」が 25.5％、「い

いえ」が 71.7％となっている。 

経年比較では、「はい」が 6.1ポイントの減となっている。 

性別でみると、「はい」は、男性が 23.6％、女性が 27.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こころの健康に関する相談窓口の認知度 ― 性別・年代別】 

 

 

  

今回調査 前回調査 

はい

25.5%

いいえ

71.7%

無回答

2.7%
N=1,469

はい

31.6%

いいえ

66.8%

無回答

1.6%
N=1,127

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

  合計 はい いいえ 無回答

全体 (N=641) 23.6 73.9 2.5

20～29歳 (N=47) 27.7 70.2 2.1

30～39歳 (N=90) 20.0 78.9 1.1

40～49歳 (N=110) 21.8 78.2 0.0

50～59歳 (N=97) 25.8 71.1 3.1

60～64歳 (N=42) 23.8 76.2 0.0

65～74歳 (N=163) 24.5 73.6 1.8

75～84歳 (N=82) 20.7 69.5 9.8

85歳以上 (N=10) 40.0 60.0 0.0

全体 (N=815) 27.2 70.1 2.7

20～29歳 (N=54) 24.1 75.9 0.0

30～39歳 (N=135) 28.1 71.9 0.0

40～49歳 (N=148) 29.1 69.6 1.4

50～59歳 (N=112) 24.1 75.9 0.0

60～64歳 (N=63) 23.8 76.2 0.0

65～74歳 (N=150) 28.7 67.3 4.0

75～84歳 (N=120) 29.2 63.3 7.5

85歳以上 (N=33) 24.2 60.6 15.2

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 46 あなたは、認知症のどんなことに関心がありますか。（○はあてはまるもの全て）  

認知症に関して関心があることについては、「予防に効果的な方法」が 69.3％と最も多く、

次いで「治療に関する情報」が 42.3％、「認知症の人の介護の仕方」が 33.7％となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 20～29歳、女性の 20～39歳で「認知症の人の介護の仕方」

が他の年代に比べて多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認知症について関心があること ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

  

 合計
正しく理解
するための
講座

予防に効
果的な方
法

治療に関
する情報

認知症の
人の介護
の仕方

その他
関心がな
い

無回答

全体 (N=641) 28.9 64.7 38.2 28.5 1.6 12.2 3.1

20～29歳 (N=47) 17.0 57.4 36.2 40.4 4.3 21.3 4.3

30～39歳 (N=90) 25.6 64.4 36.7 34.4 2.2 14.4 1.1

40～49歳 (N=110) 28.2 69.1 42.7 32.7 0.9 14.5 0.0

50～59歳 (N=97) 29.9 72.2 43.3 36.1 0.0 6.2 2.1

60～64歳 (N=42) 35.7 66.7 40.5 28.6 0.0 7.1 4.8

65～74歳 (N=163) 31.3 61.3 33.7 21.5 2.5 11.7 3.1

75～84歳 (N=82) 30.5 62.2 34.1 18.3 1.2 9.8 9.8

85歳以上 (N=10) 30.0 50.0 60.0 0.0 0.0 30.0 0.0

全体 (N=815) 32.1 73.5 45.9 37.8 2.7 5.2 2.8

20～29歳 (N=54) 22.2 57.4 33.3 55.6 1.9 14.8 0.0

30～39歳 (N=135) 25.9 74.8 44.4 54.8 3.0 5.9 0.0

40～49歳 (N=148) 37.2 73.6 58.1 42.6 3.4 4.7 0.0

50～59歳 (N=112) 41.1 77.7 50.9 44.6 3.6 2.7 0.0

60～64歳 (N=63) 30.2 82.5 44.4 36.5 0.0 4.8 0.0

65～74歳 (N=150) 34.7 77.3 46.0 29.3 0.7 2.0 3.3

75～84歳 (N=120) 30.0 70.0 39.2 17.5 5.0 3.3 10.0

85歳以上 (N=33) 21.2 57.6 27.3 9.1 3.0 18.2 18.2

■：１位　■：２位

男性

女性

30.6 

69.3 

42.3 

33.7 

2.3 

8.2 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80%

N=1,469

正しく理解するための講座

予防に効果的な方法

治療に関する情報

認知症の人の介護の仕方

その他

関心がない

無回答

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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問 47 パソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使用して、 

      インターネットをしたり、動画を見たりした後、心や体の丌調を感じたことはありますか。 

（○はあてはまるもの全て）  

パソコンやスマートフォンなどの情

報機器類を使用した際の心や体の不調

については、「目の疲れ・目の乾燥」が

50.8％と最も多く、次いで「肩こり・首

のこり」が 35.1％、「不調は感じない」

が 31.4％となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに年

代が下がるにつれ、「目の疲れ・目の乾

燥」が多くなっている。 

 

 

 

 

その他の記入欄には「持っていない」「使用していません」「めまい」「眠りにつきにくい」

といった回答があった。 

 

 

【情報機器類使用時のこころや体調の丌調 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.4 

50.8 

35.1 

8.4 

7.1 

1.6 

4.9 

2.5 

8.2 

8.6 

0% 20% 40% 60%

N=1,469

不調は感じない

目の疲れ・目の乾燥

肩こり・首のこり

腰の痛み

頭痛

吐き気

手や指の痛み

イライラする

その他

無回答

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計
丌調は感じ
ない

目の疲れ・
目の乾燥

肩こり・首
のこり

腰の痛み 頭痛 吐き気
手や指の
痛み

イライラす
る

その他 無回答

全体 (N=641) 40.6 44.3 27.3 9.0 5.6 1.6 4.2 2.7 5.8 8.4

20～29歳 (N=47) 40.4 59.6 25.5 6.4 10.6 4.3 8.5 6.4 0.0 4.3

30～39歳 (N=90) 37.8 53.3 35.6 12.2 11.1 3.3 6.7 3.3 0.0 4.4

40～49歳 (N=110) 30.9 55.5 48.2 8.2 10.0 2.7 3.6 2.7 2.7 2.7

50～59歳 (N=97) 38.1 53.6 38.1 12.4 4.1 0.0 7.2 2.1 2.1 4.1

60～64歳 (N=42) 52.4 42.9 23.8 9.5 4.8 4.8 2.4 7.1 7.1 0.0

65～74歳 (N=163) 50.9 33.1 11.7 8.6 1.2 0.0 1.8 1.2 11.7 8.6

75～84歳 (N=82) 35.4 23.2 13.4 4.9 1.2 0.0 2.4 1.2 9.8 29.3

85歳以上 (N=10) 20.0 40.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 30.0

全体 (N=815) 24.3 56.3 41.6 7.9 8.2 1.7 5.5 2.5 9.8 8.5

20～29歳 (N=54) 18.5 77.8 57.4 1.9 16.7 0.0 7.4 1.9 3.7 0.0

30～39歳 (N=135) 14.8 80.0 65.2 12.6 18.5 8.1 11.1 6.7 0.7 0.0

40～49歳 (N=148) 23.0 71.6 53.4 12.2 12.2 0.7 6.8 2.7 3.4 0.0

50～59歳 (N=112) 23.2 72.3 57.1 6.3 6.3 1.8 5.4 2.7 2.7 1.8

60～64歳 (N=63) 38.1 54.0 33.3 6.3 0.0 0.0 4.8 3.2 4.8 6.3

65～74歳 (N=150) 31.3 34.7 22.0 5.3 1.3 0.0 0.7 0.0 17.3 15.3

75～84歳 (N=120) 27.5 27.5 15.0 6.7 5.0 0.0 3.3 0.8 25.0 20.0

85歳以上 (N=33) 12.1 9.1 15.2 3.0 0.0 0.0 6.1 0.0 30.3 48.5

■：１位　■：２位

男性

女性
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73.6 

21.5 

16.2 

26.4 

71.5 

21.9 

2.3 

9.7 

12.4 

71.3

7.8

15.4

35.0 

71.2

-

-

-

12.1

0% 20% 40% 60% 80%

食育

ロコモティブシンドローム

COPD（慢性閉そく性肺疾患）

食事バランスガイド

口腔ケア

ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）

フレイル

サルコペニア

無回答

今回調査

（N=1,469）

前回調査

（N=1,127）

（5）健康づくりや医療機関に関する情報について 
 

問 48 あなたは次の言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。（○はあてはまるもの全て）  

健康に関する言葉の認知については、「食育」が 73.6％と最も多く、次いで「口腔ケア」

が 71.5％、「食事バランスガイド」が 26.4％となっている。 

経年比較では、「ロコモティブシンドローム」が 13.7ポイント増となっている一方で、「食

事バランスガイド」が 8.6ポイント減となっている。 

性別でみると、「ロコモティブシンドローム」は、男性が 17.9％、女性が 24.5％となって

いる。また、「ＣＯＰＤ」は、男性が 14.8％、女性が 17.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【健康に関する用語の認知度 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計 食育
ロコモティブ
シンドロー
ム

COPD（慢
性閉そく性
肺疾患）

食事バラン
スガイド

口腔ケア

ＨｂＡ１ｃ
（ヘモグロビ
ンエーワン
シー）

フレイル
サルコペニ
ア

無回答

全体 (N=641) 66.8 17.9 14.8 22.8 61.0 23.2 2.8 8.4 15.9

20～29歳 (N=47) 83.0 12.8 14.9 25.5 59.6 14.9 0.0 4.3 8.5

30～39歳 (N=90) 82.2 23.3 21.1 15.6 55.6 15.6 6.7 15.6 10.0

40～49歳 (N=110) 76.4 16.4 21.8 20.0 62.7 22.7 3.6 8.2 12.7

50～59歳 (N=97) 72.2 23.7 17.5 17.5 70.1 24.7 3.1 9.3 14.4

60～64歳 (N=42) 66.7 23.8 16.7 33.3 64.3 35.7 2.4 7.1 11.9

65～74歳 (N=163) 58.9 15.3 9.8 27.6 65.6 27.6 1.8 8.6 16.6

75～84歳 (N=82) 43.9 13.4 6.1 24.4 50.0 22.0 1.2 3.7 28.0

85歳以上 (N=10) 10.0 10.0 0.0 20.0 10.0 10.0 0.0 0.0 60.0

全体 (N=815) 79.4 24.5 17.3 29.1 80.5 20.9 2.0 10.9 9.1

20～29歳 (N=54) 85.2 20.4 16.7 27.8 66.7 14.8 7.4 3.7 9.3

30～39歳 (N=135) 91.1 21.5 21.5 27.4 85.9 20.7 3.7 14.1 3.7

40～49歳 (N=148) 91.9 25.7 25.7 25.0 84.5 23.0 1.4 9.5 2.7

50～59歳 (N=112) 92.9 31.3 25.0 32.1 90.2 31.3 3.6 16.1 2.7

60～64歳 (N=63) 84.1 20.6 9.5 30.2 90.5 22.2 1.6 9.5 3.2

65～74歳 (N=150) 75.3 31.3 13.3 29.3 85.3 18.7 0.0 11.3 8.0

75～84歳 (N=120) 52.5 20.8 8.3 30.8 64.2 17.5 0.0 10.8 23.3

85歳以上 (N=33) 27.3 6.1 3.0 36.4 48.5 6.1 0.0 0.0 45.5

■：１位　■：２位

男性

女性
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問 49 あなたは、医療機関に関する情報をどうやって入手していますか。 

（○はあてはまるもの全て）  

医療機関情報の入手方法については、「インターネット」が 51.2％と最も多く、次いで「広

報たいとう」が 29.8％、「口(クチ)コミ」が 26.1％となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 64歳以下、女性の 59歳以下で「インターネット」が多く

なっている。男女とも 65歳以上では「広報たいとう」「台東区の身近なお医者さん（医療マ

ップ）」などの紙媒体が多くなっている。 

 

その他の記入欄には「テレビ、新聞、雑誌、本等」「医療機関並びに関係者から」「かかり

つけ医の紹介」「今のところ特に必要性を感じない」「家族から」といった回答があった。 

 

【医療機関情報の入手方法 ― 性別・年代別】 

 

 

8.4 

21.9 

1.3 

29.8 

7.0 

26.1 

51.2 

5.0 

8.4 

0% 20% 40% 60%

N=1,469

東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」

台東区の身近なお医者さん（医療マップ）

台東区患者の声相談窓口（台東保健所）

広報たいとう

区公式ホームページ

口(クチ)コミ

インターネット

その他

無回答

 合計

東京都医
療機関案
内サービス
「ひまわり」

台東区の
身近なお
医者さん
（医療マッ
プ）

台東区患
者の声相
談窓口（台
東保健所）

広報たいと
う

区公式
ホームペー
ジ

口(クチ)コミ
インター
ネット

その他 無回答

全体 (N=641) 6.7 20.6 1.1 23.4 6.7 22.6 53.5 5.6 8.1

20～29歳 (N=47) 2.1 2.1 0.0 6.4 4.3 14.9 87.2 4.3 4.3

30～39歳 (N=90) 3.3 5.6 1.1 10.0 5.6 16.7 84.4 2.2 6.7

40～49歳 (N=110) 7.3 10.9 0.0 20.0 13.6 22.7 77.3 4.5 1.8

50～59歳 (N=97) 6.2 17.5 1.0 23.7 10.3 24.7 67.0 6.2 2.1

60～64歳 (N=42) 7.1 23.8 2.4 21.4 9.5 33.3 42.9 9.5 11.9

65～74歳 (N=163) 8.6 33.7 1.2 33.7 3.7 19.0 29.4 6.7 10.4

75～84歳 (N=82) 9.8 32.9 2.4 30.5 1.2 34.1 12.2 7.3 18.3

85歳以上 (N=10) 0.0 50.0 0.0 40.0 0.0 10.0 0.0 0.0 30.0

全体 (N=815) 9.6 22.8 1.3 35.0 7.4 28.8 49.9 4.7 8.2

20～29歳 (N=54) 7.4 11.1 0.0 9.3 13.0 37.0 81.5 1.9 3.7

30～39歳 (N=135) 8.9 14.8 1.5 23.0 11.1 25.9 84.4 3.0 3.7

40～49歳 (N=148) 10.1 19.6 1.4 32.4 12.8 31.1 73.6 2.7 2.7

50～59歳 (N=112) 14.3 17.9 2.7 31.3 14.3 33.0 67.9 6.3 1.8

60～64歳 (N=63) 7.9 19.0 0.0 42.9 0.0 36.5 39.7 3.2 7.9

65～74歳 (N=150) 8.7 31.3 0.7 49.3 2.0 26.7 19.3 6.7 11.3

75～84歳 (N=120) 9.2 35.8 1.7 45.8 0.0 23.3 8.3 5.0 15.8

85歳以上 (N=33) 6.1 27.3 3.0 30.3 0.0 18.2 0.0 12.1 39.4

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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広報たいとうでの

医療に関する情報の

充実を行ってほしい

48.2%

ホームページによる

情報提供を積極的に

行ってほしい

16.2%

パンフレット等の

紙媒体での情報提供を

行ってほしい

19.0%

携帯電話で利用できる

メールサービスなどを

行ってほしい

8.2%

その他

1.6%

無回答

6.8%

N=1,127

広報たいとうでの

医療に関する情報の

充実を行ってほしい

32.0%

ホームページによる情報提供を

積極的に行ってほしい

30.0%

パンフレット等の紙媒体での

情報提供を行ってほしい

16.7%

携帯電話で利用できる

メールサービスなどを

行ってほしい

11.0%

その他

2.9%

無回答

7.5%
N=1,469

問 50 あなたは、区が行う医療に関する情報提供においてどのような情報媒体（メディア）の

利用が一番望ましいとお考えですか。（○は 1 つ）  

医療に関する区の情報提供の方法については、「広報たいとうでの医療に関する情報の充

実を行ってほしい」が 32.0％と最も多く、次いで「ホームページによる情報提供を積極的に

行ってほしい」が 30.0％、「パンフレット等の紙媒体での情報提供を行ってほしい」が 16.7％

となっている。 

経年比較では、「ホームページによる情報提供を積極的に行ってほしい」が 13.8ポイント

増となっている。 

性別・年代別でみると、男女ともに 59歳以下で「ホームページによる情報提供を積極的

に行ってほしい」が多くなっている。男性の 65歳以上、女性の 60歳以上では「広報たいと

うでの医療に関する情報の充実を行ってほしい」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には「見る側によって媒体は異なると思うので、それぞれ充実させてほしい。

（ＨＰやパンフレット）」「広報たいとうは文字が小さく年配の方は読みにくいと思う。」「Ｈ

Ｐは見たいページになかなかたどりつけない。分かりやすくして下さい。」「掲示板等、外で

目につくところ」「特にない」といった回答があった。 

 

 

 

  

今回調査 

前回調査 
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【区の医療情報の提供方法 ― 性別・年代別】 

 

 

  

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 

 合計

ホームペー
ジによる情
報提供を
積極的に
行ってほし
い

携帯電話
で利用でき
るメール
サービスな
どを行って
ほしい

パンフレット
等の紙媒
体での情
報提供を
行ってほし
い

広報「たい
とう」での医
療に関する
情報の充
実を行って
ほしい

その他 無回答

全体 (N=641) 33.2 10.5 17.9 27.6 3.9 6.9

20～29歳 (N=47) 55.3 10.6 14.9 4.3 10.6 4.3

30～39歳 (N=90) 44.4 18.9 13.3 8.9 10.0 4.4

40～49歳 (N=110) 49.1 9.1 17.3 20.0 3.6 0.9

50～59歳 (N=97) 46.4 9.3 15.5 24.7 2.1 2.1

60～64歳 (N=42) 16.7 16.7 33.3 19.0 2.4 11.9

65～74歳 (N=163) 20.2 8.0 17.8 42.9 1.2 9.8

75～84歳 (N=82) 9.8 6.1 19.5 48.8 2.4 13.4

85歳以上 (N=10) 0.0 10.0 30.0 30.0 0.0 30.0

全体 (N=815) 27.7 11.3 15.8 35.3 2.1 7.7

20～29歳 (N=54) 59.3 16.7 11.1 7.4 1.9 3.7

30～39歳 (N=135) 49.6 17.8 11.1 14.8 3.7 3.0

40～49歳 (N=148) 38.5 15.5 15.5 27.0 2.0 1.4

50～59歳 (N=112) 36.6 15.2 10.7 33.0 1.8 2.7

60～64歳 (N=63) 20.6 6.3 15.9 52.4 0.0 4.8

65～74歳 (N=150) 6.7 4.7 23.3 50.7 2.0 12.7

75～84歳 (N=120) 5.0 5.8 18.3 54.2 1.7 15.0

85歳以上 (N=33) 0.0 3.0 18.2 39.4 3.0 36.4

■：１位　■：２位

女性

男性
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46.0 

53.5 

26.4 

12.6 

10.1 

14.2 

12.6 

4.4 

8.2 

0% 20% 40% 60%

N=1,469

健康づくりに関する情報提供

健康診査や検診

各種の相談事業や窓口

学習会、講習会、講演会など

区民の自主的な活動に関する支援

健康づくりのための地域自主活動への支援

専門職による訪問指導など

その他

無回答

（6）区の取組みについて 
 

問 51 区では健康づくりのため、各種健康診査、健康づくりに関する相談、訪問指導、健康学

習会などを実施しています。あなたは、今後どのような取組みを充実させたらよいとお

考えですか。（○はあてはまるもの全て）  

区が実施する健康づくり

事業で充実すべき取組みに

ついては、「健康診査や検診」

が 53.5％と最も多く、次い

で「健康づくりに関する情

報提供」が 46.0％、「各種の

相談事業や窓口」が 26.4％

となっている。 

性別でみると、男性では

「健康づくりに関する情報

提供」が多く、女性では「健

康診査や検診」が多くなっ

ている。 

 

 

その他の記入欄には「身体を動かせるイベントを充実させる」「スポーツ施設の拡充」「特

にない」といった回答があった。 

 

【区の健康づくり事業で充実すべき取組み ― 性別・年代別】 

 

 合計
健康づくり
に関する情
報提供

健康診査
や検診

各種の相
談事業や
窓口

学習会、講
習会、講演
会など

区民の自
主的な活
動に関する
支援

健康づくり
のための地
域自主活
動への支
援

専門職によ
る訪問指
導など

その他 無回答

全体 (N=641) 50.4 49.0 25.7 11.1 10.5 12.0 10.5 5.8 7.8

20～29歳 (N=47) 36.2 55.3 34.0 6.4 17.0 14.9 12.8 8.5 8.5

30～39歳 (N=90) 37.8 50.0 21.1 12.2 10.0 10.0 12.2 10.0 6.7

40～49歳 (N=110) 48.2 46.4 24.5 14.5 12.7 13.6 6.4 9.1 3.6

50～59歳 (N=97) 60.8 46.4 26.8 12.4 9.3 9.3 17.5 5.2 4.1

60～64歳 (N=42) 47.6 45.2 40.5 7.1 7.1 7.1 11.9 4.8 11.9

65～74歳 (N=163) 54.0 49.7 24.5 11.0 9.2 14.7 5.5 3.1 7.4

75～84歳 (N=82) 57.3 54.9 22.0 8.5 9.8 11.0 12.2 2.4 14.6

85歳以上 (N=10) 50.0 20.0 20.0 10.0 10.0 10.0 20.0 0.0 30.0

全体 (N=815) 42.8 57.3 27.4 14.0 9.9 16.1 14.1 3.3 8.0

20～29歳 (N=54) 31.5 59.3 14.8 7.4 13.0 18.5 5.6 1.9 7.4

30～39歳 (N=135) 37.0 70.4 25.9 10.4 11.1 14.8 13.3 4.4 3.7

40～49歳 (N=148) 37.8 64.2 40.5 16.9 11.5 14.2 14.2 4.7 2.7

50～59歳 (N=112) 50.0 54.5 39.3 15.2 13.4 14.3 17.9 3.6 4.5

60～64歳 (N=63) 50.8 52.4 30.2 23.8 12.7 22.2 19.0 3.2 4.8

65～74歳 (N=150) 45.3 55.3 20.7 16.7 5.3 20.0 8.7 2.7 10.0

75～84歳 (N=120) 46.7 49.2 18.3 10.0 5.8 14.2 19.2 1.7 14.2

85歳以上 (N=33) 42.4 27.3 12.1 6.1 12.1 9.1 15.2 3.0 36.4

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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問 52 台東区では、身近な地域でより安心して子育てができるよう「台東区準夜間・休日こど

もクリニック」において小児科の診療を行っています。「台東区準夜間・休日こどもクリ

ニック」をご存知でしたか。（○は 1 つ） 

「台東区準夜間・休日こどもクリニック」については、「知らない」が 59.9％と最も多く、

次いで「知っている（利用したことはない）」が 17.8％、「知っている（利用したことがある）」

が 16.7％となっている。 

性別・年代別でみると、男性の 30～64歳、女性の 30～59歳で「知っている（利用したこ

とがある）」が他の年代に比べて多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【台東区準夜間・休日こどもクリニックの認知度 ― 性別・年代別】 
 

 

  

 合計
知っている
（利用した
ことがある）

知っている
（利用した
ことはない）

知らない 無回答

全体 (N=641) 11.7 14.7 68.3 5.3

20～29歳 (N=47) 4.3 12.8 80.9 2.1

30～39歳 (N=90) 15.6 10.0 74.4 0.0

40～49歳 (N=110) 23.6 12.7 63.6 0.0

50～59歳 (N=97) 15.5 14.4 69.1 1.0

60～64歳 (N=42) 14.3 9.5 76.2 0.0

65～74歳 (N=163) 6.1 22.1 65.6 6.1

75～84歳 (N=82) 2.4 9.8 62.2 25.6

85歳以上 (N=10) 0.0 30.0 60.0 10.0

全体 (N=815) 20.7 20.5 53.4 5.4

20～29歳 (N=54) 9.3 16.7 72.2 1.9

30～39歳 (N=135) 25.2 14.8 60.0 0.0

40～49歳 (N=148) 39.2 16.2 44.6 0.0

50～59歳 (N=112) 33.9 19.6 46.4 0.0

60～64歳 (N=63) 11.1 23.8 60.3 4.8

65～74歳 (N=150) 11.3 38.0 42.7 8.0

75～84歳 (N=120) 8.3 15.0 61.7 15.0

85歳以上 (N=33) 0.0 6.1 63.6 30.3

■：１位　■：２位

女性

男性

知っている

（利用したことがある）

16.7%

知っている

（利用したことはない）

17.8%

知らない

59.9%

無回答

5.7%

N=1,469

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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問 53 台東区では、三ノ輪福祉センター内に、口腔ケアや口腔に関する相談を受ける「三ノ輪

口腔ケアセンター」を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ）  

「三ノ輪口腔ケアセンター」については、「知らない」が 94.9％、「知っている」が 2.6％

となっている。 

 

 

 

 

【三ノ輪口腔ケアセンターの認知度 ― 性別・年代別】 

 

 

 

 

  

