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図１都道府県別にみる新規陽性者数の推移（人口10万人あたり７日間合計）

出典：NHK特設サイト「新型コロナウイルス」掲載の都道府県ごとの陽性者数をもとに作図

沖縄県

沖縄県では、全国に先駆けて第６波を経験し

たが、１月中旬より減少してきた。２月以降

は下げ止まったまま推移している。

人口１０万人あたり７日間合計
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図２都道府県別にみる死亡者数の推移（人口10万人あたり７日間合計）

出典：NHK特設サイト「新型コロナウイルス」掲載の都道府県ごとの陽性者数をもとに作図

沖縄県

沖縄県の第６波では、流行規模に比すれば死亡者数は抑えら

れている。重症化リスクの高い要介護高齢者を重点的に守

り、早期治療に繋げてきたことが、結果的には医療ひっ迫を

回避し、被害を減らしてきた可能性がある。

人口１０万人あたり７日間合計
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図３保健所管区別にみる新規陽性者数の推移（沖縄県）
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2月28日～3月6日

図５幼年・若年層における推定感染経路（沖縄県）

保育・幼稚園児 小学生 中学生 高校生

3月7日～13日

n=697 n=211 n=207n=311

家庭

29%

友人

10%
保育・幼稚園

21%

不明

40%

家庭

31%

友人

16%

学校

2%

学童

1%

課外活動

2%

不明

48%

家庭

35%

友人

13%
課外

活動

2%

学校

1%

不明

49%

家庭

19%

友人

25%

課外活動

2%
学校

1%

不明

53%

n=604 n=181 n=260n=175

家庭

40%

友人

6%
保育・幼稚園

10%

不明

44%

家庭

37%

友人

16%

学校

4%

学童

0%

課外活動

2%

その他

1%

不明

40%

家庭

38%

友人

12%

課外活動

3%

学校

3%

その他

0%

不明

44%

 5



0

200

400

600

800

1000

1200

1月24日 1月31日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日

10歳未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

90歳以上

図６年齢階級別にみる新規陽性者数の推移（人口10万人あたり７日間合計）

まん延防止等重点措置
10代を除く、すべての年代に

おいて減少している。
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図７年齢各歳別にみる新規陽性者数（3月7日～13日）

10代のうち、18歳に275人と新規感染が集中している。

保健所の疫学調査によると、高校３年生の卒業パーティ

や卒業旅行による集団感染が複数確認されるなど、卒業

関連イベントで感染が拡がっている。
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進学や就職、転勤などを前にした送別会等のイベントを予定して

いる方が多いが、飲食を控えるか、できるだけ少人数とするか、

検査陰性を確認してから開催するよう求めていく。

友人と懇親会を催した数日後に、親族との送別会を企画している

場合には、高齢者への感染リスクがある。このような場合には、

とりわけ事前に検査陰性を確認することを強く勧める。

春休み期間中に、親族訪問（帰省）や会食を予定している高齢

者、基礎疾患を有する方、そして肥満のある方などは、事前に３

回目のワクチン接種を終わらせておくよう求めていく。
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図８重症度別入院患者数と施設療養者数の推移
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図９新規陽性者数と新規入院患者数の推移
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入院受療率を下げる

・未接種者へのキャッチアップと３回目接種を迅速に進める。

・入院待機／酸素ステーションを整備・拡張する。

・地域診療所の参画により、コロナ患者の在宅医療を推進する。

入院期間を短縮する

・ハイリスク者に対して治療薬を早期かつ広範に投与する。

・退院・転院調整を円滑化する（各医療機関に任せず支援）。

・療養ホテルを拡張し、自立レベルの患者の早期退院を受け入れる。

図10 高齢者の感染増加による入院需要増大への対応
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図11 入院受療率と平均在院日数の推移（沖縄県）

入院受療率 平均在院日数

60歳未 満 80歳以 上 合計

2940 / 26617 993 / 2432 471 / 788 4404 / 29837

688 / 43160 635 / 5013 699 / 1737 2022 / 49910

HER-SYS入力に基づく。入院日、退院日の記載漏れ、外れ値は除いている。また、院内感染についても把握できる範囲において除いている。
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