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• 感染症の流行状況について
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新型コロナ新規患者報告数

4

年代別定点当たり報告数推移

※週（疫学週）ごとの全国データの推移
※令和５年５月７日以前は、HER-SYSデータに基づく定点医療機関からの患者数

定点当たり報告数推移

※年代別の定点当たり報告数は小数点以下第３位を四捨五入しているため、合計しても、
必ずしも総数とは一致しない。

都道府県別定点当たり報告数推移

※直近５週分のデータ

※12/4－12/10データを12/15 (金)に公表（厚労省HP）
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インフルエンザの発生動向について

都道府
県

定点当たり報告数
50週

(12/11~12/17
)

49週
(12/4~12/10)

全国 29.94 33.72
大分県 55.17 53.71
宮崎県 53.26 49.64
宮城県 49.13 57.49
北海道 47.25 60.97
三重県 41.28 47.49
熊本県 39.06 46.88
福岡県 37.82 45.66
鹿児島
県 36.90 40.80

長野県 35.51 46.23
群馬県 35.40 46.45
富山県 34.27 29.77
山口県 34.18 32.99
新潟県 33.63 41.40

7.09
9.579.9911.07

16.41
19.6821.13

17.35
21.66

28.326.72

33.72
29.94

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

38
週

39
週

40
週

41
週

42
週

43
週

44
週

45
週

46
週

47
週

48
週

49
週

50
週

定
点
当
た
り
報
告
数

21 22 23

 50週（12月11日～12月17日）の定点当たり報告数は29.94と前週の0.89倍であり、23道県で警報発令の目安となる定点
当たり報告数30を超え、23都府県で注意報発令の目安となる定点当たり報告数10を超えている。
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• 予防計画の作成について
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和４年法律第96号）の概要

改正の趣旨

施行期日
令和６年４月１日（ただし、１の⑷及び２の①の一部は公布日、１の⑷及び⑸の一部は令和５年４月１日、１の⑵の① の一部及び３は公布日から10日を経過した日等）

改正の概要
１．感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】
（１）感染症対応の医療機関による確実な医療の提供

① 都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等（高齢者施設等の入所者を含む）への医療の確
保等に関する協定を締結する仕組みを法定化する。加えて、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医
療提供を義務付ける。あわせて、保険医療機関等は感染症医療の実施に協力するものとする。また、都道府県等は医療関係団体に協力要請できることとする。

② 初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(流行初期医療確保措置)を導入する(その費用については、公
費とともに、保険としても負担)。また、協定履行状況の公表や、協定に沿った対応をしない医療機関等への指示・公表等を行うことができることとする。

（２）自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保
① 自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託を法定化する。健康観察や食事の提供等の生活支援について、都道府県が市町村に協力を求めることと

し、都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結することとする。
② 外来・在宅医療について、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み（公費負担医療）を創設する。

（３）医療人材派遣等の調整の仕組みの整備
○ 医療人材について、国による広域派遣の仕組みやDMAT等の養成・登録の仕組み等を整備する。

（４）保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化
○ 都道府県と保健所設置市・特別区その他関係者で構成する連携協議会を創設するとともに、緊急時の入院勧告措置について都道府県知事の指示権限を創

設する。保健所業務を支援する保健師等の専門家（IHEAT）や専門的な調査研究、試験検査等のための体制（地方衛生研究所等）の整備等を法定化する。
（５）情報基盤の整備

○ 医療機関の発生届等の電磁的方法による入力を努力義務化(一部医療機関は義務化)し、レセプト情報等との連結分析・第三者提供の仕組みを整備する。
（６）物資の確保

○ 医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請・指示、必要な支援等を行う枠組みを整備する。
（７）費用負担

○ 医療機関等との協定実施のために都道府県等が支弁する費用は国がその3/4を補助する等、新たに創設する事務に関し都道府県等で生じる費用は国が法律
に基づきその一定割合を適切に負担することとする。

２．機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】
① 国から都道府県・市町村に指示する新たな臨時接種類型や損失補償契約を締結できる枠組み、個人番号カードで接種対象者を確認する仕組み等を導入す

る。
➁ 感染症発生・まん延時に厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の一部の者が検体採取やワクチン接種を行う枠組みを整備する。

３．水際対策の実効性の確保【検疫法等】
○ 検疫所長が、入国者に対し、居宅等での待機を指示し、待機状況について報告を求める(罰則付き)ことができることとする。 等

このほか、医療法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法第６条の５第４項の規定等について所要の規定の整備を行う。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に
備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、
情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずる。
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現行の予防計画の記載事項 予防計画に追加する記載事項案 体制整備の数値目標の例（注１）

１ 感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★

２ 医療提供体制の確保 ・協定締結医療機関（入院）の確保病床数
・協定締結医療機関（発熱外来）の医療機関数
・協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施設で
の療養者等への医療の提供）の医療機関数

・協定締結医療機関（後方支援）の医療機関数
・協定締結医療機関（医療人材）の確保数
・協定締結医療機関（PPE）の備蓄を行う医療機関数

① 情報収集、調査研究☆
② 検査の実施体制・検査能力の向上★ ・検査の実施件数（実施能力）★

・検査設備の整備数★

③ 感染症の患者の移送体制の確保★
④ 宿泊施設の確保☆ ・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆
⑤ 宿泊療養・自宅療養体制の確保（医療に関する