知っている

2.6%

知らない

94.9%

無回答

2.5%
N=1,469

 合計 知っている 知らない 無回答

全体 (N=641) 2.0 95.8 2.2

20～29歳 (N=47) 0.0 97.9 2.1

30～39歳 (N=90) 2.2 96.7 1.1

40～49歳 (N=110) 0.0 100.0 0.0

50～59歳 (N=97) 2.1 96.9 1.0

60～64歳 (N=42) 0.0 100.0 0.0

65～74歳 (N=163) 1.2 96.9 1.8

75～84歳 (N=82) 6.1 84.1 9.8

85歳以上 (N=10) 20.0 80.0 0.0

全体 (N=815) 3.1 94.7 2.2

20～29歳 (N=54) 3.7 96.3 0.0

30～39歳 (N=135) 0.0 100.0 0.0

40～49歳 (N=148) 2.0 98.0 0.0

50～59歳 (N=112) 0.9 99.1 0.0

60～64歳 (N=63) 3.2 95.2 1.6

65～74歳 (N=150) 4.7 92.7 2.7

75～84歳 (N=120) 7.5 86.7 5.8

85歳以上 (N=33) 3.0 78.8 18.2

■：１位　■：２位

女性

男性

（％） 

※性別・年齢の設問で無回答のものを除く 
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健康づくりや医療についてお考えのことがございましたら、ご自由にお書きください。 

 

（主な記載内容） 

○このアンケートを受けて、台東区ではいろいろな医療に関する事業を行っているのだと改めて知

った。子供がない現役世代では、勤務先のサービスや評判の高い医療機関に目が向きがちである。

退職後はきっとお世話になることだと思う。話は変わるが、パーキンソン病の患者さんのための

集いなどを定期的に開いているのは望ましいことだと思う。郷里にいる母が患者なのだが、もし

郷里にもそのような集まりがあったら有難いと思うからだ。 

○県外から転居してきて 1年になります。病院に行くほどの不調がなかったので利用してませんが、

自宅周辺の医療機関について全く無知です。病院を探す事は簡単でも、そこがどんな病院なのか？

自分に合ってるのか？どうすれば合った医療機関を探す事が出来るのか、万が一の時に不安です。 

○いろいろな健康のための講座や催しがあっても、自宅に 94歳の義母（とても元気ですが）居ると、

出掛けることが無理です。インターネットなどもやっておりませんので、老人向けに紙媒体によ

る健康に良い事などを教えていただきたい。 

○仕方ないかもしれませんが、仕事をしている会社員には平日の日中の健診、健康相談は難しいで

す。土日夜間の対忚があるとうれしいです。また問 52のこどもクリニックはよく利用させていた

だいていますが、担当医の先生によって良し悪しが差がありすぎます。とりあえずで解熱剤を処

方されたり、先日も耳が痛いと受診したら、耳の穴の中を見るだけで、耳まわりのリンパ等の触

診等はせず「耳鼻科に行ってくれ」と。翌日耳鼻科で中耳炎と診断されましたが、そこで「小児

科医でも中耳炎はわかるはずだけど…」と言われました。周囲からも良し悪しの話をよく聞きま

す。医療は最新の情報が大事なのですが、担当医の研修は難しいのでしょうか。とてもよく診て

くれる先生もいらっしゃるのですが、利用を控えているお母さんも多いです。 

○病気の予防が大切だと思う。 

○たばこの危険性についてもっと啓発してほしい。 

○在宅で医療を安心して受けられるよう、訪問診療して下さるお医者さんが増えてくれると、老後

も心強いです。年をとっても安心して住める台東区であって欲しいと思っています。 
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男子

51.5%

女子

48.0%

無回答

0.5%
N=1,039

 2．健康づくりについての児童・生徒アンケート 

 

 小学 4 年生 
 

あなたの性別を選んでください。（○は 1 つ）  

性別は、「男子」が 51.5％、「女子」が

48.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）食事について 
 

問 1 あなたは一日 3 食きちんと食べていますか。（○は 1 つ）  

一日の食事については、「3食、食べている」が 84.6％と最も多く、ついで「朝食を食べ

ないことがある」が 9.1％、「朝食はほとんど食べない」が 4.0％となっている。 

経年比較では、「3食、食べている」が 3.2 ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 前回調査 

3食、食べている

84.6%

朝食を食べない

ことがある

9.1%

朝食はほとんど

食べない

4.0%

その他

1.8%

無回答

0.4%

N=1,039

3食、食べている

87.8%

朝食を食べない

ことがある

6.7%

朝食はほとんど

食べない

3.4%

その他

1.6% 無回答

0.5%

N=986
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（問 1 で「2 朝食を食べないことがある」か「3 朝食はほとんど食べない」を選んだ方） 

問 2 朝食を食べない理由は何でしょうか。（○はあてはまるもの全て） 

朝食を食べない理由については、「朝は食欲がないから」が 51.8％と最も多く、次いで「朝

は時間がないから」が 50.4％、「朝食が用意されていないことがあるから」が 8.8％となっ

ている。 

経年比較では、「朝は食欲がないから」が 51.8%で、前回調査の 40.0％よりも 11.8ポイン

ト増となっている。 

 

 

 

その他の記入欄には「たべるきがしない」「ねぼうしてるから」「休みの日、お昼ごろにお

きる時があるから」といった回答があった。 

 

 

 

 

 

 

  

51.8 

50.4 

8.8 

5.8 

0.7 

1.5 

8.0 

2.2 

40.0 

50.0 

9.0 

3.0 

5.0 

4.0 

8.0 

-

0% 20% 40% 60%

朝は食欲がないから

朝は時間がないから

朝食が用意されていないことがあるから

太りたくないから

食べないのが習慣だから

家族みんなたべないから

その他

無回答

今回調査

（Ｎ=137）

前回調査

（Ｎ=100）



 

90 

問 3 あなたは食べものには、赤のなかま、黄のなかま、緑のなかまがあることを知っていま

すか。（○は 1 つ）  

栄養素の働き方による３色のグループ分け

については、「知っている」が 91.2％、「知ら

ない」が 8.1％となっている。 

 

 

 

 

 

（赤のなかまとは体を作るもので、魚・肉・卵・豆腐など、黄のなかまとは熱や力にな

るもので、ごはん・パン・麺など、緑のなかまとは体の調子を整えるもので、野菜な

どです。） 

 

（2）歯の状態などについて 
 

問 4 あなたは、アメ、チョコレート、ガム、アイスクリームなどの甘いお菓子を、1 週間のうちど 

    のくらい食べますか。（○は 1 つ）  

甘い菓子を食べる習慣については、「週に 1～2日食べる」が 33.5％と最も多く、ついで「週

に 3～4日食べる」が 31.8％、「ほとんど毎日食べる」が 19.7％となっている。 

経年比較では、「ほとんど毎日食べる」が 3.7 ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 前回調査 

ほとんど

毎日食べる

19.7%

週に3～4 日

食べる

31.8%

週に1～2 日

食べる

33.5%

ほとんど食べない

13.6%

無回答

1.4%

N=1,039

ほとんど

毎日食べる

23.4%

週に3～4日

食べる

30.5%

週に1～2日

食べる

32.2%

ほとんど

食べない

12.9%

無回答

1.0%

N=986

知っている

91.2%

知らない

8.1%
無回答

0.7%N=1,039



健康づくりについての児童・生徒アンケート 

（小学 4 年生） 

 

91 

問 5 あなたは、ジュース、乳酸飲料、スポーツドリンクなどの甘い飲み物を、1 週間のうちどの

くらい飲みますか。（○は 1 つ）  

甘い飲み物を飲む習慣については、「週に 1～2日飲む」が 32.1％と最も多く、次いで「ほ

とんど飲まない」が 22.4％、「ほとんど毎日飲む」が 22.0％となっている。 

経年比較では、「ほとんど飲まない」が 5.3 ポイント増となっている。一方、「ほとんど毎

日飲む」は 5.0ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 6 あなたは、いつ歯みがきしますか。（○はあてはまるもの全て）  

歯みがきをするタイミングについては、「寝る前」が 71.4％と最も多く、次いで「朝食後」

が 68.9％、「昼食後」が 48.0％となっている。 

 

  

19.7 

68.9 

48.0 

37.0 

71.4 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80%

N=1,039

起きた時

朝食後

昼食後

夕食後

寝る前

無回答

今回調査 前回調査 

ほとんど

毎日飲む

22.0%

週に3～4日

飲む

21.8%

週に1～2日

飲む

32.1%

ほとんど

飲まない

22.4%

無回答

1.6%
N=1,039

ほとんど

毎日飲む

27.0%

週に3～4日

飲む

26.4%

週に1～2日

飲む

28.5%

ほとんど

飲まない

17.1%

無回答

1.0%

N=986
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問 7 あなたには、いつも行く歯医者さんがありますか。（○は 1 つ）  

かかりつけ歯科医については、「ある」が 79.7％、「ない」が 19.2％となっている。 

経年比較では、「ある」が 2.8ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 7 で「1 ある」と答えた方） 

問 8 その歯医者さんでむし歯をなおしてもらうほかに、次のようなことをしてもらっていますか。 

（○はあてはまるもの全て）  

かかりつけ歯科医での治療以外の処置については、「定期検査（年 1回以上）」が 54.6％と

最も多く、次いで「歯みがき指導」が 37.4％、「歯ならびの矯正」が 31.2％となっている。 

 

 

  

54.6 

37.4 

31.2 

12.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=828

定期検査（年 1 回以上）

歯みがき指導

歯ならびの矯正

無回答

ある

79.7%

ない

19.2%

無回答

1.1%
N=1,039

ある

76.9%

ない

22.3%

無回答

0.8%
N=986

今回調査 前回調査 
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はい

71.2%

いいえ

25.4%

無回答

3.4%N=1,039

はい

68.6%

いいえ

30.0%

無回答

1.4%N=986

（3）睡眠や生活習慣などについて 
 

問 9 あなたの睡眠時間は、十分ですか。（○は 1 つ）  

十分な睡眠時間がとれているかについては、「はい」が 71.2％、「いいえ」が 25.4％とな

っている。 

経年比較では、「いいえ」が 4.6ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 あなたがふだん（学校のある日）起きる時間は何時ごろですか。（○は 1 つ）  

起床時刻については、「午前 6 時 31 分～ 7 時」が 30.0％と最も多く、ついで「午前 6

時から 6時 30分」が 27.8％、「午前 7時 1分から 7時 30分」が 20.7％となっている。 

経年比較では、「午前 6時前」が 2.9ポイント増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前6時前

16.3%

午前 6時から

6時30分

27.8%
午前6時31分

～ 7 時

30.0%

午前7時1分

～ 7時30 分

20.7%

午前7時31分

～ 8 時

3.7%

午前8時1分

～ 8時30分

0.2%

午前8時31分以降

0.3%

無回答

1.1%

N=1,039

今回調査 前回調査 

今回調査 前回調査 

午前6時前

13.4%

午前6時から

6時30分

32.6%
午前6時31分

～7時

29.4%

午前7時1分

～7時30分

19.3%

午前7時31分

～8時

4.1%

午前8時1分

～8時30分

0.2%

午前8時31分以降

0.0%
無回答

1.1%

N=986
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問 11 あなたがふだん（学校のある日）寝る時間は何時ごろですか。（○は 1 つ）  

就寝時刻については、「午後 9時 1分～9時 30分」が 24.8％と最も多く、ついで「午後 9

時 31分～10時」が 22.7％、「午後 10時 1分～10時 30分」が 16.6％となっている。 

経年比較では、午後 10時までに就寝する割合が 58.6％から 65.6％となり、7.0ポイント

増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

午後 8時30分前

5.9%

午後8時31分

～ 9時

12.2%

午後9時1分

～9時30分

24.8%
午後9時31分～10時

22.7%

午後10時1分

～10時30分

16.6%

午後10時31分

～ 11時

9.7%

午後11時1分以降

6.3%

無回答

1.8%

N=1,039

午後8時30分前

3.4%

午後8時31分

～9時

10.0%

午後9時1分

～9時30分

23.4%

午後9時31分～10時

21.8%

午後10時1分

～10時30分

18.7%

午後10時31分

～11時

12.1%

午後11時1分以降

9.2%

無回答

1.3%
N=986

今回調査 

前回調査 
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5時間以上

3.5%

4時間以上

5時間未満

2.1%
3時間以上

4時間未満

4.3%

2時間以上

3時間未満

7.8%

1時間以上

2時間未満

14.7%

30分以上1時間未満

18.7%

30分未満

21.3%

わからない

10.5%

インターネットをしたり、

動画を見たりはしない

16.3%

無回答

0.9%

N=1,039

問 12 一日にパソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使っ

て、インターネットやゲームをしたり、動画を見たりする時間は、どれくらいですか。 

（○は 1 つ） 

パソコンやスマートフォンなどの情報機器類を使用する時間については、「30分未満」が

21.3％と最も多く、次いで「30 分以上 1 時間未満」が 18.7％、「インターネットをしたり、

動画を見たりはしない」が 16.3％となっている。 

性別でみると、男子は女子よりも使用時間が長い傾向がみられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別 × 情報機器類の使用時間】 

  

  合計 ５時間以上
４時間以上
５時間未満

３時間以上
４時間未満

２時間以上
３時間未満

１時間以上
２時間未満

３０分以上
１時間未満

３０分未満 わからない

インターネッ
トをしたり、
動画を見た
りはしない

無回答

全体 (N=1,034) 3.4 2.1 4.4 7.7 14.6 18.7 21.4 10.5 16.3 0.9

男子 (N=535) 4.5 2.8 6.9 10.1 19.4 19.6 15.3 10.1 10.3 0.9

女子 (N=499) 2.2 1.4 1.6 5.2 9.4 17.6 27.9 11.0 22.8 0.8

■：１位　■：２位

（％） 

※性別の設問で無回答のものを除く 
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はい

55.0%

いいえ

43.8%

無回答

1.2%N=986

（問 12 で「5 時間以上」から「わからない」を選んだ方） 

問 13 パソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使って、イン

ターネットやゲームをしたり、動画を見たりした後、心や体の調子が悪くなることはありま

すか。（○はあてはまるもの全て）  

情報機器類を使用している、または使用時間が「わからない」を選択した児童の体調につ

いては、「調子が悪くなることはない」が 38.6％と最も多く、次いで「肩や首がこる」が 7.9％、

「目が疲れる・目が乾燥する」が 7.5％となっている。 

 

問 14 あなたは、イライラや疲れをふだん感じていますか。（○は 1 つ）  

イライラや疲れを感じているかについては、「はい」が 47.9％、「いいえ」が 47.7％とな

っている。 

経年比較では、「はい」が 7.1ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.6 

7.5 

7.9 

2.4 

3.8 

2.4 

3.4 

2.4 

2.1 

44.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=861

調子が悪くなることはない

目が疲れる・目が乾燥する

肩や首がこる

腰が痛くなる

頭が痛くなる

気持ちが悪くなる

手や指が痛くなる

イライラする

その他

無回答

今回調査 前回調査 

はい

47.9%

いいえ

47.7%

無回答

4.3%
N=1,039



健康づくりについての児童・生徒アンケート 

（小学 4 年生） 

 

97 

（4）健康についての関心やスポーツについて 
 

問 15 健康のために実行していることはありますか。（○はあてはまるもの全て）  

健康のために実行していることについては、「3食きちんと食べること」が 76.0％と最も

多く、次いで「体育のほかにもできるだけ運動やスポーツをすること」が 66.5％、「歯を大

切にすること」が 64.6％となっている。 

 

  

62.8 

76.0 

52.3 

41.3 

35.2 

66.5 

64.6 

56.8 

5.5 

2.5 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80%

N=1,039

よく寝ること

3 食きちんと食べること

おやつなどを食べすぎないようにすること

太りすぎないようにすること

痩せすぎないようにすること

体育のほかにもできるだけ

運動やスポーツをすること

歯を大切にすること

規則正しい生活をすること

とくにない

その他

無回答
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問 16 健康についての情報はどこで（誰から）見たり聞いたりしていますか。 

（○はあてはまるもの全て）  

健康についての情報の収集先につ

いては、「親」が 70.6％と最も多く、

次いで「学校」が 66.6％、「テレビ」

が 53.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたは、体育の授業以外で運動やスポーツをしていますか。（○は 1 つ） 

（学校の休憩時間や放課後、スポーツ教室、スポーツクラブなどを含めてどのくらいで

すか）  

体育の授業以外の運動習慣については、「ほとんど毎日」が 31.6％と最も多く、次いで「週

に 1～2日」が 30.7％、「週に 3～4日」が 27.5％となっている。 

 

 

 

 

 

していない

9.1%

週に1～2日

30.7%

週に3～4日

27.5%

ほとんど毎日

31.6%

無回答

1.1%
N=1,039

66.6 

70.6 

12.8 

16.2 

53.6 

12.2 

12.4 

6.2 

39.8 

12.4 

12.7 

5.3 

2.0 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80%

N=1,039

学校

親

兄弟姉妹

友達

テレビ

新聞

まんが

雑誌

病院・医院

薬局（ドラッグストア）

インターネット

とくにない

その他

無回答
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男子

52.6%

女子

47.1%

無回答

0.3%
N=711

 中学 1 年生 
 

あなたの性別を選んでください。（○は 1 つ）  

性別は、「男子」が 52.6％、「女子」が 47.1％となっている。 

（1）食事について 
 

問１ あなたは一日 3 食きちんと食べていますか。（○は１つ） 

一日の食事については、「3食、食べている」が 85.5％と最も多く、ついで「朝食を食べ

ないことがある」が 10.0％、「朝食はほとんど食べない」が 3.4％となっている。 

経年比較では、「3食、食べている」が 3.8 ポイント増となっている。 

 

 

  今回調査 前回調査 

3食、食べている

85.5%

朝食を食べない

ことがある

10.0%

朝食はほとんど

食べない

3.4%

その他

1.1%

無回答

0.0%

N=711

3食、食べている

81.7%

朝食を食べない

ことがある

10.0%

朝食はほとんど

食べない

6.0%

その他

2.2%
無回答

0.1%

N=763
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（問 1 で「2 朝食を食べないことがある」か「3 朝食はほとんど食べない」を選んだ方） 

問 2 朝食を食べない理由は何でしょうか。（○はあてはまるもの全て）  

朝食を食べない理由については、「朝は時間がないから」が 60.0％と最も多く、次いで「朝

は食欲がないから」が 50.5％、「朝食が用意されていないことがあるから」が 12.6％となっ

ている。 

経年比較では、「朝食が用意されていないことがあるから」が 6.3 ポイント減となってい

る。 

 

 

 

その他の記入欄には「早起きできない日があるから」「食べるときもちが悪くなる」「腹が

痛くなるから」「休日の時はいつも起きるのがおそいため、休日だけは朝食を食べない」と

いった回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.5 

60.0 

12.6 

3.2 

3.2 

4.2 

9.5 

2.1 

52.5 

63.9 

18.9 

2.5 

4.9 

4.9 

2.5 

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

朝は食欲がないから

朝は時間がないから

朝食が用意されていないことがあるから

太りたくないから

食べないのが習慣だから

家族みんな食べないから

その他

無回答

今回調査

（Ｎ＝95）

前回調査

（Ｎ＝122）
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問 3  あなたは食事には、主食、主菜、副菜があることを知っていますか。（○は 1 つ）  

食事には、主食、主菜、副菜があること

を知っているかについては、「知っている」

が 95.5％、「知らない」が 4.2％となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）歯の状態などについて 
 

問 4 あなたは、アメ、チョコレート、ガム、アイスクリームなどの甘いお菓子を、1 週間のうちどの

くらい食べますか。（○は 1 つ）  

甘い菓子を食べる習慣については、「週に 1～2日食べる」が 39.2％と最も多く、次いで「週

に 3～4日食べる」が 32.3％、「ほとんど毎日食べる」が 17.0％となっている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。 

 

  

ほとんど毎日食べる

18.5%

週に3～4日

食べる

32.0%

週に1～2日

食べる

37.5%

ほとんど食べない

11.8%

無回答

0.3%
N=763

今回調査 前回調査 

知っている

95.5%

知らない

4.2%
無回答

0.3%

N=711

ほとんど毎日食べる

17.0%

週に3～4日

食べる

32.3%

週に1～2 日

食べる

39.2%

ほとんど食べない

10.7%

無回答

0.7%

N=711
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問 5 あなたは、ジュース、乳酸飲料、スポーツドリンクなどの甘い飲み物を、1 週間のうちどの 

    くらい飲みますか。（○は 1 つ）  

甘い飲み物を飲む習慣については、「週に 1～2日飲む」が 34.3％と最も多く、ついで「週

に 3～4日飲む」が 27.8％、「ほとんど毎日飲む」が 18.7％となっている。 

経年比較では、「ほとんど毎日飲む」が 10.4 ポイント減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 6 あなたは、いつ歯みがきしますか。（○はあてはまるもの全て）  

歯みがきをするタイミングについては、「朝食後」が 78.3％と最も多く、次いで「寝る前」

が 67.4％、「夕食後」が 44.6％となっている。 

 

25.5 

78.3 

18.7 

44.6 

67.4 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=711

起きた時

朝食後

昼食後

夕食後

寝る前

無回答

ほとんど毎日飲む

18.7%

週に 3～4 日

飲む

27.8%
週に1～2日

飲む

34.3%

ほとんど飲まない

18.1%

無回答

1.0%
N=711

ほとんど毎日飲む

29.1%

週に3～4日

飲む

31.7%

週に1～2日

飲む

26.7%

ほとんど飲まない

12.2%

無回答

0.3%

N=763

今回調査 前回調査 
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問 7 あなたは、歯をみがくとき、デンタルフロス（糸ようじなど）を使うことがありますか。 

（○は 1 つ）  

デンタルフロス等の使用頻度については、「ほとんど使わない」が 61.7％と最も多く、次

いで「月に 1回以上使う」が 20.3％、「週に 1 回以上使う」が 17.2％となっている。 

 

 

 

問 8 あなたには、いつも行く歯医者さんがありますか。（○は 1 つ）  

かかりつけ歯科医については、「ある」が 68.4％、「ない」が 30.9％となっている。 

経年比較では、「ある」が 3.2ポイント減となっている。 

 

 

 

 

週に1回以上使う

17.2%

月に1回以上使う

20.3%ほとんど

使わない

61.7%

無回答

0.8%
N=711

ある

68.4%

ない

30.9%

無回答

0.7%
N=711

今回調査 前回調査 

ある

71.6%

ない

27.4%

無回答

1.0%
N=763
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はい

71.0%

いいえ

26.0%

無回答

3.0%
N=711

60.5 

40.7 

12.1 

26.1 

9.5 

0% 20% 40% 60% 80%

N=486

定期検査（年1回以上）

歯みがき指導

シーラント処理※

歯ならびの矯正

無回答

（問 8 で「1 ある」と答えた方） 

問 9 その歯医者さんでむし歯をなおしてもらうほかに、次のようなことをしてもらっていますか。 

（○はあてはまるもの全て） 

かかりつけ歯科医での治療以外

の処置については、「定期検査（年

1 回以上）」が 60.5％と最も多く、

次いで「歯みがき指導」が 40.7％、

「歯ならびの矯正」が 26.1％とな

っている。 

 

 

※シーラント処理とは、むし歯になりやすい「おく歯」の溝
みぞ

にプラスティックなどをつめて、

むし歯になるのを予防する方法のことです。 
      

（3）睡眠や生活習慣などについて 
 

問 10 あなたの睡眠時間は、十分ですか。（○は 1 つ）  

十分な睡眠時間がとれているかについては、「はい」が 71.0％、「いいえ」が 26.0％とな

っている。 

経年比較では、「はい」が 14.1ポイント増となっている。 

 

 

 
今回調査 前回調査 

はい

56.9%

いいえ

41.4%

無回答

1.7%N=763



健康づくりについての児童・生徒アンケート 

（中学 1 年生） 

 

105 

問 11 あなたがふだん（学校のある日）起きる時間は何時ごろですか。（○は 1 つ）  

起床時刻については、「午前 6時から 6時 30 分」が 35.2％と最も多くなっている。 

経年比較では、「午前 6時前」が 4.8ポイント減、「午前 7時 1分～7時 30分」が 3.5ポイ

ント増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 あなたがふだん（学校のある日）寝る時間は何時ごろですか。（○は 1 つ）  

就寝時刻については、「午後 10時 31分～11 時」が 25.5％と最も多くなっている。 

経年比較では、「午後 10 時 30 分」までに就寝する割合が 18.4 ポイント増となっており、

そのうち「午後 9時 31 分～10時」が 8.5ポイント増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 前回調査 

