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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、２月以降下げ止まって推移

していたが、春休みに入るとともに感染

拡大が進んでいる。

人口１０万人あたり７日間合計
第79回（令和４年４月６日）

新型コロナウイルス感染症対策
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図４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
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図６ 70歳以上高齢者の推定感染経路およびワクチン接種歴

推定感染経路 ワクチン接種歴
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COVID-19の致死率 （Ｇ７+韓国）図８年齢階級別にみる入院受療率の推移（2022年 / 沖縄県）
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図９重症度別入院患者数と施設療養者数の推移
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ハイリスク者の感染率を下げる

・高齢者とケアに関わる者に対し、ワクチン接種を確実に推進する。

・社会福祉施設における感染対策を支援し、集団感染を防止する。

入院受療率を下げる

・入院待機ステーションの拡張により、入院調整を適正化する。

・社会福祉施設における無症候・軽症者の療養支援体制を維持する。

平均入院日数を短縮する

・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。

・コロナ患者の退院・転院調整を円滑化する。

図10 第７波における入院需要増大への対応
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図11 社会福祉施設における集団感染 支援の流れ

職員もしくは入居者に１人でも陽性者を確認

どこまで施設療養を継続するかを決定（基準を参照）

迅速対応チームによる原則２４時間以内の支援介入
①感染対策の指導 ②集中的検査の実施 ③資機材の供給

地域の医療機関と保健所、
県施設支援班で速やかに共有

陽性者が複数発生
または複数発生が見込まれる場合

施設療養の支援（必要に応じて施設内に支援本部を立ち上げ）

①陽性者に対する速やかな治療薬の投与（人工抗体薬等）
②オンライン診療、訪問診療、訪問看護によるサポート
③継続的な感染対策の指導（実地とオンラインの組み合わせ）

施設従業員、家族等とのコンセンサス
県の責任で継続的な支援体制の構築
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図12 社会福祉施設への支援介入状況（2022年3月28日-4月3日）

入居者のみ 入居者と職員 職員のみ

1施設 8施設 24施設

期間中に陽性者が発生した社会福祉施設数 33施設

実施指導 9施設

（覚知後平均 1.4日、中央値 1日）

スクリーニング検査 9施設

（覚知後平均 1.1日、中央値 1日）

実施指導 4施設

（覚知後平均 1.4日、中央値 1日）

スクリーニング検査 17施設

（覚知後平均 1.2日、中央値 1日）

電話による聞き取りで、施設内感染のリ
スクが低いと考えられる場合や自施設で
感染対策がとれると判断された場合には
実地指導を行っていない。
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ロジ（事務）

コンタクトリストの共有

人員・物資の確保支援

スクリーニング検査の調整

グループラインの作成

県本部との情報共有

図13 社会福祉施設支援チームの構成（沖縄県）

医師

療養方針の判断

検査対象の決定

発生届の提出

治療薬の処方

かかりつけ医との連携

看護師

感染対策の実地指導

静注薬の投与・観察

救急搬送への添乗

指揮系統の調整

施設ＢＣＰの作成

介護職

施設機能の維持支援

感染対策の情報共有

職員のピアサポート

施設支援班（県コロナ本部）

施設と支援チームのマッチング

必要物資の追加（所管課との連携）

電話による相談応需とフォローアップ

全体の業務進捗管理

コーディネート事務局

支援に協力する施設や個人の募集

派遣スタッフへの感染対策教育

看護師・介護従事者の派遣調整

社会福祉施設支援チーム

医療機関（診療所、病院）

医師・看護師（ICN）の派遣

救急受診・入院の受け入れ

遠隔診療・巡回診療の受け入れ
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図14 有事における施設業務内容の調整（施設BCPの作成）

• 平時の５割を目安に業務を縮小し、施設の中核機能を維持させる。
（デスクワーク、バイタル測定、口腔ケア、おやつ、入浴支援などは削減検討）

• 支援看護師・介護職の役割を明確化し、施設職員の業務負担を軽減する。
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図15 緊急時介護人材応援派遣にかかるコーディネート事業

支援業務に協力する

社会福祉施設等

新型コロナが発生した

社会福祉施設等

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
務
局

ケア提供者が感染した

在宅高齢者世帯

職員派遣
派遣調整

応援依頼

事前研修

職員派遣

沖
縄
県

業務委託

市町村・地域包括
ケアマネ等

相談 応援依頼

28法人が登録
（4月3日時点）

16



図16 コーディネート事業による介護職の派遣実績
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