事項を除く）★
注：市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含
む。

・協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施設で
の療養者等への医療の提供）の医療機関数（再掲）

⑥ 都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件
⑦ 人材の養成・資質の向上★ ・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★
⑧ 保健所の体制整備★

３ 緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★

※ 緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★

（注１）予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は６年。

（注２）都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。

○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追
加するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)

都道府県の「予防計画」の記載事項の充実等
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都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き（概要版）

〇 本手引きは、既存の予防計画の内容及び今般の感染症法の改正による変更点を踏まえ、予防計画を策定にあたってのポイントをまとめたも
のであり、都道府県、保健所設置市及び特別区（都道府県等）の予防計画が実効性を伴うものとなるよう作成したものである。
・ 第１章では、新型コロナ発生後の法改正の経緯を示した。
・ 第２章では、総論として、法改正の概要及び予防計画を改定する背景等の主なポイントを示した。
・ 第３章では、予防計画の各項目に沿って、予防計画に追記すべき事項を示した。

１．本手引きについて
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（１）予防計画の法的な位置づけ
○ 感染症法第９条において国が基本指針を定め、第10条第１項において基本指針に則して都道府県が予防計画を定めることとされてい
る。また、医療法における医療計画、地域保健法や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性もとる必要がある。
○ 予防計画策定の手順として、都道府県においては、今般の新型コロナ対応を含めて最新の知見に基づいて既存の予防計画の時点修正
を行いつつ、改正感染症法にて追記された事項について、国が定める基本指針及び本手引き等を参考に、保健所設置市区、感染症指定
医療機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会などの関係機関と都道府県連携協議会等で議論のうえ、新規事項や改定事項に
つき見直しをしていくことが想定される。
○ 保健所設置市区においては、改正後の感染症法第10条第14項に基づき新たに予防計画を策定することとなるため、都道府県連携協
議会等での議論を踏まえ、都道府県予防計画の策定と合わせて記載していくことが想定される。

（２）予防計画策定・改定の背景
① 特措法及び感染症法改正（令和3年2月公布）

・国と地方自治体との情報共有や、新型コロナ対応で実施された宿泊療養及び自宅療養などが規定された。
② 感染症法改正（令和4年12月公布、一部を除き令和６年４月１日施行）

・国・都道府県・関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の
体制強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置が規定された。

（３）都道府県等における予防計画改定の内容について
基本指針の改正に伴い、予防計画に定めるべき事項が追加された。都道府県等においては次頁の事項を記載することが求められる。

２．第１章：背景と目的



予防計画の記載事項 区分 数値目標 （保健所設置市区）
予防計画の項目

一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項 〇
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 （新設） △
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 （新設） 〇
四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項 （新設） 〇
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保・まん延防止措置に必要な体制確保に係る目標に関する事項 （新設） 〇

1. 協定締結医療機関（入院）の確保病床数 （新設） 〇
2. 協定締結医療機関（発熱外来）の機関数 （新設） 〇
3. 協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の機関数 （新設） 〇
4. 協定締結医療機関（後方支援）の機関数 （新設） 〇
5. 協定締結医療機関（人材派遣）の確保人数 （新設） 〇
6. 協定締結医療機関（十分な個人防護具の備蓄）の医療機関数 （新設） 〇
7. 検査の実施件数（実施能力）、検査設備の整備数 （新設） 〇 〇
8. 協定締結宿泊施設の確保居室数 （新設） 〇 △
9. 医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数 （新設） 〇 〇
10. 保健所の感染症対応業務を行う人員確保数 （新設） 〇

七 宿泊施設の確保に関する事項 （新設） △
八 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項 （新設） 〇
九 総合調整又は指示の方針に関する事項
（第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項） （新設）

十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 （新設） 〇
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項 （新設） △
十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策 〇
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〇 本章では、都道府県等予防計画に追記すべき項目について法改正のポイントを整理
一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項【既存】
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項【新設】
〇水際対策：自治体と検疫所が連携し、検疫対応を強化することとなった 〇サーベイランス：感染症対策における情報基盤の整備等

三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項【新設】
〇地方衛生研究所の体制整備の推進 〇都道府県と検査機関の間での検査等措置協定の締結を進め、発生時の検査体制を確保
四 感染症にかかる医療を提供する体制の確保に関する事項【強化】
〇都道府県は各医療機関と①病床、②発熱外来、③自宅療養者に対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣について事前に協定を締
結し、地域で連携した医療体制を構築する。また、医療機関における個人防護具の備蓄について、協定を締結できる。

３．１ 第２章 予防計画改定の概要

〇必須、△任意



〇病床：新興感染症の入院医療を担当する医療機関（第一種協定締結医療機関）を規定
〇発熱外来：新興感染症の発熱外来を担当する医療機関（第二種協定締結医療機関）を規定
〇自宅療養者等に対する医療の提供：新興感染症の自宅療養者等に対する医療の提供を担当する医療機関（第二種協定締結医療機
関）を規定