午前6時前

20.3%

午前6時から

6時30分

32.8%

午前6時31分

～7時

27.5%

午前7時1分

～7時30分

15.9%

午前7時31分

～8時

1.8%

午前8時1分

～8時30分

0.1%

午前8時31分以降

0.0% 無回答

1.6%

N=763

今回調査 前回調査 

午後8時30分前

0.9%

午後8時31分

～9時

1.2%

午後9時1分

～9時30

5.0%

午後9時31分

～10時

8.7%

午後10時1分

～10時30分

17.7%

午後10時31分

～11時

30.4%

午後11時1分以降

34.3%

無回答

1.8%

N=763

午前6時前

15.5%

午前6時から

6時30分

35.2%

午前6時31分

～7時

27.4%

午前7時1分

～7時30分

19.4%

午前7 時31分

～8時

1.4%

午前8時1分

～8時30分

0.1%

午前8時31分以降

0.1%
無回答

0.8%

N=711

午後8時30分前

0.8%

午後8時31分

～9時

2.1%

午後9時1分

～ 9時30分

7.9%

午後9時31分

～10時

17.2%

午後10時1分

～10時30分

23.9%

午後10時31分

～11時

25.5%

午後11時

1分以降

21.5%

無回答

1.1%

N=711
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問 13 一日にパソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使っ

て、インターネットやゲームをしたり、動画を見たりする時間は、どれくらいですか。 

（○は 1 つ）  

パソコンやスマートフォンなどの情報機器類を使用する時間については、「1時間以上 2時

間未満」が 23.1％と最も多く、次いで「30分以上 1時間未満」が 17.7％、「2時間以上 3時

間未満」が 16.6％となっている。 

性別でみると、男子は女子よりも使用時間が長い傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報機器類の使用時間 ― 性別】 

  

5時間以上

8.0%

4時間以上5時間未満

4.8%

3時間以上4時間未満

9.4%

2時間以上3時間未満

16.6%

１時間以上2時間未満

23.1%

30分以上１時間未満

17.7%

30分未満

8.9%

わからない

4.1%

インターネットをしたり、

動画を見たりはしない

6.9%

無回答

0.6%

N=711

（％） 

※性別の設問で無回答のものを除く 

  合計 ５時間以上
４時間以上
５時間未満

３時間以上
４時間未満

２時間以上
３時間未満

１時間以上
２時間未満

３０分以上
１時間未満

３０分未満 わからない

インターネッ
トをしたり、
動画を見た
りはしない

無回答

全体 (N=709) 7.9 4.8 9.4 16.6 23.0 17.8 8.9 4.1 6.9 0.6

男子 (N=374) 10.4 4.0 10.4 15.8 24.3 17.9 7.5 2.7 6.1 0.8

女子 (N=335) 5.1 5.7 8.4 17.6 21.5 17.6 10.4 5.7 7.8 0.3

■：１位　■：２位
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はい

50.5%

いいえ

46.3%

無回答

3.2%
N=711

はい

63.8%

いいえ

34.5%

無回答

1.7%N=763

（問 13 で「1 5 時間以上」から「8 わからない」を選んだ方） 

問 14 パソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使って、イン

ターネットやゲームをしたり、動画を見たりした後、心や体の調子が悪くなることはありま

すか。（○はあてはまるものすべて）  

情報機器類を使用している、または使用時間が「わからない」を選択した生徒の体調につ

いては、「調子が悪くなることはない」が 30.4％と最も多く、次いで「目が疲れる・目が乾

燥する」が 10.8％、「肩や首がこる」が 7.4％となっている。 

 

問 15 あなたは、イライラや疲れをふだん感じていますか。（○は 1 つ）  

イライラや疲れを感じているかについては、「はい」が 50.5％、「いいえ」が 46.3％とな

っている。 

経年比較では、「はい」が 13.3ポイント減となっている。 

 

 

  

30.4 

10.8 

7.4 

1.5 

2.7 

1.4 

1.8 

0.9 

1.8 

52.3 

0% 20% 40% 60%

N=658

調子が悪くなることはない

目が疲れる・目が乾燥する

肩や首がこる

腰が痛くなる

頭が痛くなる

気持ちが悪くなる

手や指が痛くなる

イライラする

その他

無回答

今回調査 前回調査 
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はい

92.5%

いいえ

5.8%

無回答

1.7%
N=763

（4）健康についての関心やスポーツについて 
 

問 16 あなたは、たばこの害を知っていますか。（○は 1 つ）  

たばこの害の認知については、「はい」が 94.7％、「いいえ」が 3.2％となっている。 

経年比較では、「はい」が 2.2ポイント増となっている。 

 

 

 

問 17 健康のために実行していることはありますか。（○はあてはまるもの全て）  

健康のために実行していることについては、「3食きちんと食べること」が 80.5％と最も

多く、次いで「歯を大切にすること」が 64.3％、「体育のほかにもできるだけ運動やスポー

ツをすること」が 59.8％となっている。 

 

57.4 

80.5 

43.2 

42.2 

30.0 

59.8 

64.3 

52.7 

54.7 

5.2 

1.4 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=711

よく寝ること

3 食きちんと食べること

おやつなどを食べすぎないようにすること

太りすぎないようにすること

痩せすぎないようにすること

体育のほかにもできるだけ運動やスポーツをすること

歯を大切にすること

規則正しい生活をすること

いつも明るい気持ちでいるようにすること

とくにない

その他

無回答

今回調査 前回調査 

はい

94.7%

いいえ

3.2%

無回答

2.1%

N=711
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問 18 健康に関する情報はどこで（誰から）見たり聞いたりしていますか。 

（○はあてはまるもの全て）  

健康についての情報の収集先については、「学校」が 82.0％と最も多く、次いで「テレビ」

が 77.8％、「親」が 62.6％となっている。 

 

 

問 19 あなたは、体育の授業以外で運動やスポーツをしていますか。（○は 1 つ）  

体育の授業以外の運動習慣については、「ほとんど毎日」が 33.1％と最も多く、次いで「週

に 1～2日」が 30.7％、「週に 3～4日」が 21.0％となっている。 

82.0 

62.6 

8.6 

16.7 

77.8 

13.6 

11.8 

8.2 

37.8 

14.1 

35.2 

2.8 

2.0 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=711

学校

親

兄弟姉妹

友達

テレビ

新聞

まんが

雑誌

病院・医院

薬局（ドラッグストア）

インターネット

とくにない

その他

無回答

していない

14.6%

週に1～2日

30.7%

週に3～4日

21.0%

ほとんど毎日

33.1%

無回答

0.7%
N=711
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診療所

（クリニック・医院）

87.0%

病院

5.1%

無回答

8.0%
N=138

28.3 

4.2 

87.5 

10.0 

32.5 

37.5 

15.0 

0.8 

55.0 

2.5 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=120

浅草病院

上野病院

永寿総合病院

永寿総合病院柳橋分院

浅草寺病院

区立台東病院

土田病院

同善病院

その他（区外の病院など）

ない

無回答

 3．台東区医療意識調査 

 

 診療所・病院向け 
 

（1）基本事項 
 

問 1 医療機関の種類についてお答えください。（○は 1 つ）  

医療機関の種類については、「診療所

（クリニック・医院）」が 87.0％、「病

院」が 5.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）病診連携などについて 
 

問 2 診療所の方にお伺いします。あなたは、平成 28 年度において、以下の病院の中で医療

連携（病診連携）として利用した病院がありますか。（○はいくつでも）  

診療所が医療連携（病診連携）で利

用する病院については、「永寿総合病

院」が 87.5％と最も多く、次いで「そ

の他（区外の病院など）」が 55.0％、

「区立台東病院」が 37.5％となって

いる。 
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問 3 診療所の方にお伺いします。医療連携で病院を選択する際、どのような理由で決定して

いますか。（○は 3 つまで） 

 問 4 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

診療所が医療連携で病院を選択する際の理由については、「地理的に近いから」が 72.5％

と最も多く、次いで「必要な診療科目があるから」が 65.0％、「患者が希望する医療機関だ

から」が 56.7％となっている。 

 

 

 

その他の記入欄には、「紹介後のきちんとした情報提供（報告）、確実な返送」「いつでも診

てくれる」、「患者の社会背景、年齢、病状」といった回答があった。 

 

  

72.5 

65.0 

56.7 

20.8 

35.8 

4.2 

17.5 

4.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

N=120

地理的に近いから

必要な診療科目があるから

患者が希望する医療機関だから

これまでの実績から

必要な設備のある病院だから

二次救急医療機関だから

よく知っている病院だから

その他

無回答
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満足

16.7%

ほぼ満足

46.7%

普通

25.8%

やや不満

7.5%

不満

2.5%
無回答

0.8%

N=120

問 5 診療所の方にお伺いします。区内の病院との医療連携に対する、あなたの満足度はどう

ですか。（○は 1 つ）  

診療所の区内の病院との医療連携に

対する満足度については、「ほぼ満足」

が 46.7％と最も多く、次いで「普通」

が 25.8％、「満足」が 16.7％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

問 6 診療所の方にお伺いします。どのようなことで区内病院を医療連携で利用しましたか。 

（○はいくつでも） 

 問 7 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

診療所が医療連携で区内病院を利用した理由については、「検査のため」が 70.8％と最も

多く、次いで「専門的な治療のため」が 70.0％、「入院のため」が 57.5％となっている。 

 

 

 

その他の記入欄には、「利用していない」、「レスパイト入院」といった回答があった。 

 

  

70.8 

57.5 

70.0 

15.0 

45.0 

3.3 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

N=120

検査のため

入院のため

専門的な治療のため

時間外診療のため

患者が希望したため

その他

無回答
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問 8 診療所の方にお伺いします。区内の病院と医療連携する上で期待することは何ですか。 

（○は 3 つまで） 

 問 9 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

診療所が区内の病院と医療連携する上で期待することについては、「受診申請に対する迅

速な対忚」が 70.0％と最も多く、次いで「受診後、必ず紹介返事がもらえる」が 50.8％、「Ｃ

Ｔ・ＭＲＩ等の検査の提供」が 29.2％となっている。 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「その疾患（病態）に対忚できる医師が毎日いること」といった回答

があった。 

 

  

70.0 

26.7 

50.8 

7.5 

17.5 

20.0 

20.0 

29.2 

0.8 

2.5 

5.0 

8.3 

0.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

N=120

受診申請に対する迅速な対応

確実に入院ができる

受診後、必ず紹介返事がもらえる

検査が希望の日時に予約できる

検査結果が迅速にわかる

逆紹介がある

時間外診療を受け入れてくれる

ＣＴ・ＭＲＩ等の検査の提供

リハビリテーションの拠点機能

診療待ち時間が短い

新患の予約がとれる

職員の接遇がよい

その他

無回答
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問 10 診療所・病院の方にお伺いします。あなたは、平成 28 年度において、医療連携として

区立台東病院を利用しましたか。（○は 1 つ）  

医療連携での区立台東病院の利用については、「利用した」が 42.8％、「利用していない」

が 55.8％となっている。 

経年比較では、「利用した」が 5ポイント増となっている。 

 

 

 

  

今回調査 前回調査 

利用した

42.8%

利用して

いない

55.8%

無回答

1.4%
N=138

利用した

37.8%

利用してい

ない

58.1%

無回答

4.1%N=148



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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（問 10 で「利用した」とお答えの方） 

問 11 どのようなことで区立台東病院を利用しましたか。（○はいくつでも） 

 問 12 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

区立台東病院を医療連携で利用した理由については、「地理的に近いから」が 59.3％と最

も多く、次いで「必要な診療科目があるから」が 39.0％、「患者が希望する医療機関だから」

が 37.3％となっている。 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「物忘れ外来があるから」、「生活保護の患者さんでも受け入れてくれ

るから」、「療養型病床への紹介のため」といった回答があった。 

 

 

  

59.3 

39.0 

1.7 

37.3 

25.4 

15.3 

22.0 

0.0 

0.0 

6.8 

5.1 

10.2 

0% 20% 40% 60% 80%

N=59

地理的に近いから

必要な診療科目があるから

土曜日の診察があるから

患者が希望する医療機関だから

入院施設が整っているから

各種検査が予約で受けられるから

必要な診療機器が整っているから

健診室があるから

患者のプライバシーへの配慮があるから

職員の接遇が良いから

その他

無回答
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（問 10 で「利用した」とお答えの方） 

問 13 区立台東病院を医療連携で利用してみて良かったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 問 14 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区立台東病院を医療連携で利用して良かったことについては、「依頼した患者の情報提供

があった」が 37.3％と最も多く、次いで「入院が迅速にできた」が 28.8％、「各種検査が希

望日時に予約できた」が 25.4％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「希望に対して迅速に対忚してくれた」、「当院から紹介した患者さん

の満足度も高いようである」、「リハビリはよくやってくれました」といった回答があった。 

 

  

22.0 

18.6 

1.7 

28.8 

25.4 

6.8 

37.3 

6.8 

13.6 

0% 10% 20% 30% 40%

N=59

診療体制や医師の休診情報がわかる

緊急を要する受診が可能である

受診対応が不可能な場合、他病院の

診療体制などの情報提供をしてくれた

入院が迅速にできた

各種検査が希望日時に予約できた

診療情報を事前に提供できた

依頼した患者の情報提供があった

その他

無回答



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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（問 10 で「利用した」とお答えの方） 

問 15 区立台東病院を医療連携で利用してみて丌満だったことは何ですか。 

（○はいくつでも） 

 問 16 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区立台東病院を医療連携で利用して不満だったことについては、「入院を断られた」が

10.2％と最も多く、次いで「診療待ち時間が長い」が 8.5％、「すぐ対忚してくれなかった」

と「診療及び検査紹介に対する返事がない」が 6.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「医師がすぐに転勤することもあるので、患者を預けにくい」、「紹介

目的に沿った診療がされなかったことがある」、「逆紹介やその後の対忚が悪い」といった回

答があった。 

 

  

6.8 

10.2 

0.0 

1.7 

6.8 

0.0 

8.5 

0.0 

18.6 

61.0 

0% 20% 40% 60% 80%

N=59

すぐ対応してくれなかった

入院を断られた

患者が希望する病室に入院できなかった

職員の接遇が悪かった

診療及び検査紹介に対する返事がない

検査が希望の日時に予約できなかった

診療待ち時間が長い

希望した医師に診てもらえなかった

その他

無回答
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（問 10 で「利用した」とお答えの方） 

問 17 あなたが区立台東病院に期待することは何ですか。（○はいくつでも） 

 問 18 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区立台東病院を医療連携で利用して期待することについては、「受診申請に対する迅速な

対忚」が 44.1％と最も多く、次いで「確実に入院ができる」が 39.0％、「時間外診療を受け

入れてくれる」が 33.9％となっている。 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「安定した人員配置」「診療科目の充実、医師の対忚改善」「在宅医療

の後方支援」といった回答があった。 

 

  

44.1 

39.0 

32.2 

13.6 

25.4 

33.9 

27.1 

10.2 

8.5 

15.3 

8.5 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=59

受診申請に対する迅速な対応

確実に入院ができる

受診後、必ず紹介返事がもらえる

検査が希望の日時に予約できる

検査結果が迅速にわかる

時間外診療を受け入れてくれる

リハビリテーションの拠点機能

診療待ち時間が短い

新患の予約がとれる

職員の接遇が良い

その他

無回答



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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満足

11.9%

ほぼ満足

42.4%

普通

25.4%

やや不満

6.8%

不満

5.1%

無回答

8.5%

N=59

（問 10 で「利用した」とお答えの方） 

問 19 区立台東病院との医療連携について、あなたの満足度はどうですか。（○は 1 つ） 

区立台東病院を医療連携で利用した満足

度については、「ほぼ満足」が 42.4％と最も

多く、次いで「普通」が 25.4％、「満足」が

11.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（問 10 で「利用していない」とお答えの方） 

問 20 区立台東病院を利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 問 21 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

区立台東病院を医療連携で利用していない理由については、「患者が希望する医療機関で

ないから」が 40.3％と最も多く、次いで「地理的に遠いから」が 36.4％、「必要な診療科目

がないから」が 22.1％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「病院の内容が判らないから」「曜日によって短い期間で医師が変わ

ってしまうことから」「患者への対忚が悪く、医療水準も満足の得られるものでないから」と

いった回答があった。 

36.4 

22.1 

7.8 

40.3 

11.7 

3.9 

2.6 

9.1 

1.3 

1.3 

23.4 

3.9 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

N=77

地理的に遠いから

必要な診療科目がないから

希望する日時に診察を行っていないから

患者が希望する医療機関でないから

必要な入院医療が受けられないから

必要な診療機器が整っていないから

各種検査が予約で受けられないから

二次救急医療機関でないから

患者のプライバシーへの配慮が良くないから

職員の接遇が良くないから

その他

無回答
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問 22 診療所・病院の方にお伺いします。あなたは、平成 28 年度において、医療連携として

中核病院（永寿総合病院）を利用しましたか。（○は 1 つ）  

医療連携での中核病院（永寿総合病院）の利用については、「利用した」が 84.1％、「利用

していない」が 10.1％となっている。 

経年比較では、「利用した」が 6.4ポイント増となっている。 

 

 

 

  
今回調査 前回調査 

利用した

84.1%

利用して

いない

10.1%

無回答

5.8%

N=138

利用した

77.7%

利用してい

ない

10.8%

無回答

11.5%
N=148



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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（問 22 で「利用した」とお答えの方） 

問 23 どのようなことで中核病院を利用しましたか。（○はいくつでも） 

 問 24 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

中核病院（永寿総合病院）を医療連携で利用した理由については、「必要な診療科目があ

るから」が 77.6％と最も多く、次いで「地理的に近いから」が 67.2％、「患者が希望する医

療機関だから」が 54.3％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「診療内容が充実しているから」「小児科の入院ベッドがあるため」

「ホスピスがあるから」といった回答があった。 

  

67.2 

77.6 

16.4 

54.3 

50.9 

31.0 

46.6 

28.4 

0.0 

1.7 

8.6 

6.9 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=116

地理的に近いから

必要な診療科目があるから

土曜日の診察があるから

患者が希望する医療機関だから

入院施設が整っているから

各種検査が予約で受けられるから

必要な診療機器が整っているから

二次救急医療機関だから

健診センターがあるから

患者のプライバシーへの配慮があるから

職員の接遇が良いから

その他

無回答



 

122 

（問 22 で「利用した」とお答えの方） 

問 25 中核病院を医療連携で利用してみて良かったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 問 26 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

中核病院（永寿総合病院）を医療連携で利用して良かったことについては、「緊急を要す

る受診が可能になった」が 44.8％と最も多く、次いで「専門外来の情報がわかる」が 38.8％、

「入院が迅速にできた」が 37.1％となっている。 

 

 

 

その他の記入欄には、「スムーズな受け入れとスムーズな情報共有ができる」「受診後の報

告が必ずあること」「患者が満足した」といった回答があった。 

  

34.5 

38.8 

2.6 

44.8 

2.6 

37.1 

21.6 

12.9 

4.3 

7.8 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=116

診療体制や医師の休診情報がわかる

専門外来の情報がわかる

専門医への時間外受診が可能になった

緊急を要する受診が可能になった

受診対応が不可能な場合、他病院の

診療体制などの情報提供をしてくれた

入院が迅速にできた

各種検査が希望日時に予約できた

診療情報を事前に提供できた

依頼した患者の症例検討の機会がある

その他

無回答



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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（問 22 で「利用した」とお答えの方） 

問 27 中核病院を医療連携で利用してみて丌満だったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 問 28 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

中核病院（永寿総合病院）を医療連携で利用して不満だったことについては、「診療待ち

時間が長い」が 25.0％と最も多く、次いで「入院を断られた」が 18.1％、「すぐ対忚してく

れなかった」が 12.9％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「救急で患者さんが 1 時間以上待たされた」といった回答があった。 

 

  

12.9 

18.1 

2.6 

9.5 

11.2 

2.6 

25.0 

0.0 

13.8 

34.5 

0% 10% 20% 30% 40%

N=116

すぐ対応してくれなかった

入院を断られた

患者が希望する病室に入院できなかった

職員の接遇が悪かった

診療及び検査紹介に対する返事がない

検査が希望の日時に予約できなかった

診療待ち時間が長い

希望した医師に診てもらえなかった

その他

無回答
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（問 22 で「利用した」とお答えの方） 

問 29 あなたが中核病院に期待することは何ですか。（○はいくつでも） 

 問 30 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

中核病院（永寿総合病院）を医療連携で利用して期待することについては、「受診申請に

対する迅速な対忚」が 71.6％と最も多く、次いで「時間外診療（救急外来）を受け入れてく

れる」が 56.9％、「受診後、必ず紹介返事がもらえる」が 53.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.6 

44.8 

53.4 

16.4 

32.8 

56.9 

48.3 

37.1 

17.2 

18.1 

22.4 

0.0 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80%

N=116

受診申請に対する迅速な対応

確実に入院ができる

受診後、必ず紹介返事がもらえる

検査が希望の日時に予約できる

検査結果が迅速にわかる

時間外診療（救急外来）を受け入れてくれる

高度な医療技術の提供

医療設備の充実

診療待ち時間が短い

新患の予約がとれる

職員の接遇が良い

その他

無回答



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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満足

18.1%

ほぼ満足

41.4%

普通

27.6%

やや不満

5.2%

不満

4.3%
無回答

3.4%

N=116

（問 22 で「利用した」とお答えの方） 

問 31 台東区の中核病院との医療連携について、あなたの満足度はどうですか。（○は 1 つ） 

中核病院（永寿総合病院）を医療連携で

利用した満足度については、「ほぼ満足」が

41.4％と最も多く、次いで「普通」が 27.6％、

「満足」が 18.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（問 22 で「利用していない」とお答えの方） 

問 32 中核病院を利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 問 33 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

中核病院（永寿総合病院）を医療連携で利用していない理由については、「患者が希望す

る医療機関でないから」が 5件となっている。 

 

選択肢 件数 

患者が希望する医療機関でないから 5 

地理的に遠いから 0 

必要な診療科目がないから 0 

希望する日に診察を行っていないから 0 

必要な入院医療が受けられないから 0 

必要な診療機器が整っていないから 0 

各種検査が予約で受けられないから 0 

患者のプライバシーへの配慮が良くないから 0 

職員の接遇が良くないから 0 

その他 8 

無回答 1 

全 体 14 

 

その他の記入欄には、「利用したい例がなかったから」「現在連携している病院の方が良い

と思われるから」「今まで利用したことがないから」といった回答があった。 
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問 34 病院の方にお伺いします。平成 28 年度において、区内の診療所に対する逆紹介は前

年度に比べ増えていますか。（○は 1 つ） 

病院の区内の診療所に対する逆紹介件数の前年度比については、「変わらない」が 4件、「増

えている」が 3件となっている。 

 

選択肢 件数 

変わらない 4 

増えている 3 

減っている 0 

逆紹介を行っていない 0 

無回答 0 

全体 7 

 

 

 

問 35 病院の方にお伺いします。あなたは、区内の診療所に対する逆紹介について、どのよう

に考えていますか。（○は 1 つ）  

病院の区内の診療所に対する逆紹介への考えについては、「積極的に利用したい」が 4件、

「条件が合えば利用したい」が 3件となっている。 

 

選択肢 件数 

積極的に利用したい 4 

条件が合えば利用したい 3 

特に利用することは考えていない 0 

あまり利用するつもりはない 0 

利用するつもりはない 0 

無回答 0 

全体 7 

 

 

  



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 
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問 36 病院の方にお伺いします。以下の病院の中で医療連携（病病連携）として利用した病

院がありますか。（○はいくつでも）  

病院が医療連携（病病連携）として利用した病院については、「永寿総合病院」が 5件と

最も多く、次いで「上野病院」と「浅草寺病院」、「区立台東病院」が 4件となっている。 

 

 

選択肢 件数 

永寿総合病院 5 

上野病院 4 

浅草寺病院 4 

区立台東病院 4 

浅草病院 3 

土田病院 3 

同善病院 3 

永寿総合病院柳橋分院 2 

その他（区外の病院など） 4 

ない 1 

無回答 0 

全体 33 
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よく連携している

8.0%

連携することがある

23.9%

ほとんどない

33.3%

ない

31.9%

無回答

2.9%N=138

（3）かかりつけ歯科医との連携について 
 

問 37 診療所・病院の方にお伺いします。患者の「かかりつけ歯科医」と連携をすることがあり

ますか。（○は 1 つ）  

「かかりつけ歯科医」との連携については、「ほとんどない」が 33.3％と最も多く、次い

で「ない」が 31.9％、「連携することがある」が 23.9％となっている。 

経年比較では、「連携することがある」が 4.5 ポイント減となり、「ほとんどない」が 8.3

ポイント増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 38 診療所・病院の方にお伺いします。摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導を行っ

ていますか。（○は 1 つ）  

摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導の実施については、「行っている」が 23.2％、「行

っていない」が 73.2％となっている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。「行っていない」が 3ポイント増となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っている

25.7%

行っていない

70.2%

無回答

4.1%N=148

よく連携している

8.1%

連携することがある

28.4%

ほとんどない

25.0%

ない

36.5%

無回答

2.0%N=148

今回調査 前回調査 

行っている

23.2%

行っていない

73.2%

無回答

3.6%
N=138

今回調査 前回調査 
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（問 38 で「行っていない」とお答えの方） 

問 39 治療や指導を行わない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 問 40 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導を実施していない理由については、「自分の行う

分野ではないと思うから」が 61.4％と最も多く、次いで「診療報酬制度などの知識がないか

ら」が 14.9％、「医師が担当しなくてもよいと思うから」が 6.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「他の医療機関へ紹介するため」、「詳しい知識がないから」、「必要な

症例がなかったから」といった回答があった。 

 

問 41 台東区では、三ノ輪福祉センター内に、歯科医師会に委託して口腔ケアや口腔に関

する相談を受ける「三ノ輪口腔ケアセンター」を設置しています。そのことをご存知で

すか。（○は 1 つ）  

「三ノ輪口腔ケアセンター」については、「知らない」が 60.9％と最も多く、次いで「知

っている（利用したことはない）」が 15.9％、「知っている（利用したことがある）」が 12.3％

となっている。 

 

  
知っている

（利用したことがある）

12.3%

知っている

（利用したことはない）

15.9%

知らない

60.9%

無回答

10.9%
N=138

14.9 

6.9 

61.4 

16.8 

8.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

N=101

診療報酬制度などの知識がないから

医師が担当しなくてもよいと思うから

自分の行う分野ではないと思うから

その他

無回答
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（4）診診連携について 
 

問 42 診療所の方にお伺いします。診療所と診療所の医療連携（診診連携）を利用していま

すか。（○は 1 つ） 

診療所における他の診療所との医療連携（診診連携）の利用については、「たまに利用し

ている」が 48.3％と最も多く、次いで「よく利用している」が 25.8％、「利用していない」

が 23.3％となっている。 

経年比較では、「よく利用している」と「たまに利用している」が 67.9％から 74.1％とな

り、6.2ポイント増となっている。 

 

 

  

よく

利用している

25.8%

たまに

利用している

48.3%

利用して

いない

23.3%

無回答

2.5%
N=120

今回調査 前回調査 

よく

利用している

25.0%

たまに

利用している

42.9%

利用して

いない

22.9%

利用する必

要がない

1.4%

その他

0.7%

無回答

7.7%

N=140
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（問 42 で「よく利用している」か「2 たまに利用している」とお答えの方） 

問 43 診診連携に期待することは何ですか。（○は 2 つまで） 

 問 44 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

診診連携を利用する際に期待することについては、「専門性を活かした診療・検査」が

75.3％と最も多く、次いで「紹介した患者の情報（検査結果、経過等）を迅速、詳細に報告

してくれる」が 50.6％、「すぐ診てくれる」が 42.7％となっている。 

 

 

 

  

75.3 

42.7 

50.6 

2.2 

2.2 

0.0 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

N=89

専門性を活かした診療・検査

すぐ診てくれる

紹介した患者の情報（検査結果、経過等）を

迅速、詳細に報告してくれる

職員の接遇がよい

その他

特にない

無回答
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（5）在宅医療について 
 

問 45 診療所の方にお伺いします。在宅医療(訪問診療あるいは往診)の依頼があったとき、 

      どのように対応していますか。（○は 1 つ）  

診療所での在宅医療(訪問診療あるいは往診)への対忚については、「対忚していない」が

54.2％と最も多く、次いで「条件が合えば対忚する」が 30.8％、「原則として全ての依頼に

対忚する」が 12.5％となっている。 

経年比較では、「対忚していない」が 4.0ポイント減、「条件が合えば対忚する」が 3.8ポ

イント増となっている。 

 

 

  

原則として全ての

依頼に対応する

12.5%

条件が合えば

対応する

30.8%

対応して

いない

54.2%

無回答

2.5%
N=120

今回調査 前回調査 

原則として全ての

依頼に対応する

12.8%

条件が合えば

対応する

27.0%

対応して

いない

58.2%

無回答

2.0%
N=148
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（問 45 で「原則として全ての依頼に対応する」か「条件が合えば対応する」とお答えの方） 

問 46 在宅医療の依頼はどこからありますか。（○はいくつでも） 

 問 47 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

診療所における在宅医療の依頼元については、「これまで受診していた患者またはその家

族の希望」が 82.7％と最も多く、次いで「患者または家族からの依頼（前記の対象者を除く）」

が 44.2％、「介護事業者 (特別養護老人ホーム、ケアマネジャー等) からの依頼」が 40.4％

となっている。 

 

 

  

 

  
82.7 

44.2 

9.6 

40.4 

13.5 

23.1 

28.8 

3.8 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=52

これまで受診していた患者

またはその家族の希望

患者または家族

（上記の対象者を除く）からの依頼

医師会からの依頼

介護事業者 ( 特別養護老人ホーム、

ケアマネジャー等 ) からの依頼

患者の「かかりつけ医」からの依頼

患者が入院している病院からの依頼

訪問看護ステーションからの依頼

その他

無回答



 

134 

（問 45 で「条件が合えば対応する」とお答えの方） 

問 48 その条件で重視するものをお選びください。（○は 3 つまで） 

 問 49 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

診療所で、在宅医療を「条件が合えば対忚する」場合の条件については、「患者宅が近隣

であること」が 73.0％と最も多く、次いで「技術的に対忚可能であること」が 67.6％、「外

来患者として受診していたこと」が 45.9％となっている。 

 

 

 

     

73.0 

67.6 

45.9 

43.2 

24.3 

0.0 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80%

N=37

患者宅が近隣であること

技術的に対応可能であること

外来患者として受診していたこと

家族の理解が得られていること

訪問する時間（診療時間内等）

その他

無回答
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（問 45 で「対応していない」とお答えの方） 

問 50 対応していない理由は何ですか。（○は 3 つまで） 

 問 51 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

診療所で在宅医療を「対忚していない」理由については、「日常の診療が忙しく余裕がな

いから」が 44.6％と最も多く、次いで「体力的に難しいから」が 33.8％、「24時間体制の負

担が重いから」が 30.8％となっている。 

 

 

 

その他の記入欄には、「開業して間もないため」、「高齢のため」といった回答があった。 

 

 

  

1.5 

1.5 

9.2 

7.7 

44.6 

29.2 

33.8 

30.8 

29.2 

4.6 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=65

診療に要する時間等に対して

診療報酬が少ないから

保険請求の方法がわからないから

診療依頼がないから

在宅医療の知識が乏しいなどで不安だから

日常の診療が忙しく余裕がないから

在宅医療のスタッフや

器具が不足しているから

体力的に難しいから

24時間体制の負担が重いから

専門外の分野だから

その他

無回答
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問 52 診療所の方にお伺いします。在宅医療を実施するにあたり、今必要なことは何ですか。

（○はいくつでも） 

 問 53 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

診療所で在宅医療を実施する際に必要なことについては、「患者の状態変化時の受け入れ

病床の確保」が 39.2％と最も多く、次いで「訪問看護ステーションや介護スタッフとの連携

体制の強化」が 34.2％、「休日・夜間等に対忚する複数医師との連携体制」が 32.5％となっ

ている。 

 

 

その他の記入欄には、「24 時間体制でない在宅医療」「在宅医療後方支援病院の確保」、「診

療報酬のアップ」といった回答があった。 

 

 

  

24.2 

24.2 

32.5 

39.2 

34.2 

9.2 

5.0 

20.8 

11.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=120

在宅医療に関する知識・

技術向上のための研修・講演会

多職種の情報交換・連携促進の場

休日・夜間等に対応する

複数医師との連携体制

患者の状態変化時の受け入れ病床の確保

訪問看護ステーションや介護スタッフとの

連携体制の強化

ICT（情報通信技術）を活用した在宅医療・

介護従事者との情報共有システム

その他

特にない

無回答
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問 54 在宅医療の今後に対する考えについて伺います。（○は 1 つ） 

 問 55 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅医療の今後に対する考えについては、「今後も対忚する予定がない」が 39.9％と最も

多く、次いで「今後も継続して対忚したい」が 26.1％、「今は対忚しているが、やめたい」

が 9.4％となっている。 

経年比較では、「今後も対忚する予定がない」が 8.1 ポイント減、「今は対忚しているが、

やめたい」が 7.4ポイント増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「止めた」「全く見通しがたっていない」、「今は往診依頼があれば行

っている。これ以上は 1 人でやっているので無理」といった回答があった。 

 

 

  

今回調査 前回調査 

今後も継続して

対応したい

26.1%

今は対応していないが、

今後は実施したい

5.1%

今は対応しているが、

やめたい

9.4%

今後も対応する

予定がない

39.9%

その他

5.1%
無回答

14.5%

N=138 今後も継続して

対応したい

31.1%

今は対応していないが、

今後は実施したい

6.8%

今は対応しているが、

やめたい

2.0%

今後も対応する

予定がない

48.0%

その他

5.4%

無回答

6.8%
N=148



 

138 

知っている

（利用したことがある）

12.3%

知っている

（利用したことはない）

21.7%

知らない

53.6%

無回答

12.3%
N=138

問 56 台東区では、区立台東病院内に在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支

援窓口」を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ）  

「在宅療養支援窓口」については、「知

らない」が 53.6％と最も多く、次いで

「知っている（利用したことはない）」

が 21.7％、「知っている（利用したこと

がある）」が 12.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（6）台東区の医療に関する事業について 
 

問57 診療所・病院の方にお伺いします。台東区では、区立台東病院の運営や「台東区の身

近なお医者さん」（医療マップ）の作成など、医療に関する事業を行っています。これら

区の取組みをどう評価しますか。（○は 1 つ） 

 問 58 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区が実施する医療に関する事業への評価については、「ほぼ満足している」が 29.0％と最

も多く、次いで「普通」が 28.3％、「満足している」が 27.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「ほぼ満足しているが、尚一層の充実を」といった回答があった。 

 

満足している

27.5%

ほぼ満足

している

29.0%

普通

28.3%

やや不満がある

2.2%

不満がある

1.4%

わからない

5.1%

その他

1.4% 無回答

5.1%

N=138



台東区医療意識調査 

（診療所・病院） 

 

139 

問 59 診療所・病院の方にお伺いします。台東区内の医療を充実させるため何が必要だと考

えますか。（○は 3 つまで） 

 問 60 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区内の医療を充実させるために必要なことについては、「病院の充実」が 44.9％と最も多

く、次いで「かかりつけ医・歯科医・薬剤師（薬局）の定着促進」が 36.2％、「在宅での療

養を支える医療機関の充実」が 28.3％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「個々の診療所と中核病院の医療レベルを常に高める努力をするこ

と」、「救急の受け入れを確実に行える病院」といった回答があった。 

 

 

 

問 61 診療所・病院の方にお伺いします。区に対するご要望などがあれば、下の欄へ自由に

ご記入ください。 

（主な記載内容） 

○今までの対忚で十分と思う 

○せっかく区立の台東病院をつくったのに機能していないのは不満。2 次救急とまでいかな

くてもせめて夜間、休日の在宅医療の後方支援病院であってほしい。 

○台東区民のために、今後も医療の向上につながるよう検討頂きたい 

 

  

36.2 

44.9 

28.3 

23.9 

17.4 

15.2 

5.1 

8.0 

6.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=138

かかりつけ医・歯科医・

薬剤師（薬局）の定着促進

病院の充実

在宅での療養を支える医療機関の充実

医療に関する情報提供の充実

医療機関に関する情報の発信、公開

医師・歯科医師・薬剤師など

医療機関における人員確保

その他

特にない

無回答
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 歯科診療所向け 
 

（1）在宅歯科診療について 
 

問 1 在宅歯科診療の依頼があったとき、どのように対応していますか。（○は 1 つ）  

在宅歯科診療への対忚については、「条件が合えば対忚する」が 45.2％と最も多く、次い

で「対忚していない」が 35.6％、「原則として全ての依頼に対忚する」が 17.5％となってい

る。 

経年比較では、「対忚していない」が 6.7ポイント減、「条件が合えば対忚する」が 5.5ポ

イント増となっている。 

 

 

 

  

原則として

全ての依頼

に対応する

17.5%

条件が合え

ば対応する

45.2%

対応してい

ない

35.6%

無回答

1.7%
N=177

今回調査 前回調査 

原則として

全ての依頼

に対応する

16.9%

条件が合え

ば対応する

39.7%

対応してい

ない

42.3%

無回答

1.1%
N=189
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（問 1 で「原則として全ての依頼に対応する」か「条件が合えば対応する」とお答えの方） 

問 2 在宅歯科診療の依頼はどこからありますか。（○はいくつでも） 

 問 3 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅歯科診療の依頼元については、「これまで受診していた患者またはその家族の希望」

が 90.1％と最も多く、次いで「患者または家族からの依頼（前記の対象者を除く）」が 44.1％、

「歯科医師会からの依頼」が 25.2％となっている。 

 

 

 

その他の記入欄には、「ここ 2 年間程依頼が無い」といった回答があった。 

 

  

90.1 

44.1 

25.2 

19.8 

20.7 

14.4 

9.0 

9.9 

0.9 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=111

これまで受診していた患者またはその家族の希望

患者または家族（上記の対象者を除く）からの依頼

歯科医師会からの依頼

介護事業者 ( 特別養護老人ホーム、ケアマネジャー等 ) からの依頼

患者の「かかりつけ医」からの依頼

患者が入院している病院からの依頼

訪問看護ステーションからの依頼

三ノ輪口腔ケアセンターからの依頼

その他

無回答
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（問 1 で「条件が合えば対応する」とお答えの方） 

問 4 その条件で重視するものをお選びください。（○は 3 つまで） 

 問 5 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅歯科診療で「条件が合えば対忚する」場合の条件については、「患者宅が近隣である

（地理的に近い）こと」が 76.3％と最も多く、次いで「技術的に対忚可能であること」が

66.3％、「訪問する時間（診療時間内等）」が 57.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「訪問する曜日が合えば」といった回答があった。 

 

  

76.3 

57.5 

66.3 

42.5 

37.5 

3.8 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=80

患者宅が近隣である（地理的に近い）こと

訪問する時間（診療時間内等）

技術的に対応可能であること

外来患者として受診していたこと

家族の理解が得られていること

その他

無回答
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（問 1 で「対応していない」とお答えの方）  

問 6 対応していない理由は何ですか。（○は 3 つまで） 

 問 7 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

在宅歯科診療で「対忚していない」理由については、「在宅歯科診療のスタッフや器具が

不足しているから」が 60.3％と最も多く、次いで「日常の診療が忙しく余裕がないから」が

42.9％、「診療依頼がないから」が 27.0％となっている。 

 

 

 

 

  

4.8 

4.8 

27.0 

15.9 

7.9 

42.9 

60.3 

20.6 

15.9 

6.3 

4.8 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80%

N=63

診療に要する時間等に対して診療報酬が少ないから

保険請求の方法がわからないから

診療依頼がないから

在宅歯科診療の知識が乏しいなどで不安だから

摂食嚥下の対応方法に自信がないから

日常の診療が忙しく余裕がないから

在宅歯科診療のスタッフや器具が不足しているから

体力的に難しいから

24時間体制の負担が重いから

専門外の分野だから

その他

無回答
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問 8 在宅歯科診療を実施するにあたり、今必要なことは何ですか。（○は 3 つまで） 

 問 9 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅歯科診療を実施する際に必要なことについては、「病院や在宅主治医との連携」が

46.9％と最も多く、次いで「在宅歯科診療に関する知識・技術向上のための研修・講演会」

が 36.7％、「訪問看護ステーションや介護スタッフとの連携体制の強化」が 31.1％となって

いる。 

 

 

その他の記入欄には、「十分な診療器具やスタッフ等の環境整備（診療時間の確保）」、「コ

ストに見合う診療報酬」、「人材、器材の確保に対する経済的支援、患者への知識や理解への

支援」といった回答があった。 

 

  

36.7 

21.5 

46.9 

31.1 

16.9 

4.0 

15.8 

24.3 

6.2 

5.6 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=177

在宅歯科診療に関する知識・

技術向上のための研修・講演会

多職種の情報交換・連携促進の場

病院や在宅主治医との連携

訪問看護ステーションや

介護スタッフとの連携体制の強化

患者の状態変化時の受け入れ病床の確保

ICT（情報通信技術）を活用した在宅医療・

介護従事者との情報共有システム

在宅歯科診療の役割に対する

医療福祉関係者の理解

区民への在宅医療（歯科診療を含む）の普及啓発

その他

特にない

無回答
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知っている

（利用したことがある）

3.4%

知っている

（利用したことはない）

30.5%

知らない

63.3%

無回答

2.8%
N=177

問 10 台東区では、在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支援窓口」を、区立

台東病院内に設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ）  

「在宅療養支援窓口」については、「知

らない」が 63.3％と最も多く、次いで

「知っている（利用したことはない）」

が 30.5％、「知っている（利用したこと

がある）」が 3.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

問 11 在宅歯科診療の今後に対する考えについて伺います。（○は 1 つ） 

 問 12 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅歯科診療の今後に対する考えについては、「今後も継続して対忚したい」が 40.7％と

最も多く、次いで「今後も対忚する予定がない」が 27.7％、「今は対忚していないが、今後

は実施したい」が 22.6％となっている。 

経年比較では、「今は対忚していないが、今後は実施したい」が 7.3 ポイント増となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「要望に忚じて対忚したい」、「現在一部対忚しているが、保険点数

の関係、施設基準の問題等もあり、今後のことは検討したい」といった回答があった。 

今後も継続して

対応したい

40.7%

今は対応していないが、

今後は実施したい

15.3%

今は対応しているが、

やめたい

3.7%

今後も対応する

予定がない

29.6%

その他

4.8%

無回答

5.8%
N=189

今回調査 前回調査 

今後も継続して

対応したい

40.7%

今は対応していないが、

今後は実施したい

22.6%

今は対応しているが、

やめたい

2.8%

今後も対応する

予定がない

27.7%

その他

1.7%

無回答

4.5%
N=177
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よく連携している

18.6%

連携する

ことがある

48.6%

ほとんどない

28.2%

ない

4.0%
無回答

0.6%
N=177

よく連携している

11.1%

連携する

ことがある

48.1%

ほとんど

ない

23.8%

ない

11.6%

無回答

5.3%

N=189

よく連携している

3.7%

連携することがある

18.5%

ほとんどない

36.5%

ない

34.9%

無回答

6.3%

N=189

（2）かかりつけ医などとの連携について 
 

問 13 患者の「かかりつけ医」と連携をすることがありますか。（○は 1 つ）  

患者の「かかりつけ医」との連携の頻度については、「連携することがある」が 48.6％と

最も多く、次いで「ほとんどない」が 28.2％、「よく連携している」が 18.6％となっている。 

経年比較では、「よく連携している」が 7.5 ポイント増、「ほとんどない」が 4.4ポイント

増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 要介護高齢者などの患者の場合、ケアマネジャーや入所施設相談員などと連携を行

っていますか。（○は 1 つ）  

ケアマネジャーや入所施設相談員などとの連携の頻度については、「ほとんどない」が 40.7％

と最も多く、次いで「ない」が 30.5％、「連携することがある」が 20.9％となっている。 

経年比較では、「よく連携している」と「連携することがある」の合計が 22.2％から 27.1％

となり、4.9ポイント増となっている。 

  

今回調査 前回調査 

よく連携している

6.2%

連携することがある

20.9%

ほとんどない

40.7%

ない

30.5%

無回答

1.7%
N=177

今回調査 前回調査 
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問 15 摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導を行っていますか。（○は 1 つ）  

摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導については、「行っていない」が 71.2％、「行って

いる」が 27.7％となっている。 

経年比較では、概ね同様の傾向となっている。「行っていない」が 4.5ポイント増となっ

ている。 

 

（問 15 で「行っていない」とお答えの方） 

問 16 治療や指導を行わない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 問 17 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導を実施していない理由については、「治療・指導

の体制が整っていないから」が 54.0％と最も多く、次いで「治療・指導の経験が不十分だか

ら」が 51.6％、「自分の行う分野ではないと思うから」が 13.5％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「治療や指導の必要な患者がいない」といった回答があった。 

 

51.6 

54.0 

13.5 

10.3 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=126

治療・指導の経験が不十分だから

治療・指導の体制が整っていないから

自分の行う分野ではないと思うから

その他

無回答

行っている

27.0%

行っていない

66.7%

無回答

6.3%
N=189

行っている

27.7%

行っていない

71.2%

無回答

1.1%
N=177

今回調査 前回調査 
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（3）台東区の医療に関する事業について 
 

問 18 台東区では、区立台東病院の運営や「台東区の身近なお医者さん」（医療マップ）の

作成など、医療に関する事業を行っています。これら区の取組みをどう評価します

か。（○は 1 つ） 

 問 19 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区が実施する医療に関する事業への評価については、「ほぼ満足している」が 40.1％と最

も多く、次いで「普通」が 24.3％、「満足している」が 19.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

  

満足

している

19.8%

ほぼ

満足している

40.1%

普通

24.3%

やや不満がある

1.1%

不満がある

2.8%

わからない

10.7%

その他

0.0% 無回答

1.1%

N=177
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問 20 台東区内の医療を充実させるため何が必要だと考えますか。（○は 3 つまで） 

 問 21 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区内の医療を充実させるために必要なことについては、「かかりつけ医・歯科医・薬剤師

（薬局）の充実」が 49.2％と最も多く、次いで「在宅での療養を支える医療機関の充実」が

39.5％、「医療に関する情報提供の充実」が 34.5％となっている。 

 

その他の記入欄には、「医科、歯科、薬剤師の医療連携の充実」、「予防することや歯科の重

要性をもっと発信して欲しい」、「医療従事者の生活の安定、経済的安定」といった回答があ

った。 

 

問 22 区に対するご要望などがあれば、下の欄へ自由にご記入ください。 

（主な記載内容） 

○経験が一番在宅や施設での診療に役立つと思っております。若い先生にも積極的に訪問診

療を経験してもらえれば、未来につながると思います。 

○訪問先患者宅前の駐車の許可を。罰則をなくしていただきたい。 

○自分自身もこれからは要望あれば在宅に携わっていきたいと思っております。自分の所に

来院されていた人が来られなくなってきているケースが最近特に多いので、これからは

色々知識を取り入れてやっていきたいと思います。 

 

49.2 

29.4 

39.5 

34.5 

22.0 

23.7 

5.6 

7.9 

2.8 

0% 20% 40% 60%

N=177

かかりつけ医・歯科医・

薬剤師（薬局）の充実

病院の充実

在宅での療養を支える医療機関の充実

医療に関する情報提供の充実

医療機関に関する情報の発信、公開

医師・歯科医師・薬剤師など

医療機関における人員確保

その他

特にない

無回答
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 薬局向け 
 

（1）薬剤師の人数について 
 

問 1 貴薬局における、常勤の薬剤師の人数を教えてください。（○は 1 つ）  

薬局の常勤の薬剤師の人数については、「1人」が 38.4％と最も多く、次いで「2人」が 28.6％、

「3人」が 22.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）在宅患者訪問薬剤管理指導及び居宅療養管理指導について 
 

問 2 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の依頼があったとき、どのように対応

していますか。（○は 1 つ）  

在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の依頼への対忚については、「条件が合え

ば対忚する」が 41.1％と最も多く、次いで「原則として全ての依頼に対忚する」と「対忚し

ていない」が 27.7％となっている。 

 

 

  

1人

38.4%

2人

28.6%

3人

22.3%

4人

4.5%

5人以上

3.6%
無回答

2.7%

N=112

原則として全ての

依頼に対応する

27.7%

条件が合えば

対応する

41.1%

対応して

いない

27.7%

無回答

3.6%
N=112
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（問 2 で「条件が合えば対応する」とお答えの方） 

問 3 その条件で重視するものをお選びください。（○は 2 つまで） 

 問 4 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の依頼へ「条件が合えば対忚する」場合の

条件については、「患者宅が近隣である（地理的に近い）こと」が 71.7％と最も多く、次い

で「技術的に対忚可能であること」が 60.9％、「訪問する時間（開局時間内等）」が 41.3％

となっている。 

 

 

 

 

 

  

71.7 

41.3 

60.9 

15.2 

4.3 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

N=46

患者宅が近隣である（地理的に近い）こと

訪問する時間（開局時間内等）

技術的に対応可能であること

家族の理解が得られていること

その他

無回答
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（問 2 で「対応していない」とお答えの方） 

問 5 対応していない主な理由は何ですか。（○は 3 つまで） 

 問 6 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の依頼に「対忚していない」理由について

は、「依頼がないから」と「24時間体制は負担が重いから」が 48.4％と最も多く、次いで「対

忚できる薬剤師が不足しているから」が 45.2％となっている。 

 

 

その他の記入欄には、「薬剤師が 1 人のため開局時間内に行くことは難しく負担が大きいた

め」といった回答があった。 

 