〇後方支援：新興感染症の対応を行う医療機関に代わって対応を行う医療機関と後方支援に係る協定締結について規定
〇人材派遣：感染症医療担当従事者等の派遣
〇個人防護具の備蓄：医療機関における個人防護具の備蓄
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項【新設】
〇移送に係る人員体制に係る事項、消防機関等との役割分担、連携に係る事項
〇新興感染症発生時の移送に係る事項、圏域を超えた移送について
六 目標に関する事項（３．２数値目標 の考え方に記載）【新設】
七 宿泊施設の確保に関する事項【新設】
〇民間宿泊施設等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に関する協定を締結すること等により、平時から宿泊施設を確保
〇民間宿泊施設との協定だけでは十分な体制の確保が図れない場合等は必要に応じて公的施設の活用を併せて検討
八 外出自粛対象者等の療養生活等の環境整備に関する事項【新設】
〇外出自粛対象者の体調悪化時等に、適切な医療につなげることができる健康観察の体制を整備
〇外出自粛により生活上必要な物品等の物資の入手が困難になることから、当該対象者について生活支援を実施
〇外出自粛対象者が高齢者施設や障害者施設等において隔離を継続する場合は、施設内で感染がまん延しないような環境を構築
九 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整及び支持の方針に関する事項【新設】
〇都道府県、管内の保健所設置市区、感染症指定医療機関、消防機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の関係機関を
構成員とする「都道府県連携協議会」の設置

〇人材確保・移送等に関する総合調整権限（・ 都道府県知事による総合調整・指示 ・ 厚生労働大臣による総合調整への対応）
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項【新設】
〇医療従事者や保健所職員等の研修・訓練を実施
十一 保健所体制の強化【新設】
〇保健所における危機管理体制の強化
〇感染症有事の際の保健所外部からの応援体制としてのIHEATの整備
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○ 対応する感染症については、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症（※）及び新感染症（新興感染症と総称）を基本とする。
（※）当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。

○ 感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすこと
ができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む。

３．２ 新興感染症発生後の対応と数値目標の考え方



○国内での感染発生早期（新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表（※）（以下単に「発生の公表」という。）
前までの段階は、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。その際、当該感染症指定医療機関は、新興感染症についての
知見の収集及び分析を行う。
（※）感染症法に基づく、厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生の公表（新興感染症に位置付ける旨の公表）

○ 流行初期（３ヶ月を基本とする）は、まずは発生の公表前から対応実績のある感染症指定医療機関が、流行初期医療確保措置の対象とな
る協定に基づく対応も含め、引き続き対応する。また、国が、感染症指定医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知
見について、都道府県及びその他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関も、各都道府県の判断を契機として、対応し
ていく。なお、国は、随時、当該知見について更新の上情報提供するとともに、医療機関が対応するための感染症対策物資等の確保に努める。
○ 流行初期以降は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、公的医療機関等（対応可能な民間医療機関を含む。）も中心となった
対応とし、その後３箇月程度（発生の公表後６箇月程度）を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。
○ 新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが事前の想定とは大きく異
なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。

【協定に係る数値目標の考え方】
○ 新興感染症の対応体制を構築する際には、医療提供体制、検査体制、宿泊療養体制については、それぞれ整合性を図りつつ、数値目標を設
定することが重要である。
○ 感染症危機の流行初期段階より保健・医療提供体制を早急に立ち上げる必要がある、という改正法の趣旨から、流行初期及び流行初期以降
ともに、協定により担保する数値目標を設定することが求められる。

＜流行初期の対応について＞
○ 医療提供体制は発生の公表後１週間以内に立ち上げる目標を設定する。
○ 検査体制および宿泊療養体制は医療提供体制に比べ、立ち上がりに一定の時間を要することから、発生の公表後１ヶ月以内に立ち上げる
目標を設定する。

＜流行初期以降の対応について＞
○ 医療提供体制は、発生の公表後遅くとも６ヶ月以内の時点の目標値とする。
○ 検査体制、宿泊療養体制等については、民間検査機関等が今後も新型コロナ対応と同規模で事業を継続しているかが不透明であることや、
国内の一般の宿泊需要に左右されることを踏まえ、定性的な協定 でもよいこととする。
※ 物資の備蓄については、流行初期、流行初期以降を通じて、感染の波による需要の急増と、輸入の途絶が同時に発生する場合に、需給が最も逼迫する期間を
想定し、2ヵ月分以上を備蓄する協定締結医療機関数と設定する。
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区分 項目 協定締結
対象

①流行初期（初動対応） ②流行初期以降

対応時期 目標の目安 目標
単位

当該目標の
裏付け 対応時期 目標の目安 目標

単位 当該目標の裏付け

(1) 医療提
供体制

①入院 医療機関 厚生労働大臣
の公表後１週
間

新型コロナ発生約１年後
（2020年12月）の新型コロナ
の入院病床数

床 協定締結医
療機関との
数値入りの協
定

厚生労働
大臣の公表
後遅くても
６か月以内

新型コロナ対応で確保した最大
の体制《入院病床数》
※2022年12月時点

床
協定締結医療機関との
数値入りの協定

② 発熱外来医療機関
発生約１年後（2020年12
月）の新型コロナの診療・検査
機関数

機関
新型コロナ対応で確保した最大
の体制《診療・検査機関数》
※2022年12月時点

機関

③ 自宅療養
者への医療の
提供

医療機関
薬局
訪問看護

新型コロナ対応で確保した最大
値の体制《自宅療養者等への
医療提供機関》

機関

協定締結機関との数値入
りの協定を前提④ 後方支援

医療機関

新型コロナ対応で確保した最大
値の体制《後方支援医療機
関》

機関

⑤人材派遣 新型コロナ対応での最大値の
体制《派遣人材数》 人

(2) 物資の
確保

⑥備蓄し
ている医療
機関の数

医療機関
（各協定締
結の時期に
準じる）

協定締結医療機関のうち【８
割以上】の施設が当該施設の
使用量【２カ月分以上】にあ

たるPPEを備蓄

機関
協定で備
蓄量を規定

（各協
定締結の
時期に準
じる）

協定締結医療機関のうち
【８割以上】の施設が当該施
設の使用量【２カ月分以上】

にあたるPPEを備蓄

機
関

協定で備蓄量を規定

(3) 検査体
制

⑦-1 検査の
実施能力

地方衛生研
究所等

厚生労働大臣
の公表後１か
月

協定締結医療機関（発熱外
来）における、1日の対応可能
人数以上とする。

件／日
※公的機関
のため協定外
の対応

厚生労働
大臣の公表
後遅くても
６か月以内

協定締結医療機関（発熱外
来）数 に、新型コロナウイルス
感染症対応のピーク時における
１医療機関の1日当たりの平
均検体採取人数を乗じたものと

する。

件／
日

可能な限り数値入りの協
定を締結しつつ、定性的な
内容の協定もよいこととす
る。

医療機関、
民間検査機
関等

件／日
協定締結機
関との数値入
りの協定

⑦ｰ２ 地方衛生研究所
等の検査機器の数

検査の実施能力に相当する数と
する。 台 検査の実施能力に相当する数

とする。 台

(4) 宿泊療
養体制

⑧ 宿泊施設
確保居数 宿泊施設

厚生労働大臣
の公表後１か
月

新型コロナ対応時（2020年5
月頃）の実績を参考に設定
※当時宿泊施設を開設していな
かった自治体も、開設を想定

室
協定締結機
関との数値入
りの協定

新型コロナ対応での最大値の
体制《宿泊施設》
※2022年３月時点

室

(5) 人材の
養成・資質の
向上

⑨ 研修・訓
練回数 ー 【平時】協定締結医療機関、保健所職員及び都道府県等職員に対する研修及び訓練を１年１回以上実施する

(6) 保健所
の体制整備

⑩ 人員確保
数

ー
厚生労働大臣
の公表後１か
月

想定される業務量に対応する人
員確保数
※保健所ごとの内訳も記載。

人

ー （再掲）
【平時】想定される業務量に対する人員確保・IHEAT研修の受講者数を記載。※確保人員全員が年１回以上研修を受講

【各数値目標の考え方】



〇 都道府県等が予防計画を策定する際の参考となるよう、基本指針のうち、特に都道府県の実情に応じて検討が期待される箇所や、基本指針に
おいて「予防計画を策定するにあたっての留意点」として記載されている事項などをポイントとして記載。

（任意）感染症の予防の推進の基本的な計画
予防計画の必須事項とはなっていないが、予防計画策定に当たっての留意点として、以下の事項がある。
・ 総論的事項として、基本指針に記載されている新規事項の内容を確認し、各項目の中で記載
・ 保健所設置市において予防計画を策定する旨を追記
・ 都道府県、保健所設置市区、感染症指定医療機関、消防機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等等の関係機関を構成員
とする都道府県連携協議会の設置、保健所と地方衛生研究所の体制整備、人材育成等の取組を追記

一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
・ 基本指針の第二「感染症の発生の予防のための施策に関する事項」と第三「感染症のまん延防止のための施策に関する事項」に該当
・ 専門職能団体や高齢者施設等関係団体との連携、地方衛生研究所の体制強化、保健所との連携、検疫所との連携が追加

二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項【新設】
・ 改正感染症法による情報基盤の整備を受けた、情報の収集等に関する取組を記載

三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項【新設】
・ 地域の実情に応じた検査の実施体制・検査能力向上の方向性を規定

四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
・ 感染症にかかる医療提供の考え方、第一種・第二種感染症指定医療機関の整備目標に関する事項
・ 新興感染症の汎流行時に係る入院体制、外来診療体制、自宅療養者等への医療提供体制、後方支援体制及び医療人材の派遣等に係
る事項
・ 医薬品の備蓄又は確保等に関する事項
・ 平時及び患者発生後の対応時における一般の医療機関における感染症の患者に対する医療の提供に関する事項
・ 医療関係団体や高齢者施設等関係団体との連携に関する事項

五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項【新設】
・ 移送にかかる人員体制に係る事項 ・消防機関との役割分担及び連携並びに民間事業者等への業務委託に係る事項
・ 新興感染症発生時の移送体制に係る事項

４．第３章 予防計画改定について
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六 目標に関する事項（３．２数値目標 の考え方に記載）【新設】