  

48.4 

45.2 

35.5 

9.7 

48.4 

6.5 

16.1 

6.5 

3.2 

3.2 

3.2 

0% 20% 40% 60%

N=31

依頼がないから

対応できる薬剤師が不足しているから

日常業務が忙しく余裕がないから

在宅業務に関する知識が乏しく不安だから

24時間体制は負担が重いから

実施にあたっての要件が厳しいから

体力的に難しいから

在宅医療を行う医療機関や介護事業者との

ネットワークがないから

採算が取れそうにないから

その他

無回答
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今後も継続して

対応したい

47.3%

今は対応していないが、

今後は実施したい

17.9%

今は対応しているが、

やめたい

3.6%

今後も対応する

予定はない

20.5%

その他

3.6%

無回答

7.1%N=112

問 7 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の今後について、どのように考えてい

ますか。（○は 1 つ） 

 問 8 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の依頼への今後の対忚については、「今後

も継続して対忚したい」が 47.3％と最も多く、次いで「今後も対忚する予定はない」が 20.5％、

「今は対忚していないが、今後は実施したい」が 17.9％となっている。 

経年比較では、「今後も継続して対忚したい」が 12.5ポイント増となっている。一方、「今

は対忚しているが、やめたい」と「今後も対忚する予定はない」の合計が 15.2％から 24.1％

となり、8.9ポイント増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「対忚したいが、薬剤師の確保が難しい」、「薬剤師が二人の小さな薬

局であり、一人の負担が大きい。今後、どのようになるか予測できない。」といった回答があ

った。 

 

  

今後も継続して

対応したい

34.8%

今は対応していないが、

今後は実施したい

34.8%

今は対応しているが、

やめたい

0.9%

今後も対応する

予定はない

14.3%

その他

13.4%

無回答

1.8%

N=112

今回調査 

前回調査 
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問 9 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施するにあたり、今必要なことは

主に何ですか。（○は 3 つまで） 

 問 10 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施する際に必要なことについては、「在

宅医療に関する知識・技術向上のための研修・講演会」が 43.8％と最も多く、次いで「多職

種の情報交換・連携促進の場」が 33.0％、「往診・訪問診療を行う医師・歯科医師の情報」

が 30.4％となっている。 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「必要な人員（薬剤師）の確保」といった回答があった。 

 

  

43.8 

30.4 

19.6 

33.0 

13.4 

18.8 

11.6 

17.9 

22.3 

16.1 

8.0 

1.8 

3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N=112

在宅医療に関する知識・

技術向上のための研修・講演会

往診・訪問診療を行う医師・歯科医師の情報

介護支援専門員の情報

多職種の情報交換・連携促進の場

薬局間の連携

ICT（情報通信技術）を活用した在宅医療・

介護従事者との情報共有システム

病状急変時の受け入れ体制の充足

夜間・休日の診療体制の整備

薬剤師による在宅訪問業務への役割の

医療福祉関係者の理解

区民への在宅医療の普及啓発

その他

特にない

無回答
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問 11 台東区では、在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支援窓口」を、区立

台東病院内に設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ）  

「在宅療養支援窓口」については、「知らない」が 47.3％と最も多く、次いで「知ってい

る（利用したことはない）」が 38.4％、「知っている（利用したことがある）」が 10.7％とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）医療連携等について 
 

問 12 薬局で受診勧奨する際、医療機関を主にどのような理由で選んでいますか。 

（○は 3 つまで） 

 問 13 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。  

薬局で受診勧奨する際の医療機関の選択理由については、「地理的に近いから」が 70.5％

と最も多く、次いで「専門医がいるから」が 46.4％、「本人が希望する医療機関だから」が

44.6％となっている。 

 

 

  

知っている

（利用したことがある）

10.7%

知っている

（利用したことはない）

38.4%

知らない

47.3%

無回答

3.6%
N=112

70.5 

44.6 

19.6 

46.4 

20.5 

18.8 

25.9 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

N=112

地理的に近いから

本人が希望する医療機関だから

設備が充実しているから

専門医がいるから

本人の受診経験があるから

診療時間

知っている医師の医療機関

その他

無回答
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問 14 平成 28 年 4 月の診療報酬改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」についてお

伺いします。貴薬局では、かかりつけ薬剤師を配置していますか、あるいは準備中で

すか。（○は 1 つ） 

 問 15 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

かかりつけ薬剤師の配置については、「配置し、服薬指導等を行っている」が 31.3％と最

も多く、次いで「現時点で、配置する予定はない」が 26.8％、「配置について検討中である」

が 17.9％となっている。 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「薬局の仕事（義務）で指導料を別に徴収する事に大変違和感を覚え

る」といった回答があった。 

 

  

配置し、服薬指導等を

行っている

31.3%

現時点で、配置する

予定はない

26.8%

配置について

検討中である

17.9%

配置を決定し、

準備中である

14.3%

関心がない

0.0%

その他

4.5%

無回答

5.4%

N=112
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問 16 電子版お薬手帳のシステムを導入し運用していますか、あるいは準備中ですか。 

（○は 1 つ） 

 問 17 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。  

電子版お薬手帳のシステムの導入については、「現時点で、検討する予定はない」が 29.5％

と最も多く、次いで「今後、検討したい」が 25.9％、「導入し、運用している」が 25.0％と

なっている。 

 

  

 

 

その他の記入欄には、「現時点で仕様がバラバラで導入の難易度が高い。統一しない事は理

解に苦しむ」、「システム導入の最終権限は経営者になる、利用している患者さんにＱＲコー

ドの用紙の配付対忚はしているがそれ以上には進んでいない」といった回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

導入し、運用している

25.0%

導入を決め、

準備中である

4.5%

導入に向けて、

検討中である

7.1%

今後、

検討したい

25.9%

現時点で、検討する

予定はない

29.5%

関心がない

1.8%

その他

2.7%
無回答

3.6%

N=112
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満足している

26.8%

ほぼ満足

している

37.5%

普通

27.7%

やや不満がある

4.5%

不満がある

0.0%

わからない

0.9%

その他

0.9%
無回答

1.8%

N=112

50.9 

31.3 

37.5 

31.3 

33.9 

26.8 

4.5 

0.9 

0.9 

0% 20% 40% 60%

N=112

かかりつけ医・歯科医・薬剤師（薬局）の定着促進

病院の充実

在宅での療養を支える医療機関の充実

医療に関する情報提供の充実

医療機関に関する情報の発信、公開

医師・歯科医師・薬剤師など医療機関における人員確保

その他

特にない

無回答

（4）台東区の医療に関する事業について 
 

問 18 台東区では、区立台東病院の運営や「台東区の身近なお医者さん」（医療マップ）の 

      作成など、医療に関する事業を行っています。これら区の取組みをどう評価しますか。 

     （○は 1 つ） 

 問 19 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。  

区が実施する医療に関する事業への評価

については、「ほぼ満足している」が 37.5％

と最も多く、次いで「普通」が 27.7％、「満

足している」が 26.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

問 20 台東区内の医療を充実させるため何が必要だと考えますか。（○は 3 つまで） 

 問 21 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

区内の医療を充実させるために必要なことについては、「かかりつけ医・歯科医・薬剤師

（薬局）の定着促進」が 50.9％と最も多く、次いで「在宅での療養を支える医療機関の充実」

が 37.5％、「医療機関に関する情報の発信、公開」が 33.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記入欄には、「外国人対忚の充実」、「介護職（特に介護支援専門員＝ケアマネジ

ャー）へのかかりつけ薬剤師との初期からの連携や仕組みの理解（のための研修）」、「区民

への健康、病気に関する啓発の機会の増加」といった回答があった。 
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問 22 区に対するご要望などがあれば、自由にご記入ください。 

（主な記載内容） 

○公共の場所は全面禁煙にしてほしい（路上、飲食店） 

○軽症者は近隣の開業医へもっと誘導した方がいいと思います。なかなか難しいとは思いま

すが。 

○ケアマネジャー、包括支援センター職員にかかりつけ薬剤師の制度の理解を深める仕組み

を作ってほしい。 
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最終ページに単純集計表と調査表をつける。 

調査表は２頁ごとに１頁に印刷でＯＫ。 
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 （1）調査票 
 

1．健康づくりと医療に関する区民意識調査 
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164 
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166 
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168 

2．健康づくりについての児童・生徒アンケート【小学校 4 年生】 
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169 
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3．健康づくりについての児童・生徒アンケート【中学校 1 年生】 
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171 
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4．台東区医療意識調査 【診療所・病院向け】 
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173 

 

 

 

 

  



 

174 
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175 

 

 

 

 

  



 

176 
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177 

 

 

 

 

  



 

178 
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179 

 

 

 

 

  



 

180 

5．台東区医療意識調査 【歯科診療所向け】 
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181 

 

 

 

 

  



 

182 
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183 

 

 

 

 

  



 

184 

6．台東区医療意識調査 【薬局向け】 
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185 

 

 

 

 

 

  



 

186 
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 （2）単純集計表 

1．健康づくりと医療に関する区民意識調査 

年齢  

 

居住歴  

 

性別  

 

身長（cm） 

 

体重（kg） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

全
　
体

2
0
～

2
9
歳

3
0
～

3
9
歳

4
0
～

4
9
歳

5
0
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

7
4
歳

7
5
～

8
4
歳

8
5
歳
以
上

無
回
答

件　数 1,469 101 225 258 209 105 315 203 44 9
％ 100 6.9 15.3 17.6 14.2 7.1 21.4 13.8 3.0 0.6

1 2 3 4 5 6 7

全
　
体

5
年
未
満

5
年
以
上

1
0
年
未
満

1
0
年
以
上

1
5
年
未
満

1
5
年
以
上

2
0
年
未
満

2
0
年
以
上

3
0
年
未
満

3
0
年
以
上

無
回
答

件　数 1,469 247 166 138 93 132 680 13
％ 100 16.8 11.3 9.4 6.3 9.0 46.3 0.9

1 2 3

全
　
体

男
性

女
性

無
回
答

件　数 1,469 643 818 8
％ 100 43.8 55.7 0.5

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

1
4
0
c
m
未
満

～

1
5
0
c
m

～

1
6
0
c
m

～

1
7
0
c
m

～

1
8
0
c
m

～

1
9
0
c
m

1
9
1
c
m
以
上

無
回
答

件　数 1,469 10 163 512 497 235 19 0 33
％ 100 0.7 11.1 34.9 33.8 16.0 1.3 0.0 2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

全
　
体

3
0
k
g
未
満

～

4
0
k
g

～

5
0
k
g

～

6
0
k
g

～

7
0
k
g

～

8
0
k
g

～

9
0
k
g

～

1
0
0
k
g

～

1
1
0
k
g

1
2
0
k
g
以
上

無
回
答

件　数 1,469 1 41 355 469 338 158 45 14 2 2 44
％ 100 0.1 2.8 24.2 31.9 23.0 10.8 3.1 1.0 0.1 0.2 3.0
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健康保険の種類  

 

健康保険の種類が 4～6 の場合、被保険者と被扶養者のどちらか 

 

問 1 あなたは、ご自身の健康状態をどのように感じていますか。（○は 1 つ）  

  

問 2 あなたは、最近 1 年間に診療所、病院、歯科診療所、薬局などを利用しましたか。利用した医療

機関数を選んでください。（それぞれに○は 1 つ） 

【診療所（クリニック、医院）】  

 

【病院】  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

国
民
健
康
保
険

（

台
東
区
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
組
合

全
国
健
康
保
険
協
会

管
掌
健
康
保
険

（

協
会
け
ん
ぽ
）

組
合
管
掌
健
康
保
険

（

健
康
保
険
組
合
）

共
済
組
合

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 525 162 79 179 361 53 82 28
％ 100 35.7 11.0 5.4 12.2 24.6 3.6 5.6 1.9

1 2 3

全
　
体

被
保
険
者

被
扶
養
者

無
回
答

件　数 593 475 99 19
％ 100 80.1 16.7 3.2

1 2 3 4 5

全
　
体

健
康
で
あ
る

ま
あ
ま
あ

健
康
で
あ
る

あ
ま
り

健
康
で
は
な
い

健
康
で
は
な
い

無
回
答

件　数 1,469 483 721 170 57 38
％ 100 32.9 49.1 11.6 3.9 2.6

1 2 3 4 5

全
　
体

利
用
な
し

１
か
所

２
か
所

３
か
所
以
上

無
回
答

件　数 1,469 216 561 297 164 231
％ 100 14.7 38.2 20.2 11.2 15.7

1 2 3 4 5

全
　
体

利
用
な
し

１
か
所

２
か
所

３
か
所
以
上

無
回
答

件　数 1,469 432 553 173 30 281
％ 100 29.4 37.6 11.8 2.0 19.1
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【歯科診療所】  

 

【薬局（処方せんの場合のみ）】  

 

問 3 あなたは、日ごろから健康管理などについて相談でき、病気や体の調子の悪いときなどに受診で

きる「かかりつけ医（診療所、病院）」をお持ちですか。（○は 1 つ）  

 

問 4 その医師のいる医療機関の種別はどれですか。（○はあてはまるもの全て） 

  

  

1 2 3 4 5

全
　
体

利
用
な
し

１
か
所

２
か
所

３
か
所
以
上

無
回
答

件　数 1,469 366 823 37 7 236
％ 100 24.9 56.0 2.5 0.5 16.1

1 2 3 4 5

全
　
体

利
用
な
し

１
か
所

２
か
所

３
か
所
以
上

無
回
答

件　数 1,469 193 571 345 117 243
％ 100 13.1 38.9 23.5 8.0 16.5

1 2 3

全
　
体

持
っ

て
い
る

持
っ

て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 929 534 6
％ 100 63.2 36.4 0.4

1 2 3

全
　
体

診
療
所

（

ク
リ
ニ
ッ

ク
、

医
院
）

病
院

無
回
答

件　数 929 655 337 10
％ 70.5 36.3 1.1
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問 5 持っていない理由はどれでしょうか。（○はあてはまるもの全て）  

 

問 6 あなたは、むし歯や歯周病などの治療を含め、定期健診や歯石除去・歯みがき指導などが受けら

れるかかりつけ歯科医をお持ちですか。（○は 1 つ）  

 

問 7 持っていない理由はどれでしょうか。（○はあてはまるもの全て）  

 

問 8 あなたは、医療機関から交付された処方せんをいつでも持っていくことができ、薬に関する疑問や

丌安に対し相談できるかかりつけ薬剤師・薬局をお持ちですか。（○は 1 つ）  

 

  

1 2 3 4 5 6

全
　
体

身
近
に
か
か
り
つ
け
医
に
な
っ

て
く
れ
る

医
療
機
関
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら

ど
の
よ
う
に
し
て
か
か
り
つ
け
医
を

探
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
か
ら

か
か
り
つ
け
医
が

必
要
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
か
ら

あ
ま
り
医
療
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 534 71 159 75 276 34 9
％ 13.3 29.8 14.0 51.7 6.4 1.7

1 2 3

全
　
体

持
っ

て
い
る

持
っ

て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 1019 432 18
％ 100 69.4 29.4 1.2

1 2 3 4 5 6

全
　
体

身
近
に
か
か
り
つ
け
歯
科
医
に

な
っ

て
く
れ
る
歯
科
医
が

見
つ
か
ら
な
い
か
ら

ど
の
よ
う
に
し
て

か
か
り
つ
け
歯
科
医
を

探
し
た
ら
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
か
ら

か
か
り
つ
け
歯
科
医
が

必
要
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
か
ら

あ
ま
り
歯
科
医
療
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 432 55 85 44 223 54 5
％ 12.7 19.7 10.2 51.6 12.5 1.2

1 2 3

全
　
体

持
っ

て
い
る

持
っ

て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 770 677 22
％ 100 52.4 46.1 1.5
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問 9 持っていない理由はどれでしょうか。（○はあてはまるもの全て） 

 

 

問 10 あなたが脳卒中の後遺症や末期がんなどで長期の療養が必要となった場合、あなたは自宅で

の療養を希望しますか。（○は 1 つ）  

 

問 11 自宅での療養を希望しない、あるいは難しいと思う理由は何ですか。次の中からお考えに近いも

のをお選びください。（○は 3 つまで） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

全
　
体

診
察
し
た
医
療
機
関
に

忚
じ
て
薬
局
を
変
え
る
か
ら

医
療
機
関
が
院
内
処
方
を

し
て
い
る
か
ら

薬
局
を
特
定
す
る
必
要
を

感
じ
な
い
か
ら

相
談
で
き
る
薬
剤
師
・

薬
局
が
み
つ
か
ら
な
い
か
ら

市
販
の
薬
を
服
用
し
て

対
処
す
る
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 677 346 74 183 67 71 43 17
％ 51.1 10.9 27.0 9.9 10.5 6.4 2.5

1 2 3 4

全
　
体

希
望
す
る

希
望
す
る
が

難
し
い
と
思
う

希
望
し
な
い

（

入
院
を
希
望
す
る
）

無
回
答

件　数 1,469 252 581 619 17
％ 100 17.2 39.6 42.1 1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

全
　
体

自
宅
で
ど
の
よ
う
な
医
療
や

介
護
が
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
忚
が
不
安
だ
か
ら

入
院
し
て
い
た
方
が

よ
い
治
療
を
受
け
ら
れ
る
と
思
う
か
ら

訪
問
し
て
く
れ
る
医
師

（

歯
科
医
師
）

が
い
な
い
か
ら

家
族
に
介
護
な
ど
の

負
担
を
か
け
る
か
ら

介
護
し
て
く
れ
る
家
族
が

い
な
い
か
ら

療
養
で
き
る
部
屋
や
ト
イ
レ
な
ど

住
宅
環
境
が
整
っ

て
い
な
い
か
ら

経
済
的
な
負
担
が

わ
か
ら
な
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

件　数 1,200 337 376 351 55 758 272 238 200 34 11 21
％ 28.1 31.3 29.3 4.6 63.2 22.7 19.8 16.7 2.8 0.9 1.8
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問 12 あなたの家族が病気などで長期の療養が必要となり、自宅での療養を希望した場合、どのように

しようと思いますか。（○は 1 つ）  

 

（問 12 で「できるだけ本人の希望をかなえたいが、実現は難しいと思う」、「できるだけ自宅での療養はさ

せたくない」とお答えの方） 

問 13 その理由について、次の中からお考えに近いものをお選びください。（○は 3 つまで）  

 

問 14 もしもあなたが病気などで人生の最期を迎えることになった場合、どこで過ごしたいと思いますか。

（○は 1 つ）  

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

全
　
体

で
き
る
だ
け
本
人
の
希
望
を

か
な
え
た
い

で
き
る
だ
け
本
人
の
希
望
を

か
な
え
た
い
が
、

実
現
は

難
し
い
と
思
う

で
き
る
だ
け
自
宅
で
の
療
養
は

さ
せ
た
く
な
い

現
在
、

家
族
が
自
宅
で

療
養
し
て
い
る

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 620 554 58 15 90 47 85
％ 100 42.2 37.7 3.9 1.0 6.1 3.2 5.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

全
　
体

自
宅
で
ど
の
よ
う
な
医
療
や

介
護
が
受
け
ら
れ
る
か

わ
か
ら
な
い
か
ら

急
に
病
状
が
変
わ
っ

た
時
の

対
忚
が
不
安
だ
か
ら

入
院
し
て
い
た
方
が

よ
い
治
療
を
受
け
ら
れ
る
と
思
う
か

ら 自
分
に
医
療
や
介
護
の

知
識
が
無
く
不
安
だ
か
ら

介
護
は
体
力
的
に
難
し
い
か
ら

自
分
の
生
活
が
で
き
な
く
な
る
か
ら

療
養
で
き
る
部
屋
や
ト
イ
レ
な
ど

住
宅
環
境
が
整
っ

て
い
な
い
か
ら

経
済
的
な
負
担
が

わ
か
ら
な
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

件　数 612 158 278 237 165 219 152 157 96 31 3 6
％ 25.8 45.4 38.7 27.0 35.8 24.8 25.7 15.7 5.1 0.5 1.0

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

病
院
な
ど
の

医
療
施
設

自
 
宅

高
齢
者
向
け
の

ケ
ア
付
き
住
ま
い
や

施
設

子
供
の
家

兄
弟
姉
妹
な
ど

親
族
の
家

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

件　数 1,469 462 555 141 10 6 41 234 20
％ 100 31.4 37.8 9.6 0.7 0.4 2.8 15.9 1.4
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問 15 台東区では、区立台東病院内に在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支援窓口」

を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ）  

 

問 16 あなたは、過去 1 年間に健康診断をどこで受診しましたか。（○は 1 つ）  

 

問 17 過去１年間に健康診断を受診していない理由をお聞かせください。（○は 1 つ）  

 

問 18 あなたは、メタボリックシンドロームと診断されましたか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3

全
　
体

知
っ

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 1,469 172 1274 23
％ 100 11.7 86.7 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

職
場
の
健
康
診
断

学
校
で
実
施
し
て
い
る

健
康
診
断

自
費
で
の
健
康
診
断

健
康
保
険
組
合
な
ど
の

健
康
診
断

台
東
区
の
無
料
健
康
診
断

（

総
合
健
診
、

区
民
健
診
）

そ
の
他

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 451 13 98 138 426 44 287 12
％ 100 30.7 0.9 6.7 9.4 29.0 3.0 19.5 0.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

全
　
体

健
康
診
断
を
受
け
る
時
間
が
な
い

定
期
的
に
通
院
し
て

検
査
等
を
し
て
い
る

ど
こ
の
医
療
機
関
で
健
康
診
断
を

受
け
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

今
は
、

体
に
つ
い
て

心
配
な
と
こ
ろ
が
な
い

予
約
な
ど
の
手
続
き
が

面
倒
で
あ
る

健
診
の
結
果
、

異
常
が

み
つ
か
る
と
不
安
で
あ
る

具
合
が
悪
か
っ

た
ら
医
療
機
関
に

か
か
る
の
で
、

健
康
診
断
は

必
要
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 287 43 75 27 37 23 18 38 24 2
％ 100 15.0 26.1 9.4 12.9 8.0 6.3 13.2 8.4 0.7

1 2 3 4

全
　
体

は
い

予
備
群
と
い

わ
れ
た

い
い
え

無
回
答

件　数 685 65 99 450 71
％ 100 9.5 14.5 65.7 10.4
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問 19 特定保健指導を受けましたか。（○は 1 つ） 

 

問 20 特定保健指導をこれからも受ける気はない理由をお聞かせください。（○は 1 つ）  

 

問 21 あなたは過去 1 年間に次の検診をどこで受診されましたか。 

【歯科健診】  

 

【胃がん検診（胃エックス線検査または胃内視鏡検査）】  

 

  

1 2 3 4 5

全
　
体

受
け
た

ま
だ
受
け
て
い
な
い

こ
れ
か
ら
受
け
る
予
定

こ
れ
か
ら
も

受
け
る
気
は
な
い

無
回
答

件　数 164 50 72 9 30 3
％ 100 30.5 43.9 5.5 18.3 1.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

全
　
体

面
接
の
日
程
が
あ
わ
な
い

定
期
的
に
通
院
し
て
い
る

特
定
保
健
指
導
が
何
か
わ
か
ら

な
い

自
分
で
食
生
活
改
善
や
運
動
を

し
て
い
る
、

ま
た
は
こ
れ
か
ら

始
め
る

過
去
に
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か

ら
必
要
な
い

心
配
な
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
改

善
し
よ
う
と
思
わ
な
い

申
込
み
の
手
続
き
が
面
倒
で
あ

る 自
分
の
生
活
習
慣
に
つ
い
て
他

人
に
干
渉
さ
れ
た
く
な
い

生
活
習
慣
の
改
善
を
考
え
た
り

取
り
組
む
時
間
が
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 30 0 11 0 8 0 2 1 5 2 1 0
％ 100 0.0 36.7 0.0 26.7 0.0 6.7 3.3 16.7 6.7 3.3 0.0

1 2 3 4 5

全
　
体

台
東
区
が

実
施
す
る
健
診

職
場
の
健
診

自
費
の
健
診

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 167 47 575 585 95
％ 100 11.4 3.2 39.1 39.8 6.5

1 2 3 4 5

全
　
体

台
東
区
が

実
施
す
る
健
診

職
場
の
健
診

自
費
の
健
診

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 116 222 196 823 112
％ 100 7.9 15.1 13.3 56.0 7.6
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【肺がん検診（胸部エックス線検査※喫煙者は喀痰検査も含む）】  

 

【大腸がん検診（便潜血反応検査）】  

 

【乳がん検診（マンモグラフィー） ※過去 2 年間についてお答えください。】  

 

【子宮頸がん検診 ※過去 2 年間についてお答えください。】  

 

問 22 あなたは、これまでに医師に糖尿病といわれたことがありますか。（「境界型である」、「糖尿病の

気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのように言われた方も含みます。）

（○は 1 つ）  

 