七 宿泊施設の確保に関する事項 【新設】
・ 協定を締結する宿泊施設等の確保の方法に係る事項
・ 宿泊施設の確保に係る都道府県と保健所設置市等の役割分担に係る事項
八 外出自粛対象者等の環境整備に関する事項【新設】
・ 外出自粛対象者の健康観察を行う人員体制に係る事項
・ 外出自粛対象者の健康観察や生活支援等における一般市町並びに関係機関及び関係団体との連携に係る事項

九 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整及び指示の方針に関する事項【新設】
・ 都道府県知事による総合調整・指示に係る事項 ・都道府県知事による総合調整に係る関係機関等との情報共有に係る事項

十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項【新設】
・ タイトルに「資質の向上」が追加・都道府県等による訓練の実施に関する事項
・ IHEAT要員、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に派遣される人材の養成・登録・管理・資質向上に関する事項
・ 人材の養成及び資質の向上に係る感染症指定医療機関及び医師会をはじめとする関係各機関及び団体との連携のための方策に関する事項

十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項【新設】
・ 保健所の人員体制に係る事項 ・感染症対応における保健所業務と体制に係る事項 ・応援派遣やその受入れに係る事項
・ 保健所業務に係る保健所と関係機関等との連携にかかる事項

十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策に関する事項
変更なし

（任意）感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項【新設】
予防計画の必須事項とはなっていないが、予防計画策定に当たっての留意点として、以下の事項がある。
・ 患者等への差別や偏見の排除及び感染症についての正しい知識の普及に関する事項
・ 患者情報の流出防止等のための具体的方策に関する事項
・ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のための都道府県等における関係部局の連携方策に関する事項
・ 国、他の都道府県等、医師会等の医療関係団体、報道機関等の関係各機関との連携方策に関する事項

16



• 薬剤耐性（AMR）対策について
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２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

令和６年度当初予算案 12億円（11億円）※（）内は前年度当初予算額

薬剤耐性（ＡＭＲ）による死亡者数は今後増大するとされている。（※１）
（※１）AMRに起因する死亡者数は低く見積もって世界で127万人。何も対策を取らない場合（耐性率が現在のペースで増加した場合）、2050年には1,000万人の死亡が想定されている。

(Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022; 399: 629–55. O’Neill J, Chair. Tackling Drug-Resistant 
Infections Globally: Final Report and Recommendations. London, UK: Review on Antimicrobial Resistance; 2016; p. 1-84.)

耐性菌に対する新たに承認された抗菌薬の数は近年減少傾向である。（※２）
（※２）日本の抗菌薬の承認数は1990年～1999年27剤、2000年～2009年16剤、2010年～2019年11剤。

新規抗菌薬の開発には、多額の費用を要するが、高い薬価がつかないなど収益性が低いこと、また、使用量を適正な水準にコントロールすることが求められる
抗菌薬の特性（※３）による販売での制約といった収益予見性の低さから、製薬企業の参入ハードルは高くなっている。
（※３）抗菌薬が必要でない病態に投与するなどの不必要な使用や投与量・投与期間が標準的な治療から逸脱した不適切な使用を行うと、耐性菌が増加し、結果として抗菌薬が使用できなくなる。

2023年5月のG７長崎保健大臣会合では、薬剤耐性（AMR）対策としてプル型インセンティブの重要性について認識を一致し、上市後の新規抗菌薬に対して一
定額の収入を支援すること等により研究開発を促進する仕組みであるプル型インセンティブについてさらに取組をすすめることを強調した。
現在、スウェーデン、英国で市場インセンティブの試行プロジェクトが進行中である。（他に米国が現在検討している。）

○ 我が国においても、抗菌薬による治療環境を維持しつつ、国際保健に関する国際的な議論で主導的な役割を果たすため、市場インセンティブの事業
（企業が国の薬剤耐性対策（販売量の適正水準維持）に協力することで生じる減収に対して、一定額の収入を国が支援すると同時に、抗菌薬の開発を促
す仕組み）を実施する。

○ 支援対象として、公衆衛生上脅威となる薬剤耐性菌の治療薬を選定し、日本における市場インセンティブの実現可能性を具体的に検証することを目標
とする。

○ 抗菌薬の適正使用を保ちつつ、新規抗菌薬の開発を促進し、耐性菌の治療の選択肢を確保することに資する。
○ 薬剤耐性菌の発生状況、抗菌薬の使用状況等を踏まえ必要な予算額を確保する。

国
予測市場規模と実際の
売上げとの差額を支援

公募により支援対象を選定

製造
販売
業者

専門家の意見・評価

実際の売上げ

対象抗菌薬
の予測市場
規模

差額を支援

※ 予測市場規模は、
専門家の意見・評価
を踏まえて設定する

抗菌薬確保支援事業



抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 概要

○ 手引き第三版では、外来編の内容の更新を行うとともに新たに入院編を書き下ろし、本編と別冊と補遺の３部編成とした。
• 「本編」一般外来における成人・学童期以降の小児、乳幼児を対象に急性気道感染症、急性下痢症等にて抗菌薬投与が必要な状況と適

切な抗菌薬投与について解説。入院編では医療機関で入院患者の診療に関わる様々な医療従事者にとって重要な基礎知識を解説。
• 「別冊」入院患者の感染症で問題となる薬剤耐性菌を中心に具体的な抗菌薬治療について解説。
• 「補遺」入院患者の感染症の抗微生物薬適正使用についての補足事項を記載。

別冊
入院患者の感染症で問題となる微生物

 黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aureus)
 腸球菌 (Enterococcus spp.)
 腸内細菌目細菌 (Enterobacterales)
 緑膿菌 (Pseudomonas aeruginosa)
 その他のグラム陰性桿菌（緑膿菌以外のブドウ糖非発酵菌）
 クロストリジオイデス・ディフィシル (Clostridioides difficile)
 カンジダ (Candida spp.)

補遺
入院患者の感染症の抗微生物薬適正使用についての補足事項

○医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進は、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン2023-2027」において、薬剤耐性（AMR）
対策の６つの目標のうちの１つであり、医療におけるAMR対策の最も重要な取り組みの一つである（戦略4.1）
○「抗微生物薬適正使用の手引き」（以下「手引き」という。）は、主に外来診療における一般的な感染症診療における抗微生物薬の適正
使用のあり方を明確にする目的で、2017年6月に第一版、2019年12月に第二版を発行した。
○ 「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン2023-2027」においては、戦略4.1における取組として手引きの更新、内容の充実及び臨床現
場での活用の推進を掲げており、今回、抗微生物薬適正使用(AMS)に関する作業部会において改訂作業を行い、入院患者への抗菌薬適正使
用について新たに記載した手引き第三版を作成した。

本編
• 一般外来における成人・学童期以降の小児編
 急性気道感染症
 急性下痢症

• 一般外来における乳幼児編
 小児における急性気道感染症の特徴と注意点
 小児の急性気道感染症各論
 急性下痢症
 急性中耳炎

• 入院患者の感染症に対する基本的な考え方
 診断・治療のプロセス
 マネジメント

※事務局にてダイジェスト版を作成予定

経緯

概要

出典：第80回感染症部会 資料４
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• 結核対策について
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結核対策について

○令和４年の新登録結核患者数は10,235人、結核罹患率（新登録結核患
者数を人口10万対率で表したもの）は8.2となり、前年に引き続き結
核低まん延国の水準を維持している。しかしながら、今なお日本の主
要な感染症である。

○近年では結核患者の多くを高齢者が占め、令和４年新登録結核患者の
約７割が60歳以上、特に80歳以上においては約4.5割を占めている。

○外国生まれ患者の割合も年々増加しており、令和４年の外国生まれ患
者数は1,214人（前年から99人減少）であり、結核患者全体の11.9％
（前年から0.5ポイント増加）を占めている。

現状、課題

罹
患
率

（
対
十
万
人
）

死
亡
者
数

（
人
）

80歳以上
45％

結核患者の年齢別割合

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

2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22

15～19歳
20～29歳
30～39歳
全年齢層

外国生まれ結核患者割合の推移

【従来の対策】
直接服薬確認療法（DOTS）の推進、結核医療費の公費負担及び
予防接種の実施等の総合的な対策を引き続き実施。

【80歳以上の高齢者への対策強化】
80歳以上の高齢者に対し、感染症法に基づく定期健康診断の強化と
して健診の個別勧奨の実施や個別健診の推進等を実施。

【入国前結核スクリーニング】
結核高まん延国からの中長期滞在者を対象に、入国前結核スクリー
ニングを実施。現在、開始時期について、厚生労働省、出入国在留
管理庁、外務省の間で調整を行っている。

対応

従来の対策を徹底させるとともに
以下2点を実施

罹患率と死亡者数の推移

0～19歳… 20～39歳 13％

60～79歳
29％

40～59歳
12％

※平成２９年死亡者数が前年より増加しているのは、
人口動態統計における統計上のルール変更によるもの。

※平成９年罹患率が増加に転じたことを受け、平成１１年に
結核緊急事態を宣言。
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• エイズ・性感染症対策について
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HIV感染者 エイズ患者 HIV・エイズ合計

（エイズ発生動向年報）

新規HIV感染者・エイズ患者報告数の年次推移

※届出の定義
・HIV感染者：エイズ発症前に診断
・エイズ患者：エイズ発症後に診断

252件

632件

884件

（年）

 HIV感染者・エイズ患者の新規報告数の合計は、1990年代～2000年代は増加傾向にあったが、2008年
頃からは約1,500件程度の横ばい傾向で推移しており、2016年からは６年連続で減少している。
一方で、依然としてエイズを発症してからHIV感染が判明する例が報告数の約３割を占めている。

 抗HIV薬が進歩し、早期に診断し治療を開始することで、他者への感染を防ぐことができるとともに、
感染する前とほぼ同様の生活を送ることが可能。

 早期発見・感染拡大防止の観点から、保健所で実施している無料匿名のHIV検査等を推進し、検査
機会の充実や啓発を進めていただきたい。

エイズ・性感染症対策について
１．エイズの現状

普及啓発

 「世界エイズデー」ポスターコ
ンクールを開催し、優秀作品を
デザインに起用したポスターを
作成。自治体等に配布している。

（件）

34,421件

2022年までの累積報告数
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梅毒の発生動向について

25

●近年の梅毒報告数の動向について

• 梅毒の発生報告数は、近年は増加傾向にある。
• 2014年の約1,700件から2018年に約7,000件となるまで年々増加し、2022年の報告者数は10,000件を超えた。
• 2023年は第３四半期までに、11,620件と増加傾向にある。
• 女性は20代に多く報告されているが、男性は20歳から54歳までの幅広い層を中心に報告されている。