1 2 3 4 5

全
　
体

台
東
区
が

実
施
す
る
健
診

職
場
の
健
診

自
費
の
健
診

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 206 277 114 751 121
％ 100 14.0 18.9 7.8 51.1 8.2

1 2 3 4 5

全
　
体

台
東
区
が

実
施
す
る
健
診

職
場
の
健
診

自
費
の
健
診

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 276 251 157 687 98
％ 100 18.8 17.1 10.7 46.8 6.7

1 2 3 4 5

全
　
体

台
東
区
が

実
施
す
る
健
診

職
場
の
健
診

自
費
の
健
診

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 818 162 107 76 414 59
％ 100 19.8 13.1 9.3 50.6 7.2

1 2 3 4 5

全
　
体

台
東
区
が

実
施
す
る
健
診

職
場
の
健
診

自
費
の
健
診

受
診
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 818 196 111 93 357 61
％ 100 24.0 13.6 11.4 43.6 7.5

1 2 3

全
　
体

い
い
え

は
い

無
回
答

件　数 1,469 1223 184 62
％ 100 83.3 12.5 4.2
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その後の通院・治療はどうしていますか。（○は 1 つ）  

 

問 23 あなたは、これまでに医師に高血圧といわれたことがありますか。（○は 1 つ）  

 

その後の通院・治療はどうしていますか。（○は 1 つ） 

 

問 24 あなたは、仕事をお持ちですか。（○は 1 つ）  

 

問 25 あなたは、ご近所とのお付き合いはどの程度していますか。（○は 1 つ）  

 

1 2 3 4

全
　
体

定
期
的
に
通
院
・

治
療
を
続
け
て
い
る

以
前
は
通
院
・

治
療
し
て
い
た
が

や
め
た

通
院
も
治
療
も

し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 184 128 8 46 2
％ 100 69.6 4.3 25.0 1.1

1 2 3

全
　
体

い
い
え

は
い

無
回
答

件　数 1,469 1013 415 41
％ 100 69.0 28.3 2.8

1 2 3 4

全
　
体

定
期
的
に
通
院
・

治
療
を
続
け
て
い
る

以
前
は
通
院
・

治
療
し
て
い
た
が

や
め
た

通
院
も
治
療
も

し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 415 341 20 53 1
％ 100 82.2 4.8 12.8 0.2

1 2 3 4 5 6 7
全
　
体

自
営
業

会
社
員
・

公
務
員

パ
ー

ト
・

ア
ル
バ
イ
ト

学
生

無
職

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 263 507 192 11 387 92 17
％ 17.9 34.5 13.1 0.7 26.3 6.3 1.2

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

挨
拶
を
す
る

程
度
で
あ
る

立
ち
話
を
す
る

程
度
で
あ
る

子
供
を
通
じ
た

交
流
が
あ
る

ペ
ッ

ト
を
通
じ
た

交
流
が
あ
る

家
を
行
き
来
す
る
こ
と
が

あ
る

留
守
の
際
に
荷
物
を

預
か
っ

た
り
す
る

特
に
近
所
づ
き
あ
い
は

し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 689 345 61 12 129 11 199 23
％ 100 46.9 23.5 4.2 0.8 8.8 0.7 13.5 1.6



 

198 

問 26 あなたは、地域の活動や集まりに参加していますか。参加しているものを選んでください。   

（○はあてはまるもの全て）  

 

問 27 あなたの外出の頻度はどのくらいですか。（○は 1 つ）  

 

問 28 あなたは普段から健康のために運動する習慣がありますか。（○は 1 つ）  

 

問 29 あなたは普段、室内での移動なども含めて一日にどれくらい歩きますか。（○は 1 つ）  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

全
　
体

自
治
会
・
町
内
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

ス
ポ
ー

ツ
活
動

伝
統
芸
能
や

文
芸
保
存
の
た
め
の
会

学
習
活
動
や

文
化
サ
ー

ク
ル

健
康
に
関
す
る
集
ま
り

商
店
会
な
ど

消
防
団
や

地
域
防
災
組
織

地
域
の
お
祭
り

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 271 69 86 20 55 39 32 47 358 148 698
％ 100 18.4 4.7 5.9 1.4 3.7 2.7 2.2 3.2 24.4 10.1 47.5

1 2 3 4 5 6

全
　
体

ほ
ぼ
毎
日
出
か
け
る

週
に
3
～

4
日
は

出
か
け
る

週
に
尐
な
く
と
も

1
日
は
出
か
け
る

ほ
と
ん
ど
出
か
け
な
い

出
か
け
る
こ
と
が

で
き
な
い

無
回
答

件　数 1,469 969 273 157 49 7 14
％ 100 66.0 18.6 10.7 3.3 0.5 1.0

1 2 3

全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 1,469 669 756 44
％ 100 45.5 51.5 3.0

1 2 3 4 5

全
　
体

3
0
分
未
満

（

3
,
0
0
0
歩
未
満
）

3
0
分
以
上
6
0
分
未
満

（

3
,
0
0
0
歩
以
上

　
6
,
0
0
0
歩
未
満
）

6
0
分
以
上
1
0
0
分
未
満

（

6
,
0
0
0
歩
以
上

 
1
0
,
0
0
0
歩
未
満
）

1
0
0
分
以
上

（

1
0
,
0
0
0
歩
以
上
）

無
回
答

件　数 1,469 271 486 479 204 29
％ 100 18.4 33.1 32.6 13.9 2.0
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問 30 より運動しやすい環境づくりのため、区はどのような取組みを行うべきでしょうか。（○は 1 つ）  

 

問 31 あなたは「たばこ」を吸いますか。（○は 1 つ）  

 

喫煙歴 

 

一日当たりの本数 

 

問 32 あなたは「たばこ」をやめたいと思いますか。（○は 1 つ） 

 

1 2 3 4 5 6

全
　
体

運
動
に
関
す
る
情
報
の
提
供

運
動
の
た
め
の
施
設
整
備

運
動
の
た
め
の
サ
ー

ク
ル
や

団
体
の
育
成

体
操
教
室
な
ど
の
健
康
教
育
・

健
康
学
習
の
機
会
の
提
供

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 318 601 82 189 87 192
％ 100 21.6 40.9 5.6 12.9 5.9 13.1

1 2 3 4

全
　
体

「

た
ば
こ
」

は

吸
わ
な
い

吸
う

以
前
は
吸
っ

て
い
た
が
、

や
め
た

無
回
答

件　数 1,469 911 249 283 26
％ 100 62.0 17.0 19.3 1.8

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

5
年
未
満

6
～

1
0
年

1
1
～

2
0
年

2
1
～

3
0
年

3
1
～

4
0
年

4
1
～

5
0
年

5
1
年
以
上

無
回
答

件　数 249 8 24 47 65 47 40 14 4
％ 100 3.2 9.6 18.9 26.1 18.9 16.1 5.6 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

5
本
未
満

6
～

1
0
本

1
1
～

2
0
本

2
1
～

3
0
本

3
1
～

4
0
本

4
1
～

5
0
本

5
1
本
以
上

無
回
答

件　数 249 17 76 130 15 7 1 1 2
％ 100 6.8 30.5 52.2 6.0 2.8 0.4 0.4 0.8

1 2 3

全
　
体

や
め
た
い
と
は

思
わ
な
い

や
め
た
い
と

思
う

無
回
答

件　数 249 154 90 5
％ 100 61.8 36.1 2.0
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「たばこ」をやめるためにどのような支援があればよいとお考えですか。（○はあてはまるもの全て）   

  

問 33 あなたは、受動喫煙（他人が吸った「たばこ」の煙を吸わされること。）にあったとき、どのように感

じましたか。（○は 1 つ）  

 

問 34 飲食店などを利用するにあたっては、禁煙席があるかどうか気になりますか。（○は 1 つ）  

 

問 35 あなたはお酒を飲みますか。（○は 1 つ）  

 

週あたり何日程度飲むか 

  

1 2 3 4 5 6

全
　
体

禁
煙
の
た
め
の

講
座
・
教
室

医
師
な
ど
に
よ
る

サ
ポ
ー

ト

禁
煙
に
関
す
る

情
報
の
提
供

特
に
必
要
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 90 13 27 25 35 6 3
％ 14.4 30.0 27.8 38.9 6.7 3.3

1 2 3 4 5 6

全
　
体

全
く
気
に
な
ら
な
か
っ

た

気
に
な
ら
な
か
っ

た

気
に
は
な
っ

た
が

不
快
に
は
な
ら
な
か
っ

た

不
快
に
な
っ

た

た
い
へ
ん

不
快
に
な
っ

た

無
回
答

件　数 911 37 46 174 305 325 24
％ 100 4.1 5.0 19.1 33.5 35.7 2.6

1 2 3 4 5

全
　
体

禁
煙
席
の
あ
る

店
を
選
ぶ

「

た
ば
こ
」

が

吸
え
る
店
を
選
ぶ

気
に
な
る
が

こ
だ
わ
ら
な
い

気
に
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 717 113 387 212 40
％ 100 48.8 7.7 26.3 14.4 2.7

1 2 3

全
　
体

飲
ま
な
い

飲
む

無
回
答

件　数 1,469 564 885 20
％ 100 38.4 60.2 1.4

1 2 3 4 5 6 7 8

全
　
体

1
日

2
日

3
日

4
日

5
日

6
日

7
日

無
回
答

件　数 885 198 115 97 65 77 90 219 24
％ 100 22.4 13.0 11.0 7.3 8.7 10.2 24.7 2.7
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一日当たり日本酒換算で 3 合以上飲みますか。（○は 1 つ） 

 

問 36 あなたは一日 3 食きちんと食べていますか。（○は 1 つ）  

 

問 37 あなたは一日に主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を何食とっていますか。（○は 1 つ）  

 

問 38 あなたは、1 日にあなたが必要とされているカロリーを知っていますか。（○は 1 つ）  

 

問 39 あなたは、食品に記載されているカロリーなどの栄養表示を参考にしていますか。（○は 1 つ）  

 

  

1 2 3

全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 885 191 680 14
％ 100 21.6 76.8 1.6

1 2 3 4 5

全
　
体

3
食
、

食
べ
て
い
る

朝
食
を
抜
く

こ
と
が
あ
る

朝
食
は
ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 1017 141 201 92 18
％ 100 69.2 9.6 13.7 6.3 1.2

1 2 3 4 5

全
　
体

と
っ

て
い
な
い

1
食

2
食

3
食

無
回
答

件　数 1,469 87 355 634 370 23
％ 100 5.9 24.2 43.2 25.2 1.6

1 2 3

全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 1,469 578 862 29
％ 100 39.3 58.7 2.0

1 2 3

全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 1,469 624 822 23
％ 100 42.5 56.0 1.6
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問 40 あなたの睡眠による休養は十分ですか。（○は 1 つ）  

 

問 41 あなたは、ストレスを感じていますか。（○は 1 つ）  

 

問 42 あなたは、ご自身の歯や口の状態についてどのように感じていますか。（○は 1 つ）  

 

問 43 あなたの歯は何本ありますか。本数を記入してください。正確に分からない場合は、おおよその

数を記入してください。（永久歯は親知らずが全部生えると 32 本です。）  

 

問 44 あなたは、とても憂うつで無気力になるなど、うつ状態や丌安な状態になった経験がありますか。

（○は 1 つ） 

 

1 2 3 4 5

全
　
体

十
分
足
り
て
い
る

ほ
ぼ
足
り
て
い
る

や
や
不
足
し
て
い
る

全
く
不
足
し
て
い
る

無
回
答

件　数 1,469 407 496 471 84 11
％ 100 27.7 33.8 32.1 5.7 0.7

1 2 3 4 5

全
　
体

常
に
感
じ
て
い
る

と
き
ど
き
感
じ
る

こ
と
が
あ
る

ほ
と
ん
ど

感
じ
て
い
な
い

全
く
感
じ
て
い
な
い

無
回
答

件　数 1,469 323 813 261 58 14
％ 100 22.0 55.3 17.8 3.9 1.0

1 2 3 4

全
　
体

ほ
ぼ
満
足
し
て
い
る

や
や
不
満
だ
が

日
常
生
活
に
は
困
ら
な
い

不
自
由
や
苦
痛
を

感
じ
て
い
る

無
回
答

件　数 1,469 574 760 117 18
％ 100 39.1 51.7 8.0 1.2

1 2 3 4 5 6

全
　
体

0
本

1
～

1
5
本

1
6
～

1
9
本

2
0
～

2
3
本

2
4
～

2
7
本

2
8
本
以
上

件　数 1,373 43 180 34 93 269 754
％ 100 3.1 13.1 2.5 6.8 19.6 54.9

1 2 3

全
　
体

あ
る

な
い

無
回
答

件　数 1,469 508 930 31
％ 100 34.6 63.3 2.1
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問 45 あなたは、ご自身や家族が抑うつ状態や丌安な状態になった際、相談できる場所（保健所や職

場の相談窓口）があるのをご存知ですか。（○は 1 つ）  

 

問 46 あなたは、認知症のどんなことに関心がありますか。（○はあてはまるもの全て）  

 

問 47 パソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使用して、インターネ

ットをしたり、動画を見たりした後、心や体の丌調を感じたことはありますか。           

（○はあてはまるもの全て）  

 

問 48 あなたは次の言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。（○はあてはまるもの全て）  

 

  

1 2 3

全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 1,469 375 1,054 40
％ 100 25.5 71.7 2.7

1 2 3 4 5 6 7

全
　
体

正
し
く
理
解
す
る

た
め
の
講
座

予
防
に
効
果
的
な
方
法

治
療
に
関
す
る
情
報

認
知
症
の
人
の

介
護
の
仕
方

そ
の
他

関
心
が
な
い

無
回
答

件　数 1,469 449 1018 621 495 34 121 44
％ 30.6 69.3 42.3 33.7 2.3 8.2 3.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全
　
体

不
調
は
感
じ
な
い

目
の
疲
れ
・
目
の
乾
燥

肩
こ
り
・
首
の
こ
り

腰
の
痛
み

頭
痛

吐
き
気

手
や
指
の
痛
み

イ
ラ
イ
ラ
す
る

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 462 746 516 123 105 24 72 37 120 126
％ 31.4 50.8 35.1 8.4 7.1 1.6 4.9 2.5 8.2 8.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

全
　
体

食
育

ロ
コ
モ
テ
ィ

ブ

シ
ン
ド
ロ
ー

ム

C
O
P
D

（

慢
性
閉
そ
く
性
肺
疾
患
）

食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド

口
腔
ケ
ア

Ｈ
ｂ
Ａ
1
ｃ

（

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン

　
エ
ー

ワ
ン
シ
ー
）

フ
レ
イ
ル

サ
ル
コ
ペ
ニ
ア

無
回
答

件　数 1,469 1081 316 238 388 1051 321 34 143 182
％ 73.6 21.5 16.2 26.4 71.5 21.9 2.3 9.7 12.4
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問 49 あなたは、医療機関に関する情報をどうやって入手していますか。（○はあてはまるもの全て）  

 

問 50 あなたは、区が行う医療に関する情報提供においてどのような情報媒体（メディア）の利用が一

番望ましいとお考えですか。（○は 1 つ）  

 

問 51 区では健康づくりのため、各種健康診査、健康づくりに関する相談、訪問指導、健康学習会など

を実施しています。あなたは、今後どのような取組みを充実させたらよいとお考えですか。  

（○はあてはまるもの全て） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

全
　
体

東
京
都
医
療
機
関
案
内
サ
ー

ビ
ス

「

ひ
ま
わ
り
」

台
東
区
の
身
近
な
お
医
者
さ
ん

（

医
療
マ
ッ

プ
）

台
東
区
患
者
の
声
相
談
窓
口

（

台
東
保
健
所
）

広
報
た
い
と
う

区
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

口

(

ク
チ

)

コ
ミ

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 124 322 19 438 103 383 752 74 123
％ 8.4 21.9 1.3 29.8 7.0 26.1 51.2 5.0 8.4

1 2 3 4 5 6

全
　
体

広
報
た
い
と
う
で
の
医
療
に
関
す
る

情
報
の
充
実
を
行
っ

て
ほ
し
い

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
に
よ
る
情
報
提
供
を

積
極
的
に
行
っ

て
ほ
し
い

パ
ン
フ
レ
ッ

ト
等
の
紙
媒
体
で
の

情
報
提
供
を
行
っ

て
ほ
し
い

携
帯
電
話
で
利
用
で
き
る
メ
ー

ル

サ
ー

ビ
ス
な
ど
を
行
っ

て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 470 440 245 162 42 110
％ 100 32.0 30.0 16.7 11.0 2.9 7.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

全
　
体

健
康
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
提
供

健
康
診
査
や
検
診

各
種
の
相
談
事
業
や
窓
口

学
習
会
、

講
習
会
、

講
演
会
な
ど

区
民
の
自
主
的
な
活
動
に

関
す
る
支
援

健
康
づ
く
り
の
た
め
の

地
域
自
主
活
動
へ
の
支
援

専
門
職
に
よ
る
訪
問
指
導
な
ど

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,469 676 786 388 185 149 209 185 64 120
％ 46.0 53.5 26.4 12.6 10.1 14.2 12.6 4.4 8.2
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問 52 台東区では、身近な地域でより安心して子育てができるよう「台東区準夜間・休日こどもクリニッ

ク」において小児科の診療を行っています。「台東区準夜間・休日こどもクリニック」をご存知でし

たか。（○は 1 つ） 

 

問 53 台東区では、三ノ輪福祉センター内に、口腔ケアや口腔に関する相談を受ける「三ノ輪口腔ケ

アセンター」を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ） 

 

あなたは、区が行う医療に関する情報提供においてどのような情報媒体（メディア）の利用が一番望まし

いとお考えですか。（○は 1 つ）  

自由記述形式につき省略 

 

  

1 2 3 4

全
　
体

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
）

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
は
な
い
）

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 1,469 245 261 880 83
％ 100 16.7 17.8 59.9 5.7

1 2 3

全
　
体

知
っ

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 1,469 38 1394 37
％ 100 2.6 94.9 2.5
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2．健康づくりについての児童・生徒アンケート 【小学校 4 年生】 

 

あなたの性別を選んでください。（○は 1 つ） 

 

問 1 あなたは一日 3 食きちんと食べていますか。（○は 1 つ） 

 

問 2 朝食を食べない理由は何でしょうか。（○はあてはまるもの全て） 

 

問 3 あなたは食べものには、赤のなかま、黄のなかま、緑のなかまがあることを知っていますか。 

（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3
全　体 男

子
女
子

無
回
答

件　数 1,039 535 499 5
％ 100 51.5 48.0 0.5

1 2 3 4 5
全
　
体

3
食
、

食
べ
て
い
る

朝
食
を
食
べ
な
い

こ
と
が
あ
る

朝
食
は
ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,039 879 95 42 19 4
％ 100 84.6 9.1 4.0 1.8 0.4

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

朝
は
食
欲
が
な
い
か
ら

朝
は
時
間
が
な
い
か
ら

朝
食
が
用
意
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら

太
り
た
く
な
い
か
ら

食
べ
な
い
の
が

習
慣
だ
か
ら

家
族
み
ん
な
が

食
べ
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 137 71 69 12 8 1 2 11 3
％ 51.8 50.4 8.8 5.8 0.7 1.5 8.0 2.2

1 2 3
全
　
体

知
っ

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 1,039 948 84 7
％ 100 91.2 8.1 0.7
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問 4 あなたは、アメ、チョコレート、ガム、アイスクリームなどの甘いお菓子を、1 週間のうちどのくらい 

食べますか。（○は 1 つ） 

 

問5 あなたは、ジュース、乳酸飲料、スポーツドリンクなどの甘い飲み物を、1週間のうちどのくらい飲み

ますか。（○は１つ） 

 

問 6 あなたは、いつ歯みがきしますか。（○はあてはまるもの全て） 

 

問 7 あなたには、いつも行く歯医者さんがありますか。（○は 1 つ） 

 

問 8 その歯医者さんでむし歯をなおしてもらうほかに、次のようなことをしてもらっていますか。 

（○はあてはまるもの全て） 

 

  

1 2 3 4 5
全
　
体

ほ
と
ん
ど

毎
日
食
べ
る

週
に
3
～

4
日

食
べ
る

週
に
1
～

2
日

食
べ
る

ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い

無
回
答

件　数 1,039 205 330 348 141 15
％ 100 19.7 31.8 33.5 13.6 1.4

1 2 3 4 5
全
　
体

ほ
と
ん
ど
毎
日

飲
む

週
に
3
～

4
日

飲
む

週
に
1
～

2
日

飲
む

ほ
と
ん
ど

飲
ま
な
い

無
回
答

件　数 1,039 229 227 333 233 17
％ 100 22.0 21.8 32.1 22.4 1.6

1 2 3 4 5 6
全
　
体

起
き
た
時

朝
食
後

昼
食
後

夕
食
後

寝
る
前

無
回
答

件　数 1,039 205 716 499 384 742 11
％ 19.7 68.9 48.0 37.0 71.4 1.1

1 2 3
全
　
体

あ
る

な
い

無
回
答

件　数 1,039 828 200 11
％ 100 79.7 19.2 1.1

1 2 3 4
全
　
体

定
期
検
査

（

年
1
回
以
上
）

歯
み
が
き
指
導

歯
な
ら
び
の
矯
正

無
回
答

件　数 828 452 310 258 103
％ 54.6 37.4 31.2 12.4
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問 9 あなたの睡眠時間は、十分ですか。（○は 1 つ） 

 

問 10 あなたがふだん（学校のある日）起きる時間は何時ごろですか。（○は 1 つ） 

 

問 11 あなたがふだん（学校のある日）寝る時間は何時ごろですか。（○は 1 つ） 

 

問 12 一日にパソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使って、インタ

ーネットやゲームをしたり、動画を見たりする時間は、どれくらいですか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3
全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 1,039 740 264 35
％ 100 71.2 25.4 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

午
前
6
時
前

午
前
6
時
か
ら

6
時
3
0
分

午
前
6
時
3
1
分
～

7
時

午
前
7
時
1
分
～

7
時
3
0
分

午
前
7
時
3
1
分
～

8
時

午
前
8
時
1
分
～

8
時
3
0
分

午
前
8
時
3
1
分
以
降

無
回
答

件　数 1,039 169 289 312 215 38 2 3 11
％ 100 16.3 27.8 30.0 20.7 3.7 0.2 0.3 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

午
後
8
時
3
0
分
前

午
後
8
時
3
1
分
～

9
時

午
後
9
時
1
分
～

9
時
3
0
分

午
後
9
時
3
1
分
～

1
0
時

午
後
1
0
時
1
分
～

1
0
時
3
0
分

午
後
1
0
時
3
1
分
～

1
1
時

午
後
1
1
時
1
分
以
降

無
回
答

件　数 1,039 61 127 258 236 172 101 65 19
％ 100 5.9 12.2 24.8 22.7 16.6 9.7 6.3 1.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

5
時
間
以
上

4
時
間
以
上
5
時
間
未
満

3
時
間
以
上
4
時
間
未
満

2
時
間
以
上
3
時
間
未
満

1
時
間
以
上
2
時
間
未
満

3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

3
0
分
未
満

わ
か
ら
な
い

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
を
し
た
り
、

動
画
を
見
た
り
は
し
な
い

無
回
答

件　数 1,039 36 22 45 81 153 194 221 109 169 9
％ 100 3.5 2.1 4.3 7.8 14.7 18.7 21.3 10.5 16.3 0.9
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問 13 パソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使って、インターネット

やゲームをしたり、動画を見たりした後、心や体の調子が悪くなることはありますか。 

（○はあてはまるもの全て） 

 

問 14 あなたは、イライラや疲れをふだん感じていますか。（○は 1 つ） 

 

問 15 健康のために実行していることはありますか。（○はあてはまるもの全て） 

 

問 16 健康についての情報はどこで（誰から）見たり聞いたりしていますか。（○はあてはまるもの全て） 

 

問 17 あなたは、体育の授業以外で運動やスポーツをしていますか。（○は 1 つ） 

  （学校の休憩時間や放課後、スポーツ教室、スポーツクラブなどを含めてどのくらいですか） 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

調
子
が
悪
く
な
る

こ
と
は
な
い

目
が
疲
れ
る
・

目
が
乾
燥
す
る

肩
や
首
が
こ
る

腰
が
痛
く
な
る

頭
が
痛
く
な
る

気
持
ち
が
悪
く
な
る

手
や
指
が
痛
く
な
る

イ
ラ
イ
ラ
す
る

そ
の
他

無
回
答

件　数 861 332 65 68 21 33 21 29 21 18 379
％ 38.6 7.5 7.9 2.4 3.8 2.4 3.4 2.4 2.1 44.0

1 2 3
全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 1,039 498 496 45
％ 100 47.9 47.7 4.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

よ
く
寝
る
こ
と

3
食
き
ち
ん
と
食
べ
る
こ
と

お
や
つ
な
ど
を

食
べ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

太
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

痩
せ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

体
育
の
ほ
か
に
も
で
き
る
だ
け

運
動
や
ス
ポ
ー

ツ
を
す
る
こ
と

歯
を
大
切
に
す
る
こ
と

規
則
正
し
い

生
活
を
す
る
こ
と

と
く
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,039 652 790 543 429 366 691 671 590 57 26 6
％ 62.8 76.0 52.3 41.3 35.2 66.5 64.6 56.8 5.5 2.5 0.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
全
　
体

学
校

親 兄
弟
姉
妹

友
達

テ
レ
ビ

新
聞

ま
ん
が

雑
誌

病
院
 
・
医
院

薬
局

（

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア
）

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

と
く
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 1,039 692 734 133 168 557 127 129 64 414 129 132 55 21 11
％ 66.6 70.6 12.8 16.2 53.6 12.2 12.4 6.2 39.8 12.4 12.7 5.3 2.0 1.1

1 2 3 4 5
全
　
体

し
て
い
な
い

週
に
1
～

2
日

週
に
3
～

4
日

ほ
と
ん
ど
毎
日

無
回
答

件　数 1,039 95 319 286 328 11
％ 100 9.1 30.7 27.5 31.6 1.1
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3．健康づくりについての児童・生徒アンケート 【中学校 1 年生】 

 

あなたの性別 を選んでください。（○は 1 つ）  

 

問 1 あなたは一日 3 食きちんと食べていますか。（○は 1 つ）  

 

問 2 朝食を食べない理由は何でしょうか。（○はあてはまるもの全て） 

 

問 3  あなたは食事には、主食、主菜、副菜があることを知っていますか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3
全
　
体

男
子

女
子

無
回
答

件　数 711 374 335 2
％ 100.0 52.6 47.1 0.3

1 2 3 4 5
全
　
体

3
食
、

食
べ
て
い
る

朝
食
を
食
べ
な
い

こ
と
が
あ
る

朝
食
は
ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 711 608 71 24 8 0
％ 100.0 85.5 10.0 3.4 1.1 0.0

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

朝
は
食
欲
が
な
い
か
ら

朝
は
時
間
が
な
い
か
ら

朝
食
が
用
意
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら

太
り
た
く
な
い
か
ら

食
べ
な
い
の
が

習
慣
だ
か
ら

家
族
み
ん
な
が

食
べ
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 95 48 57 12 3 3 4 9 2
％ 50.5 60.0 12.6 3.2 3.2 4.2 9.5 2.1

1 2 3
全
　
体

知
っ

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 711 679 30 2
％ 100.0 95.5 4.2 0.3
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問 4 あなたは、アメ、チョコレート、ガム、アイスクリームなどの甘いお菓子を、1 週間のうちどのくらい食

べますか。（○は 1 つ） 

 

問5 あなたは、ジュース、乳酸飲料、スポーツドリンクなどの甘い飲み物を、1週間のうちどのくらい飲み

ますか。（○は 1 つ） 

 

問 6 あなたは、いつ歯みがきしますか。（○はあてはまるもの全て） 

 

問 7 あなたは、歯をみがくとき、デンタルフロス（糸ようじなど）を使うことがありますか。（○は 1 つ）  

 

問 8 あなたには、いつも行く歯医者さんがありますか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3 4 5
全
　
体

ほ
と
ん
ど

毎
日
食
べ
る

週
に
3
～

4
日

食
べ
る

週
に
1
～

2
日

食
べ
る

ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い

無
回
答

件　数 711 121 230 279 76 5
％ 100.0 17.0 32.3 39.2 10.7 0.7

1 2 3 4 5
全
　
体

ほ
と
ん
ど
毎
日

飲
む

週
に
3
～

4
日

飲
む

週
に
1
～

2
日

飲
む

ほ
と
ん
ど

飲
ま
な
い

無
回
答

件　数 711 133 198 244 129 7
％ 100.0 18.7 27.8 34.3 18.1 1.0

1 2 3 4 5 6
全
　
体

起
き
た
時

朝
食
後

昼
食
後

夕
食
後

寝
る
前

無
回
答

件　数 711 181 557 133 317 479 4
％ 25.5 78.3 18.7 44.6 67.4 0.6

1 2 3 4
全
　
体

週
に
1
回
以
上

使
う

月
に
1
回
以
上

使
う

ほ
と
ん
ど

使
わ
な
い

無
回
答

件　数 711 122 144 439 6
％ 100.0 17.2 20.3 61.7 0.8

1 2 3
全
　
体

あ
る

な
い

無
回
答

件　数 711 486 220 5
％ 100.0 68.4 30.9 0.7
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問 9 その歯医者さんでむし歯をなおしてもらうほかに、次のようなことをしてもらっていますか。 

（○はあてはまるもの全て） 

 

問 10 あなたの睡眠時間は、十分ですか。（○は 1 つ）  

 

問 11 あなたがふだん（学校のある日）起きる時間は何時ごろですか。（○は 1 つ）  

 

問 12 あなたがふだん（学校のある日）寝る時間は何時ごろですか。（○は 1 つ）  

 

  

1 2 3 4 5
全
　
体

定
期
検
査

（

年
1
回
以
上
）

歯
み
が
き
指
導

シ
ー

ラ
ン
ト
処
理

歯
な
ら
び
の
矯
正

無
回
答

件　数 486 294 198 59 127 46
％ 60.5 40.7 12.1 26.1 9.5

1 2 3
全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 711 505 185 21
％ 100.0 71.0 26.0 3.0

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

午
前
6
時
前

午
前
6
時
か
ら

6
時
3
0
分

午
前
6
時
3
1
分
～

7
時

午
前
7
時
1
分
～

7
時
3
0
分

午
前
7
時
3
1
分
～

8
時

午
前
8
時
1
分
～

8
時
3
0
分

午
前
8
時
3
1
分
以
降

無
回
答

件　数 711 110 250 195 138 10 1 1 6
％ 100.0 15.5 35.2 27.4 19.4 1.4 0.1 0.1 0.8

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

午
後
8
時
3
0
分
前

午
後
8
時
3
1
分
～

9
時

午
後
9
時
1
分
～

9
時
3
0
分

午
後
9
時
3
1
分
～

1
0
時

午
後
1
0
時
1
分
～

1
0
時
3
0
分

午
後
1
0
時
3
1
分
～

1
1
時

午
後
1
1
時
1
分
以
降

無
回
答

件　数 711 6 15 56 122 170 181 153 8
％ 100.0 0.8 2.1 7.9 17.2 23.9 25.5 21.5 1.1
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問 13 一日にパソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使って、 

インターネットやゲームをしたり、動画を見たりする時間は、どれくらいですか。（○は 1 つ）  

 

問 14 パソコンや携帯電話・スマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機等を使って、インター 

ネットやゲームをしたり、動画を見たりした後、心や体の調子が悪くなることはありますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

問 15 あなたは、イライラや疲れをふだん感じていますか。（○は 1 つ）  

 

問 16 あなたは、たばこの害を知っていますか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

5
時
間
以
上

4
時
間
以
上
5
時
間
未
満

3
時
間
以
上
4
時
間
未
満

2
時
間
以
上
3
時
間
未
満

1
時
間
以
上
2
時
間
未
満

3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

3
0
分
未
満

わ
か
ら
な
い

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
を
し
た
り
、

動
画
を
見
た
り
は
し
な
い

無
回
答

件　数 711 57 34 67 118 164 126 63 29 49 4
％ 100.0 8.0 4.8 9.4 16.6 23.1 17.7 8.9 4.1 6.9 0.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

調
子
が
悪
く
な
る

こ
と
は
な
い

目
が
疲
れ
る
・

目
が
乾
燥
す
る

肩
や
首
が
こ
る

腰
が
痛
く
な
る

頭
が
痛
く
な
る

気
持
ち
が
悪
く
な
る

手
や
指
が
痛
く
な
る

イ
ラ
イ
ラ
す
る

そ
の
他

無
回
答

件　数 658 200 71 49 10 18 9 12 6 12 344
％ 30.4 10.8 7.4 1.5 2.7 1.4 1.8 0.9 1.8 52.3

1 2 3
全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 711 359 329 23
％ 100.0 50.5 46.3 3.2

1 2 3
全
　
体

は
い

い
い
え

無
回
答

件　数 711 673 23 15
％ 100.0 94.7 3.2 2.1
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問 17 健康のために実行していることはありますか。（○はあてはまるもの全て）  

 

問 18 健康に関する情報はどこで（誰から）見たり聞いたりしていますか。（○はあてはまるもの全て）  

 

問 19 あなたは、体育の授業以外で運動やスポーツをしていますか。（○は 1 つ）  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全
　
体

よ
く
寝
る
こ
と

3
食
き
ち
ん
と
食
べ
る
こ
と

お
や
つ
な
ど
を

食
べ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

太
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

痩
せ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

体
育
の
ほ
か
に
も
で
き
る
だ
け

運
動
や
ス
ポ
ー

ツ
を
す
る
こ
と

歯
を
大
切
に
す
る
こ
と

規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
こ
と

い
つ
も
明
る
い
気
持
ち
で

い
る
よ
う
に
す
る
こ
と

と
く
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 711 408 572 307 300 213 425 457 375 389 37 10 3
％ 57.4 80.5 43.2 42.2 30.0 59.8 64.3 52.7 54.7 5.2 1.4 0.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
全
　
体

学
校

親 兄
弟
姉
妹

友
達

テ
レ
ビ

新
聞

ま
ん
が

雑
誌

病
院
 
・
医
院

薬
局

（

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア
）

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

と
く
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 711 583 445 61 119 553 97 84 58 269 100 250 20 14 4
％ 82.0 62.6 8.6 16.7 77.8 13.6 11.8 8.2 37.8 14.1 35.2 2.8 2.0 0.6

1 2 3 4 5
全
　
体

し
て
い
な
い

週
に
1
～

2
日

週
に
3
～

4
日

ほ
と
ん
ど
毎
日

無
回
答

件　数 711 104 218 149 235 5
％ 100.0 14.6 30.7 21.0 33.1 0.7
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4．台東区医療意識調査 【診療所・病院向け】 

 

問 1 医療機関の種類についてお答えください。（○は１つ） 

 

問 2 診療所の方にお伺いします。あなたは、平成２８年度において、以下の病院の中で医療連携（病

診連携）として利用した病院がありますか。（○はいくつでも） 

 

問 3 診療所の方にお伺いします。医療連携で病院を選択する際、どのような理由で決定していますか。

（○は 3 つまで） 

 

問 4  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 5 診療所の方にお伺いします。区内の病院との医療連携に対する、あなたの満足度はどうですか。

（○は 1 つ） 

 
  

1 2 3
全
　
体

診
療
所

（

ク
リ
ニ
ッ

ク
・
医
院
）

病
院

無
回
答

件　数 138 120 7 11
％ 100.0 87.0 5.1 8.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

浅
草
病
院

上
野
病
院

永
寿
総
合
病
院

永
寿
総
合
病
院

柳
橋
分
院

浅
草
寺
病
院

区
立
台
東
病
院

土
田
病
院

同
善
病
院

そ
の
他

（

区
外
の
病
院
な
ど
）

な
い

無
回
答

件　数 120 34 5 105 12 39 45 18 1 66 3 1
％ 28.3 4.2 87.5 10.0 32.5 37.5 15.0 0.8 55.0 2.5 0.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

地
理
的
に
近
い
か
ら

必
要
な
診
療
科
目
が

あ
る
か
ら

患
者
が
希
望
す
る

医
療
機
関
だ
か
ら

こ
れ
ま
で
の

実
績
か
ら

必
要
な
設
備
の
あ
る

病
院
だ
か
ら

二
次
救
急
医
療
機
関

だ
か
ら

よ
く
知
っ

て
い
る

病
院
だ
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 120 87 78 68 25 43 5 21 5 0
％ 72.5 65.0 56.7 20.8 35.8 4.2 17.5 4.2 0.0

1 2 3 4 5 6
全
　
体

満
足

ほ
ぼ
満
足

普
通

や
や
不
満

不
満

無
回
答

件　数 120 20 56 31 9 3 1
％ 100.0 16.7 46.7 25.8 7.5 2.5 0.8
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問 6 診療所の方にお伺いします。どのようなことで区内病院を医療連携で利用しましたか。 

（○はいくつでも） 

 

問 7  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 8 診療所の方にお伺いします。区内の病院と医療連携する上で期待することは何ですか。 

（○は 3 つまで） 

 

問 9  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 10 診療所・病院の方にお伺いします。あなたは、平成２８年度において、医療連携として区立台東

病院を利用しましたか。（○は 1 つ） 

 

問 11 どのようなことで区立台東病院を利用しましたか。（○はいくつでも） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7
全
　
体

検
査
の
た
め

入
院
の
た
め

専
門
的
な

治
療
の
た
め

時
間
外
診
療

の
た
め

患
者
が

希
望
し
た
た
め

そ
の
他

無
回
答

件　数 120 85 69 84 18 54 4 3
％ 70.8 57.5 70.0 15.0 45.0 3.3 2.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
全
　
体

受
診
申
請
に
対
す
る

迅
速
な
対
忚

確
実
に
入
院
が
で
き
る

受
診
後
、

必
ず

紹
介
返
事
が
も
ら
え
る

検
査
が
希
望
の
日
時
に

予
約
で
き
る

検
査
結
果
が

迅
速
に
わ
か
る

逆
紹
介
が
あ
る

時
間
外
診
療
を

受
け
入
れ
て
く
れ
る

Ｃ
Ｔ
・
Ｍ
Ｒ
Ｉ
等
の

検
査
の
提
供

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
の

拠
点
機
能

診
療
待
ち
時
間
が

短
い

新
患
の
予
約
が

と
れ
る

職
員
の
接
遇
が
よ
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 120 84 32 61 9 21 24 24 35 1 3 6 10 1 2
％ 70.0 26.7 50.8 7.5 17.5 20.0 20.0 29.2 0.8 2.5 5.0 8.3 0.8 1.7

1 2 3
全
　
体

利
用
し
た

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 138 59 77 2
％ 100.0 42.8 55.8 1.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全
　
体

地
理
的
に
近
い
か
ら

必
要
な
診
療
科
目
が

あ
る
か
ら

土
曜
日
の
診
察
が

あ
る
か
ら

患
者
が
希
望
す
る

医
療
機
関
だ
か
ら

入
院
施
設
が

整
っ

て
い
る
か
ら

各
種
検
査
が
予
約
で

受
け
ら
れ
る
か
ら

必
要
な
診
療
機
器
が

整
っ

て
い
る
か
ら

健
診
室
が
あ
る
か
ら

患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

へ
の
配
慮
が
あ
る
か
ら

職
員
の
接
遇
が
良
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 59 35 23 1 22 15 9 13 0 0 4 3 6
％ 59.3 39.0 1.7 37.3 25.4 15.3 22.0 0.0 0.0 6.8 5.1 10.2
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問 12 「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 13 区立台東病院を医療連携で利用してみて良かったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 14  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 15 区立台東病院を医療連携で利用してみて丌満だったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 16  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 17 あなたが区立台東病院に期待することは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 18  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

診
療
体
制
や
医
師
の

休
診
情
報
が
わ
か
る

緊
急
を
要
す
る
受
診
が

可
能
で
あ
る

受
診
対
忚
が
不
可
能
な
場
合
、

他
病
院
の
診
療
体
制
な
ど
の

情
報
提
供
を
し
て
く
れ
た

入
院
が
迅
速
に

で
き
た

各
種
検
査
が
希
望
日
時
に

予
約
で
き
た

診
療
情
報
を
事
前
に

提
供
で
き
た

依
頼
し
た
患
者
の

情
報
提
供
が
あ
っ

た

そ
の
他

無
回
答

件　数 59 13 11 1 17 15 4 22 4 8
％ 22.0 18.6 1.7 28.8 25.4 6.8 37.3 6.8 13.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

す
ぐ
対
忚
し
て

く
れ
な
か
っ

た

入
院
を
断
ら
れ
た

患
者
が
希
望
す
る
病
室
に

入
院
で
き
な
か
っ

た

職
員
の
接
遇
が
悪
か
っ

た

診
療
及
び
検
査
紹
介
に

対
す
る
返
事
が
な
い

検
査
が
希
望
の
日
時
に

予
約
で
き
な
か
っ

た

診
療
待
ち
時
間
が
長
い

希
望
し
た
医
師
に

診
て
も
ら
え
な
か
っ

た

そ
の
他

無
回
答

件　数 59 4 6 0 1 4 0 5 0 11 36
％ 6.8 10.2 0.0 1.7 6.8 0.0 8.5 0.0 18.6 61.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全
　
体

受
診
申
請
に
対
す
る

迅
速
な
対
忚

確
実
に
入
院
が
で
き
る

受
診
後
、

必
ず

紹
介
返
事
が
も
ら
え
る

検
査
が
希
望
の
日
時
に

予
約
で
き
る

検
査
結
果
が

迅
速
に
わ
か
る

時
間
外
診
療
を

受
け
入
れ
て
く
れ
る

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
の

拠
点
機
能

診
療
待
ち
時
間
が
短
い

新
患
の
予
約
が
と
れ
る

職
員
の
接
遇
が
良
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 59 26 23 19 8 15 20 16 6 5 9 5 5
％ 44.1 39.0 32.2 13.6 25.4 33.9 27.1 10.2 8.5 15.3 8.5 8.5
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問 19 区立台東病院との医療連携について、あなたの満足度はどうですか。（○は 1 つ） 

 

問 20 区立台東病院を利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 21  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 22 診療所・病院の方にお伺いします。あなたは、平成２８年度において、医療連携として中核病院

（永寿総合病院）を利用しましたか。（○は 1 つ） 

 

問 23 どのようなことで中核病院を利用しましたか。（○はいくつでも） 

 

問 24  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

  

1 2 3 4 5 6
全
　
体

満
足

ほ
ぼ
満
足

普
通

や
や
不
満

不
満

無
回
答

件　数 59 7 25 15 4 3 5
％ 100.0 11.9 42.4 25.4 6.8 5.1 8.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全
　
体

地
理
的
に
遠
い
か
ら

必
要
な
診
療
科
目
が
な
い
か
ら

希
望
す
る
日
時
に
診
察
を

行
っ

て
い
な
い
か
ら

患
者
が
希
望
す
る

医
療
機
関
で
な
い
か
ら

必
要
な
入
院
医
療
が

受
け
ら
れ
な
い
か
ら

必
要
な
診
療
機
器
が

整
っ

て
い
な
い
か
ら

各
種
検
査
が
予
約
で

受
け
ら
れ
な
い
か
ら

二
次
救
急
医
療
機
関

で
な
い
か
ら

患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

へ
の
配
慮
が
良
く
な
い
か
ら

職
員
の
接
遇
が

良
く
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 77 28 17 6 31 9 3 2 7 1 1 18 3
％ 36.4 22.1 7.8 40.3 11.7 3.9 2.6 9.1 1.3 1.3 23.4 3.9

1 2 3
全
　
体

利
用
し
た

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 138 116 14 8
％ 100.0 84.1 10.1 5.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
全
　
体

地
理
的
に
近
い
か
ら

必
要
な
診
療
科
目
が
あ
る
か
ら

土
曜
日
の
診
察
が
あ
る
か
ら

患
者
が
希
望
す
る

医
療
機
関
だ
か
ら

入
院
施
設
が
整
っ

て
い
る
か
ら

各
種
検
査
が
予
約
で

受
け
ら
れ
る
か
ら

必
要
な
診
療
機
器
が

整
っ

て
い
る
か
ら

二
次
救
急
医
療
機
関
だ
か
ら

健
診
セ
ン
タ
ー

が
あ
る
か
ら

患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

へ
の
配
慮
が
あ
る
か
ら

職
員
の
接
遇
が
良
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 116 78 90 19 63 59 36 54 33 0 2 10 8 3
％ 67.2 77.6 16.4 54.3 50.9 31.0 46.6 28.4 0.0 1.7 8.6 6.9 2.6
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問 25 中核病院を医療連携で利用してみて良かったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 26  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 27 中核病院を医療連携で利用してみて丌満だったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 28  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 29 あなたが中核病院に期待することは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 30  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 31 台東区の中核病院との医療連携について、あなたの満足度はどうですか。（○は 1 つ） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

診
療
体
制
や
医
師
の

休
診
情
報
が
わ
か
る

専
門
外
来
の
情
報
が
わ
か
る

専
門
医
へ
の
時
間
外
受
診
が

可
能
に
な
っ

た

緊
急
を
要
す
る
受
診
が

可
能
に
な
っ

た

受
診
対
忚
が
不
可
能
な
場
合
、

他
病
院
の
診
療
体
制
な
ど
の

情
報
提
供
を
し
て
く
れ
た

入
院
が
迅
速
に
で
き
た

各
種
検
査
が
希
望
日
時
に

予
約
で
き
た

診
療
情
報
を
事
前
に

提
供
で
き
た

依
頼
し
た
患
者
の

症
例
検
討
の
機
会
が
あ
る

そ
の
他

無
回
答

件　数 116 40 45 3 52 3 43 25 15 5 9 9
％ 34.5 38.8 2.6 44.8 2.6 37.1 21.6 12.9 4.3 7.8 7.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

す
ぐ
対
忚
し
て

く
れ
な
か
っ

た

入
院
を
断
ら
れ
た

患
者
が
希
望
す
る
病
室
に

入
院
で
き
な
か
っ

た

職
員
の
接
遇
が
悪
か
っ

た

診
療
及
び
検
査
紹
介
に

対
す
る
返
事
が
な
い

検
査
が
希
望
の
日
時
に

予
約
で
き
な
か
っ

た

診
療
待
ち
時
間
が
長
い

希
望
し
た
医
師
に

診
て
も
ら
え
な
か
っ

た

そ
の
他

無
回
答

件　数 116 15 21 3 11 13 3 29 0 16 40
％ 12.9 18.1 2.6 9.5 11.2 2.6 25.0 0.0 13.8 34.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
全
　
体

受
診
申
請
に
対
す
る

迅
速
な
対
忚

確
実
に
入
院
が
で
き
る

受
診
後
、

必
ず
紹
介
返
事
が

も
ら
え
る

検
査
が
希
望
の
日
時
に

予
約
で
き
る

検
査
結
果
が
迅
速
に
わ
か
る

時
間
外
診
療
（

救
急
外
来
）

を
受
け
入
れ
て
く
れ
る

高
度
な
医
療
技
術
の
提
供

医
療
設
備
の
充
実

診
療
待
ち
時
間
が
短
い

新
患
の
予
約
が
と
れ
る

職
員
の
接
遇
が
良
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 116 83 52 62 19 38 66 56 43 20 21 26 0 6
％ 71.6 44.8 53.4 16.4 32.8 56.9 48.3 37.1 17.2 18.1 22.4 0.0 5.2

1 2 3 4 5 6
全
　
体

満
足

ほ
ぼ
満
足

普
通

や
や
不
満

不
満

無
回
答

件　数 116 21 48 32 6 5 4
％ 100.0 18.1 41.4 27.6 5.2 4.3 3.4
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問 32 中核病院を利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 33  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 34 病院の方にお伺いします。平成２８年度において、区内の診療所に対する逆紹介は前年度に比

べ増えていますか。（○は 1 つ） 

 

問 35 病院の方にお伺いします。あなたは、区内の診療所に対する逆紹介について、どのように考えて

いますか。（○は１つ） 

 

問 36 病院の方にお伺いします。以下の病院の中で医療連携（病病連携）として利用した病院がありま

すか。（○はいくつでも） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

地
理
的
に
遠
い
か
ら

必
要
な
診
療
科
目
が
な
い
か
ら

希
望
す
る
日
に
診
察
を

行
っ

て
い
な
い
か
ら

患
者
が
希
望
す
る

医
療
機
関
で
な
い
か
ら

必
要
な
入
院
医
療
が

受
け
ら
れ
な
い
か
ら

必
要
な
診
療
機
器
が

整
っ

て
い
な
い
か
ら

各
種
検
査
が
予
約
で

受
け
ら
れ
な
い
か
ら

患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

へ
の
配
慮
が
良
く
な
い
か
ら

職
員
の
接
遇
が
良
く
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 1
％ 0.0 0.0 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 7.1