● 梅毒患者の報告総数（2010～2023年第3四半期）

※2022年は、2023年10月28日時点集計値（暫定値）
※2023 年 10 月 4 日までに届出のあった報告数で、第 39 週（2023 年 9 月 25 日～2023年 10 月 1 日）までに診断されていても遅れて届出のあった報告は含まない。

● 年齢階級別・性別報告数（2010～2022年）
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第3四半期
まで

国立感染症研究所 日本の梅毒症例の動向について (2023年10月4日現在) 
https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-trend.html



先天梅毒について
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• 病原体である梅毒トレポネーマが梅毒に罹患した妊婦の胎盤を通じて胎児に感染することにより、先天梅毒、流産、死産が生じる。
• 妊婦が無治療の場合には40%の児が死亡する可能性がある。
• 先天梅毒は、感染症法上の5類感染症（全数把握疾患）である梅毒の一類型として診断した医師に届出が義務づけられている。

基本情報

予防

• 梅毒感染妊婦に対しては、先天梅毒の予防として適切な抗菌薬治療を分娩4週間前までに完遂する。
• 梅毒感染妊婦に対しては、筋注ペニシリンベンザチンは高い予防効果が期待できる。（内服薬は一定の頻度で予防失敗）

症状

• 出生時は約2/3が無症状で身体所見も正常
• 生後すぐに皮膚病変、鼻閉鼻汁、リンパ節腫脹、肝脾腫などを発症

• 梅毒報告数の増加に伴い、2019年以降、妊婦症例は毎年200例前後（全女性症例の7-9％）、先天梅毒の年間報告数も20例前後
• 2023年は、第3四半期までの報告数が大幅に増加（32例）
• 近年の傾向として、異性間性的接触に伴う梅毒症例数の増加が認められており、女性症例の年齢分布は20代に多い。
• 国内の梅毒症例には、性風俗産業の従事歴、利用歴のある症例が一定数報告されている。

感染動向

● 先天梅毒の報告数（2010～2023年第3四半期）

※1 2022年度は暫定値
※2 2023 年 10 月 4 日までに届出のあった報告数で、第 39 週（2023 年 9 月 25 日～2023年 10 月 1 日）まで

に診断されていても遅れて届出のあった報告は含まない。

● 梅毒女性症例、妊娠症例、女性性産業従事者
(CSW)症例の報告数、2019～2021年）

第3四半期
まで

国立感染症研究所 日本の梅毒症例の動向について (2023年10月4日現在) 
https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-trend.html

感染症発生動向調査に基づく梅毒の届出における妊娠症例と女性性風俗産業従
事者の症例、2019-2021年

https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-idwrs/11654-
syphilis-20221130.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-trend.html
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• 風しん対策について
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① 症状 ： 発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とする。無症状（15～30%）～重篤な合併症併発まで幅広い。
② 合併症 ： 血小板減少性紫斑病（1/3,000～5,000）、急性脳炎（1/4,000～6,000）、関節炎など。

妊娠中の女性が感染すると出生児に先天性風しん症候群(CRS)が出現。
③ 潜伏期間 ： 14～21日間
④ 感染経路 ： 飛沫感染・接触感染。感染力が強い※（発症約1週間前～発疹出現後1週間程度感染力がある）。
⑤ 治療・予防 ： 対症療法のみ。予防にはワクチンが有効。

○目標：CRSの発生をなくすとともに、2020年までに風しんの排除を達成する。
○定期予防接種の実施：定期接種率の目標をそれぞれ95％以上とする。（令和元年度：第１期95.4%、第２期94.1）

○抗体検査・予防接種の推奨：普及啓発、自治体に対する抗体検査補助事業を実施。
○自治体に対する技術支援：風しん発生時の届出や、対応手順の手引き等を作成し、自治体に配布。
○麻しん・風しん対策推進会議の開催：施策の実施状況に関する評価、必要に応じた当該施策の見直し。

「風しんに関する特定感染症予防指針」（平成26年厚生労働省告示第442号、平成30年1月1日一部改正）

風しんとCRSの発生報告数の年次推移

概要

風しん対策の概要

風しんに対して免疫の不十分な女性が、特に妊娠20週頃までに風疹ウイルスに感染した場合に出生児に引き起こされる障害。先
天性心疾患、難聴、白内障が三大症状。他、低出生体重、網膜症、肝脾腫、血小板減少、糖尿病、発育遅滞、精神発達遅滞、小
眼球など多岐にわたる。

先天性風しん症候群（CRS）とは

【出典】「感染症発生動向調査」に基づき健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において作成。2022年は週報速報値（暫定値）、2023年は2023年9月6日時点の暫定値。

※基本再生産数（R0）：6-7 （インフルエンザは1-2）
基本再生産数とは、免疫がない人々の集団で、一人の患者から

平均何人に二次感染させるかを示す数字。

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
風しん
(定点) 2,972 3,123 2,561 2,971 2,795 4,239 895 509 463