1 2 3 4 5
全
　
体

増
え
て
い
る

変
わ
ら
な
い

減
っ

て
い
る

逆
紹
介
を

行
っ

て
い
な
い

無
回
答

件　数 7 3 4 0 0 0
％ 100.0 42.9 57.1 0.0 0.0 0.0

1 2 3 4 5 6
全
　
体

積
極
的
に
利
用
し
た
い

条
件
が
合
え
ば

利
用
し
た
い

特
に
利
用
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い

あ
ま
り
利
用
す
る

つ
も
り
は
な
い

利
用
す
る

つ
も
り
は
な
い

無
回
答

件　数 7 4 3 0 0 0 0
％ 100.0 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

浅
草
病
院

上
野
病
院

永
寿
総
合
病
院

永
寿
総
合
病
院

柳
橋
分
院

浅
草
寺
病
院

区
立
台
東
病
院

土
田
病
院

同
善
病
院

そ
の
他

（

区
外
の
病
院
な
ど
）

な
い

無
回
答

件　数 33 3 4 5 2 4 4 3 3 4 1 0
％ 9.1 12.1 15.2 6.1 12.1 12.1 9.1 9.1 12.1 3.0 0.0
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問 37 診療所・病院の方にお伺いします。患者の「かかりつけ歯科医」と連携をすることがありますか。

（○は 1 つ） 

 

問 38 診療所・病院の方にお伺いします。摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導を行っています

か。（○は 1 つ） 

 

問 39 治療や指導を行わない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 40  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 41 台東区では、三ノ輪福祉センター内に、歯科医師会に委託して口腔ケアや口腔に関する相談を

受ける「三ノ輪口腔ケアセンター」を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ） 

 

1 2 3 4 5
全
　
体

よ
く
連
携
し
て
い
る

連
携
す
る
こ
と
が
あ
る

ほ
と
ん
ど
な
い

な
い

無
回
答

件　数 138 11 33 46 44 4
％ 100.0 8.0 23.9 33.3 31.9 2.9

1 2 3
全
　
体

行
っ

て
い
る

行
っ

て
い
な
い

無
回
答

件　数 138 32 101 5
％ 100.0 23.2 73.2 3.6

1 2 3 4 5
全
　
体

診
療
報
酬
制
度
な
ど
の

知
識
が
な
い
か
ら

医
師
が
担
当
し
な
く
て
も

よ
い
と
思
う
か
ら

自
分
の
行
う
分
野
で
は

な
い
と
思
う
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 101 15 7 62 17 9
％ 14.9 6.9 61.4 16.8 8.9

1 2 3 4
全
　
体

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
）

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
は
な
い
）

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 138 17 22 84 15
％ 100.0 12.3 15.9 60.9 10.9
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問 42 診療所の方にお伺いします。診療所と診療所の医療連携（診診連携）を利用していますか。 

（○は 1 つ） 

 

問 43 診診連携に期待することは何ですか。（○は 2 つまで） 

 

問 44  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 45 診療所の方にお伺いします。在宅医療(訪問診療あるいは往診)の依頼があったとき、どのように

対応していますか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3 4
全
　
体

よ
く
利
用
し
て
い
る

た
ま
に
利
用
し
て
い
る

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 120 31 58 28 3
％ 100.0 25.8 48.3 23.3 2.5

1 2 3 4 5 6 7
全
　
体

専
門
性
を
活
か
し
た
診
療
・

検
査

す
ぐ
診
て
く
れ
る

紹
介
し
た
患
者
の
情
報
（

検
査

結
果
、

経
過
等
）

を
迅
速
、

詳

細
に
報
告
し
て
く
れ
る

職
員
の
接
遇
が
よ
い

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 89 67 38 45 2 2 0 2
％ 75.3 42.7 50.6 2.2 2.2 0.0 2.2

1 2 3 4
全
　
体

原
則
と
し
て
全
て
の

依
頼
に
対
忚
す
る

条
件
が
合
え
ば

対
忚
す
る

対
忚
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 120 15 37 65 3
％ 100.0 12.5 30.8 54.2 2.5
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問 46 在宅医療の依頼はどこからありますか。（○はいくつでも） 

 

問 47  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 48 その条件で重視するものをお選びください。（○は 3 つまで） 

 

問 49  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 50 対応していない理由は何ですか。（○は 3 つまで） 

 

問 51  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

こ
れ
ま
で
受
診
し
て
い
た
患
者

ま
た
は
そ
の
家
族
の
希
望

患
者
ま
た
は
家
族

（

左
記
1
の
対
象
者
を
除
く
）

か
ら
の
依
頼

医
師
会
か
ら
の
依
頼

介
護
事
業
者

(

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

等

)

か
ら
の

依
頼

患
者
の
「

か
か
り
つ
け
医
」

か
ら
の
依
頼

患
者
が
入
院
し
て
い
る

病
院
か
ら
の
依
頼

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ

ン

か
ら
の
依
頼

そ
の
他

無
回
答

件　数 52 43 23 5 21 7 12 15 2 2
％ 82.7 44.2 9.6 40.4 13.5 23.1 28.8 3.8 3.8

1 2 3 4 5 6 7
全
　
体

患
者
宅
が

近
隣
で
あ
る
こ
と

技
術
的
に
対
忚

可
能
で
あ
る
こ
と

外
来
患
者
と
し
て

受
診
し
て
い
た
こ
と

家
族
の
理
解
が

得
ら
れ
て
い
る
こ
と

訪
問
す
る
時
間

（

診
療
時
間
内
等
）

そ
の
他

無
回
答

件　数 37 27 25 17 16 9 0 1
％ 73.0 67.6 45.9 43.2 24.3 0.0 2.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

診
療
に
要
す
る
時
間
等
に

対
し
て
診
療
報
酬
が

尐
な
い
か
ら

保
険
請
求
の
方
法
が

わ
か
ら
な
い
か
ら

診
療
依
頼
が
な
い
か
ら

在
宅
医
療
の
知
識
が

乏
し
い
な
ど
で
不
安
だ
か
ら

日
常
の
診
療
が
忙
し
く

余
裕
が
な
い
か
ら

在
宅
医
療
の
ス
タ
ッ

フ
や

器
具
が
不
足
し
て
い
る
か
ら

体
力
的
に
難
し
い
か
ら

2
4
時
間
体
制
の

負
担
が
重
い
か
ら

専
門
外
の
分
野
だ
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 65 1 1 6 5 29 19 22 20 19 3 2
％ 1.5 1.5 9.2 7.7 44.6 29.2 33.8 30.8 29.2 4.6 3.1
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問 52 診療所の方にお伺いします。在宅医療を実施するにあたり、今必要なことは何ですか。 

（○はいくつでも） 

 

問 53  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 54 在宅医療の今後に対する考えについて伺います。（○は 1 つ） 

 

問 55  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 56 台東区では、区立台東病院内に在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支援窓口」

を設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

在
宅
医
療
に
関
す
る
知
識
・

技
術
向
上
の
た
め
の
研
修
・
講
演
会

多
職
種
の
情
報
交
換
・
連
携
促
進
の

場 休
日
・
夜
間
等
に
対
忚
す
る

複
数
医
師
と
の
連
携
体
制

患
者
の
状
態
変
化
時
の

受
け
入
れ
病
床
の
確
保

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ

ン
や

介
護
ス
タ
ッ

フ
と
の

連
携
体
制
の
強
化

I
C
T
（

情
報
通
信
技
術
）

を

活
用
し
た
在
宅
医
療
・
介
護

従
事
者
と
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 120 29 29 39 47 41 11 6 25 14
％ 24.2 24.2 32.5 39.2 34.2 9.2 5.0 20.8 11.7

1 2 3 4 5 6
全
　
体

今
後
も
継
続
し
て
対
忚
し
た
い

今
は
対
忚
し
て
い
な
い
が
、

今
後
は
実
施
し
た
い

今
は
対
忚
し
て
い
る
が
、

や
め
た
い

今
後
も
対
忚
す
る
予
定
が
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 138 36 7 13 55 7 20
％ 100.0 26.1 5.1 9.4 39.9 5.1 14.5

1 2 3 4
全
　
体

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
）

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
は
な
い
）

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 138 17 30 74 17
％ 100.0 12.3 21.7 53.6 12.3
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問 57 診療所・病院の方にお伺いします。台東区では、区立台東病院の運営や「台東区の身近なお

医者さん」（医療マップ）の作成など、医療に関する事業を行っています。これら区の取組みをど

う評価しますか。（○は 1 つ） 

 

問 58  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 59 診療所・病院の方にお伺いします。台東区内の医療を充実させるため何が必要だと考えますか。

（○は 3 つまで） 

 

問 60  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 61 診療所・病院の方にお伺いします。区に対するご要望などがあれば、下の欄へ自由にご記入くだ

さい。 

自由記述形式につき省略 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

満
足
し
て
い
る

ほ
ぼ

満
足
し
て
い
る

普
通

や
や

不
満
が
あ
る

不
満
が
あ
る

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 138 38 40 39 3 2 7 2 7
％ 100.0 27.5 29.0 28.3 2.2 1.4 5.1 1.4 5.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

か
か
り
つ
け
医
・
歯
科
医
・

薬
剤
師
（

薬
局
）

の
定
着
促
進

病
院
の
充
実

在
宅
で
の
療
養
を
支
え
る

医
療
機
関
の
充
実

医
療
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実

医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
の

発
信
、

公
開

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
な
ど

医
療
機
関
に
お
け
る
人
員
確
保

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 138 50 62 39 33 24 21 7 11 9
％ 36.2 44.9 28.3 23.9 17.4 15.2 5.1 8.0 6.5
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5．台東区医療意識調査 【歯科診療所向け】 

 

問 1 在宅歯科診療の依頼があったとき、どのように対応していますか。（○は 1 つ） 

 

問 2 在宅歯科診療の依頼はどこからありますか。（○はいくつでも） 

 

問 3  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 4 その条件で重視するものをお選びください。（○は 3 つまで） 

 

問 5  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

 

  

1 2 3 4
全
　
体

原
則
と
し
て
全
て
の

依
頼
に
対
忚
す
る

条
件
が
合
え
ば

対
忚
す
る

対
忚
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 177 31 80 63 3
％ 100.0 17.5 45.2 35.6 1.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全
　
体

こ
れ
ま
で
受
診
し
て
い
た

患
者
ま
た
は
そ
の
家
族
の
希
望

患
者
ま
た
は
家
族
（

左
記
1
の

対
象
者
を
除
く
）

か
ら
の
依
頼

歯
科
医
師
会
か
ら
の
依
頼

介
護
事
業
者

(

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

等

)

か
ら
の
依
頼

患
者
の
「

か
か
り
つ
け
医
」

か
ら
の
依
頼

患
者
が
入
院
し
て
い
る

病
院
か
ら
の
依
頼

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ

ン

か
ら
の
依
頼

三
ノ
輪
口
腔
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
依
頼

そ
の
他

無
回
答

件　数 111 100 49 28 22 23 16 10 11 1 4
％ 90.1 44.1 25.2 19.8 20.7 14.4 9.0 9.9 0.9 3.6

1 2 3 4 5 6 7
全
　
体

患
者
宅
が
近
隣
で
あ
る

（

地
理
的
に
近
い
）

こ
と

訪
問
す
る
時
間

（

診
療
時
間
内
等
）

技
術
的
に
対
忚
可
能

で
あ
る
こ
と

外
来
患
者
と
し
て

受
診
し
て
い
た
こ
と

家
族
の
理
解
が

得
ら
れ
て
い
る
こ
と

そ
の
他

無
回
答

件　数 80 61 46 53 34 30 3 1
％ 76.3 57.5 66.3 42.5 37.5 3.8 1.3
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問 6 対応していない理由は何ですか。（○は 3 つまで） 

 

問 7  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 8 在宅歯科診療を実施するにあたり、今必要なことは何ですか。（○は 3 つまで） 

 

問 9  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 10 台東区では、在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支援窓口」を、区立台東病院

内に設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全
　
体

診
療
に
要
す
る
時
間
等
に
対
し
て

診
療
報
酬
が
尐
な
い
か
ら

保
険
請
求
の
方
法
が

わ
か
ら
な
い
か
ら

診
療
依
頼
が
な
い
か
ら

在
宅
歯
科
診
療
の
知
識
が

乏
し
い
な
ど
で
不
安
だ
か
ら

摂
食
嚥
下
の
対
忚
方
法
に

自
信
が
な
い
か
ら

日
常
の
診
療
が
忙
し
く

余
裕
が
な
い
か
ら

在
宅
歯
科
診
療
の
ス
タ
ッ

フ
や

器
具
が
不
足
し
て
い
る
か
ら

体
力
的
に
難
し
い
か
ら

2
4
時
間
体
制
の

負
担
が
重
い
か
ら

専
門
外
の
分
野
だ
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 63 3 3 17 10 5 27 38 13 10 4 3 1
％ 4.8 4.8 27.0 15.9 7.9 42.9 60.3 20.6 15.9 6.3 4.8 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

在
宅
歯
科
診
療
に
関
す
る
知
識
・

技
術
向
上
の
た
め
の
研
修
・
講
演
会

多
職
種
の
情
報
交
換
・
連
携
促
進
の
場

病
院
や
在
宅
主
治
医
と
の
連
携

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ

ン
や

介
護
ス
タ
ッ

フ
と
の
連
携
体
制
の
強
化

患
者
の
状
態
変
化
時
の

受
け
入
れ
病
床
の
確
保

I
C
T
（

情
報
通
信
技
術
）

を

活
用
し
た
在
宅
医
療
・
介
護
従
事
者

と
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム

在
宅
歯
科
診
療
の
役
割
に
対
す
る

医
療
福
祉
関
係
者
の
理
解

区
民
へ
の
在
宅
医
療
（

歯
科
診
療
を
含

む
）

の
普
及
啓
発

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 177 65 38 83 55 30 7 28 43 11 10 15
％ 36.7 21.5 46.9 31.1 16.9 4.0 15.8 24.3 6.2 5.6 8.5

1 2 3 4
全
　
体

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
）

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
は
な
い
）

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 177 6 54 112 5
％ 100.0 3.4 30.5 63.3 2.8
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問 11 在宅歯科診療の今後に対する考えについて伺います。（○は 1 つ） 

 

問 12  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 13 患者の「かかりつけ医」と連携をすることがありますか。（○は 1 つ） 

 

問 14 要介護高齢者などの患者の場合、ケアマネジャーや入所施設相談員などと連携を行っていま

すか。（○は 1 つ） 

 

問 15 摂食嚥下や嚥下障害に関する治療や指導を行っていますか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3 4 5 6
全
　
体

今
後
も
継
続
し
て

対
忚
し
た
い

今
は
対
忚
し
て
い
な
い
が
、

今
後
は
実
施
し
た
い

今
は
対
忚
し
て
い
る
が
、

や
め
た
い

今
後
も
対
忚
す
る

予
定
が
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 177 72 40 5 49 3 8
％ 100.0 40.7 22.6 2.8 27.7 1.7 4.5

1 2 3 4 5
全
　
体

よ
く
連
携
し
て
い
る

連
携
す
る
こ
と
が
あ
る

ほ
と
ん
ど
な
い

な
い

無
回
答

件　数 177 33 86 50 7 1
％ 100.0 18.6 48.6 28.2 4.0 0.6

1 2 3 4 5
全
　
体

よ
く
連
携
し
て
い
る

連
携
す
る
こ
と
が
あ
る

ほ
と
ん
ど
な
い

な
い

無
回
答

件　数 177 11 37 72 54 3
％ 100.0 6.2 20.9 40.7 30.5 1.7

1 2 3
全
　
体

行
っ

て
い
る

行
っ

て
い
な
い

無
回
答

件　数 177 49 126 2
％ 100.0 27.7 71.2 1.1
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問 16 治療や指導を行わない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 17  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 18 台東区では、区立台東病院の運営や「台東区の身近なお医者さん」（医療マップ）の作成など、

医療に関する事業を行っています。これら区の取組みをどう評価しますか。（○は 1 つ） 

 

問 19  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 20 台東区内の医療を充実させるため何が必要だと考えますか。（○は 3 つまで） 

 

問 21  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 22 区に対するご要望などがあれば、下の欄に自由にご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

 

 

  

1 2 3 4 5
全
　
体

治
療
・
指
導
の
経
験
が

不
十
分
だ
か
ら

治
療
・
指
導
の
体
制
が

整
っ

て
い
な
い
か
ら

自
分
の
行
う
分
野
で
は
な
い

と
思
う
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 126 65 68 17 13 3
％ 51.6 54.0 13.5 10.3 2.4

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

満
足
し
て
い
る

ほ
ぼ

満
足
し
て
い
る

普
通

や
や

不
満
が
あ
る

不
満
が
あ
る

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 177 35 71 43 2 5 19 0 2
％ 100.0 19.8 40.1 24.3 1.1 2.8 10.7 0.0 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

か
か
り
つ
け
医
・
歯
科
医
・

薬
剤
師
（

薬
局
）

の
充
実

病
院
の
充
実

在
宅
で
の
療
養
を
支
え
る

医
療
機
関
の
充
実

医
療
に
関
す
る
情
報
提
供
の

充
実

医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
の

発
信
、

公
開

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
な
ど

医
療
機
関
に
お
け
る
人
員
確
保

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 177 87 52 70 61 39 42 10 14 5
％ 49.2 29.4 39.5 34.5 22.0 23.7 5.6 7.9 2.8
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6．台東区医療意識調査 【薬局向け】 

問 1 貴薬局における、常勤の薬剤師の人数を教えてください。（○は１つ） 

 

問 2 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の依頼があったとき、どのように対応していま

すか。（○は 1 つ） 

 

問 3 その条件で重視するものをお選びください。（○は 2 つまで） 

 

問 4  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 5 対応していない主な理由は何ですか。（○は 3 つまで） 

 

問 6  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

 

1 2 3 4 5 6
全
　
体

1
人

2
人

3
人

4
人

5
人
以
上

無
回
答

件　数 112 43 32 25 5 4 3
％ 100.0 38.4 28.6 22.3 4.5 3.6 2.7

1 2 3 4
全
　
体

原
則
と
し
て
全
て
の

依
頼
に
対
忚
す
る

条
件
が
合
え
ば

対
忚
す
る

対
忚
し
て
い
な
い

無
回
答

件　数 112 31 46 31 4
％ 100.0 27.7 41.1 27.7 3.6

1 2 3 4 5 6
全
　
体

患
者
宅
が
近
隣
で
あ
る

（

地
理
的
に
近
い
）

こ
と

訪
問
す
る
時
間

（

開
局
時
間
内
等
）

技
術
的
に
対
忚
可
能

で
あ
る
こ
と

家
族
の
理
解
が

得
ら
れ
て
い
る
こ
と

そ
の
他

無
回
答

件　数 46 33 19 28 7 2 1
％ 71.7 41.3 60.9 15.2 4.3 2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
全
　
体

依
頼
が
な
い
か
ら

対
忚
で
き
る
薬
剤
師
が

不
足
し
て
い
る
か
ら

日
常
業
務
が
忙
し
く

余
裕
が
な
い
か
ら

在
宅
業
務
に
関
す
る

知
識
が
乏
し
く
不
安
だ
か
ら

2
4
時
間
体
制
は

負
担
が
重
い
か
ら

実
施
に
あ
た
っ

て
の
要
件
が
厳
し

い
か
ら

体
力
的
に
難
し
い
か
ら

在
宅
医
療
を
行
う
医
療
機
関
や

介
護
事
業
者
と
の

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
が
な
い
か
ら

採
算
が
取
れ
そ
う
に
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

件　数 31 15 14 11 3 15 2 5 2 1 1 1
％ 48.4 45.2 35.5 9.7 48.4 6.5 16.1 6.5 3.2 3.2 3.2
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問 7 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の今後について、どのように考えていますか。

（○は 1 つ） 

 

問 8  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 9 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施するにあたり、今必要なことは主に何で

すか。（○は 3 つまで） 

 

問 10  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 11 台東区では、在宅療養に関する様々な相談を受ける「在宅療養支援窓口」を、区立台東病院

内に設置しています。そのことをご存知ですか。（○は 1 つ） 

 

  

1 2 3 4 5 6
全
　
体

今
後
も
継
続
し
て

対
忚
し
た
い

今
は
対
忚
し
て
い
な
い
が
、

今
後
は
実
施
し
た
い

今
は
対
忚
し
て
い
る
が
、

や
め
た
い

今
後
も
対
忚
す
る

予
定
は
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 112 53 20 4 23 4 8
％ 100.0 47.3 17.9 3.6 20.5 3.6 7.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
全
　
体

在
宅
医
療
に
関
す
る
知
識
・

技
術
向
上
の
た
め
の
研
修
・
講
演
会

往
診
・
訪
問
診
療
を
行
う
医
師
・

歯
科
医
師
の
情
報

介
護
支
援
専
門
員
の
情
報

多
職
種
の
情
報
交
換
・
連
携

促
進
の
場

薬
局
間
の
連
携

I
C
T
（

情
報
通
信
技
術
）

を
活
用

し
た
在
宅
医
療
・
介
護
従
事
者
と
の

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム

病
状
急
変
時
の
受
け
入
れ

体
制
の
充
足

夜
間
・
休
日
の
診
療
体
制
の
整
備

薬
剤
師
に
よ
る
在
宅
訪
問
業
務
へ
の

役
割
の
医
療
福
祉
関
係
者
の
理
解

区
民
へ
の
在
宅
医
療
の
普
及
啓
発

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 112 49 34 22 37 15 21 13 20 25 18 9 2 4
％ 43.8 30.4 19.6 33.0 13.4 18.8 11.6 17.9 22.3 16.1 8.0 1.8 3.6

1 2 3 4
全
　
体

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
）

知
っ

て
い
る

（

利
用
し
た
こ
と
は
な
い
）

知
ら
な
い

無
回
答

件　数 112 12 43 53 4
％ 100.0 10.7 38.4 47.3 3.6
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問 12 薬局で受診勧奨する際、医療機関を主にどのような理由で選んでいますか。（○は 3 つまで） 

 

問 13  「その他」を選択した方は、具体的な理由をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 14 平成 28 年 4 月の診療報酬改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」についてお伺いしま

す。貴薬局では、かかりつけ薬剤師を配置していますか、あるいは準備中ですか。（○は 1 つ） 

 

問 15  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 16 電子版お薬手帳のシステムを導入し運用していますか、あるいは準備中ですか。（○は 1 つ） 

 

問 17  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

地
理
的
に
近
い
か
ら

本
人
が
希
望
す
る

医
療
機
関
だ
か
ら

設
備
が
充
実

し
て
い
る
か
ら

専
門
医
が
い
る
か
ら

本
人
の
受
診
経
験
が

あ
る
か
ら

診
療
時
間

知
っ

て
い
る
医
師
の

医
療
機
関

そ
の
他

無
回
答

件　数 112 79 50 22 52 23 21 29 0 0
％ 70.5 44.6 19.6 46.4 20.5 18.8 25.9 0.0 0.0

1 2 3 4 5 6 7
全
　
体

配
置
し
、

服
薬
指
導
等
を

行
っ

て
い
る

配
置
を
決
定
し
、

準
備
中
で
あ
る

配
置
に
つ
い
て

検
討
中
で
あ
る

現
時
点
で
、

配
置
す
る

予
定
は
な
い

関
心
が
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 112 35 16 20 30 0 5 6
％ 100.0 31.3 14.3 17.9 26.8 0.0 4.5 5.4

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

導
入
し
、

運
用

し
て
い
る

導
入
を
決
め
、

準
備
中
で
あ
る

導
入
に
向
け
て
、

検
討
中
で
あ
る

今
後
、

検
討
し
た
い

現
時
点
で
、

検
討
す
る

予
定
は
な
い

関
心
が
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 112 28 5 8 29 33 2 3 4
％ 100.0 25.0 4.5 7.1 25.9 29.5 1.8 2.7 3.6



参考資料 
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問 18 台東区では、区立台東病院の運営や「台東区の身近なお医者さん」（医療マップ）の作成など、

医療に関する事業を行っています。これら区の取組みをどう評価しますか。（○は 1 つ） 

 

問 19  「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 20 台東区内の医療を充実させるため何が必要だと考えますか。（○は 3 つまで） 

 

問 21 「その他」を選択した方は、具体的な内容をご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

問 22 区に対するご要望などがあれば、自由にご記入ください。 

自由記述形式につき省略 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8
全
　
体

満
足
し
て
い
る

ほ
ぼ

満
足
し
て
い
る

普
通

や
や

不
満
が
あ
る

不
満
が
あ
る

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

件　数 112 30 42 31 5 0 1 1 2
％ 100.0 26.8 37.5 27.7 4.5 0.0 0.9 0.9 1.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
全
　
体

か
か
り
つ
け
医
・
歯
科
医
・

薬
剤
師
（

薬
局
）

の
定
着
促
進

病
院
の
充
実

在
宅
で
の
療
養
を
支
え
る

医
療
機
関
の
充
実

医
療
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実

医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
の

発
信
、

公
開

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
な
ど

医
療
機
関
に
お
け
る
人
員
確
保

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

件　数 112 57 35 42 35 38 30 5 1 1
％ 50.9 31.3 37.5 31.3 33.9 26.8 4.5 0.9 0.9



 

234 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくりと医療に関する意識調査報告書 

平成 29 年 10 月 

 

  台東区 健康部 健康課 

  〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

  TEL：03(5246)1178（直通） FAX：03(5246)1059 

古紙再生紙を使用しています 