風しん
(全数) 294 147 87 378 2,386 14,344 319 163 126 91 2,941 2,298 100 11 15 11

CRS 0 1 1 1 1 10 2 0 0 0 2 0 1 4 32 9 0 0 0 0 4 １ 1 0 0

風しんについて

31

R3.12.17、第46回厚生科学審議会予防接種・ワ
クチン分科会予防接種基本方針部会・第57回厚
生科学審議会感染症部会（合同開催）
資料2-1 修正



風しんに関する追加的対策

特に抗体保有率が低い昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれ
（令和５年度44歳から61歳）の男性に対し、
① 予防接種法に基づく定期接種の対象とし、令和元年度から令和3年度ま
で（３年間）、全国で原則無料で定期接種を実施

② ワクチンの効率的な活用のため、まずは抗体検査を受けていただくこ
ととし、補正予算等により、全国で原則無料で実施

③ 事業所健診の機会に抗体検査を受けられるようにすることや、夜間・
休日の抗体検査・予防接種の実施に向け、体制を整備

追加的対策のポイント

※2019年５月時点

※（）内は抗体保有率

１９９０年４月２日生 １９７９年４月２日生 １９６２年４月２日生

男
性

1回 個別接種
（88.4％）

2回 個別接種
（95.4％）

幼児期に
１回 個別接種

（90.4％）

中学生の時に
１回 個別接種

（89.9％）
１回も接種していない

（79.6％）
１回も接種
していない
（92.6％）

女
性

1回 個別接種
（89.7％）

2回 個別接種
（96.5％）

幼児期に
１回 個別接種

（94.5％）

中学生の時に
１回 個別接種

（96.6％）

中学生の時に
１回 集団接種

（96.7％）

１回も接種
していない
（92.2％）

１歳 20歳 30歳 40
歳

50歳

小学校入学 ※2021年５月時点１９９０年４月２日生 １９７９年４月１日生 １９６２年４月２日生

男
性

1回 個別接種
（88.4％）

2回 個別接種
（95.4％）

幼児期に
１回 個別接

種
（90.4％）

中学生の時に
１回 個別接種

（89.9％）

１回も接種していない
（79.6％）

１回も接種
していない
（92.6％）

女
性

1回 個別接種
（89.7％）

2回 個別接種
（96.5％）

幼児期に
１回 個別接

種
（94.5％）

中学生の時に
１回 個別接種

（96.6％）

中学生の時に
１回 集団接種

（96.7％）

１回も接種
していない
（92.2％）

１歳 20歳 30歳 40
歳

50歳

小学校入学

【出典】国立感染症研究所「年齢/年齢群別の風疹抗体保有状況」2013-2017年をもとに算出（10歳以下のみ2017年のデータで計算） 32

R3.12.17、第46回厚生科学審議会予防接
種・ワクチン分科会予防接種基本方針部
会・第57回厚生科学審議会感染症部会
（合同開催）資料2-1 修正

世代ごとの抗体保有率



風しんに関する追加的対策の今後について【全体概要】

 2018年夏以降の風しんの感染拡大を受け、過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった世代の男性を対象として、
３年間、全国で抗体検査と予防接種法に基づく定期接種を実施することとした。

 一方、新型コロナウイルス感染症に伴う受診控え、健診の実施時期の見直し等の様々な影響により、当初の見込み
どおりには進んでいない。

 今後の風しんの流行を防止するために、当初目標まで抗体保有率を引き上げる必要があるため、目標の到達時期を
延長し、引き続き、追加的対策を実施する。

経緯

目標

風しんの追加的対策の実施時期の延長に伴い、主に以下の促進策を実施している。
①健診に合わせた抗体検査を促進する観点から、毎年、抗体検査未受検の対象者全員にクーポンを一斉送付する。
（令和元年度～令和３年度は対象世代を分割し、クーポン券を送付していた。）
②新型コロナワクチンの接種を行う医療機関や大規模接種会場において、ポスター、リーフレットを用いて啓発する
とともに、新型コロナワクチンの職域接種を実施する会場に対しても周知・協力依頼を行う。
③対象者の利便性の向上を図る観点から、即日、抗体検査の結果が判明する検査キットを導入する。
※ ただし、 偽陽性を含むIgM陽性の場合の風しんの診断が必要となることに留意するとともに、IgG陰性だった場合にワクチン接種につな
げるために、当該検査キットを用いる場合は、検査日に風しんの診断やワクチン接種が実施可能な体制を求めることとし、限定的に導入
することとする。

促進策

【対象】 昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
【目標】（１） 2021年７月までに、対象世代の男性の抗体保有率を85％に引き上げる。

（２） 2021年度末までに、対象世代の男性の抗体保有率を90％に引き上げる。

【対象】 昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
【目標】（１） 2022年12月までに、対象世代の男性の抗体保有率を85％に引き上げる。

（２） 2024年度末までに、対象世代の男性の抗体保有率を90％に引き上げる。

33

R3.12.17、第46回厚生科学審議会予防接種・ワクチン
分科会予防接種基本方針部会・第57回厚生科学審議会
感染症部会（合同開催）、資料2-2 一部修正



34



35



36



37



38



39



• 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状について
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