
第25回 肝炎対策推進協議会

職域検診について

令和２年度 厚生労働科学研究費肝炎等克服政策研究事業
新たな手法を用いた肝炎ウイルス検査受検率・陽性者受診率の向上に資する研究（20HC1001）より

2021年(令和3)年1月15日
国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター 肝炎情報センター

肝疾患研修室長 是永匡紹

第２５回 肝炎対策推進協議会

令和３年１月１５日 資料４



ＣＯ Ｉ 開示
発表者名： 是永 匡紹

所属機関名: 国立国際医療研究センター

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある
企業等はありません。

MK

1



2014～

これまでの職場検診における肝炎ウイルス検査促進・就労研究
⇒2011年～産業衛生専門家（主に産業医）

2011年～

http://www.oshdb.jp/research/
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背景: 肝炎ウイルスのelimination(撲滅)を目指すための課題

①自治体実施主体(2002年～)の肝炎ウイルス検診・検査

・節目検診受検率27%、節目外検診と併せて2006年までの5年間で、約870万人が受検し
約20万人の陽性者を拾い上げた（更に2017年までで約2,000万件検査を施行済*）

・新規インターフェロンフリー治療の助成を申請した者のうち、自治体実施主体の
肝炎ウイルス検診・検査からの申請者の割合は20%未満に留まる

・多くが国民保険加入者

⇒ 陽性率：HBV(1) 0.6%, HCV(2) 0.3%(2017年) 

⇒ 少ない陽性者の受診率・受療率の向上急務

②院内の非肝臓専門医による肝炎ウイルス検査

・電子カルテアラート
・検査科や肝炎医療コーディネーターを介した受診勧奨
・陽性者が多い非肝臓専門医科の特定

⇒ 拠点病院非肝臓専門医の診療科におけるHCV陽性者の70%以上は、「HCV抗体低
力価・担癌・高齢・全身状態低下」の患者が含まれ、受療に至らない場合あり

⇒ 他疾患で病院に受診する前に拾い上げが必要

高齢者以外に対する肝炎ウイルス検査は？

R1年度「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化にむけた研究班」報告書掲載44
＊https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/hepatitis_kensa.html https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0912-3.html https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/09/h0902-6.html

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0727-3.html https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0728-5.html https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1003-1.html )
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（１） ＨＢＶ：Ｂ型肝炎ウイルス （２） ＨＣＶ：Ｃ型肝炎ウイルス

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/hepatitis_kensa.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0912-3.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/09/h0902-6.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0727-3.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0728-5.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1003-1.html
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2010年以降千葉県健康増進事業における肝炎ウイルス検査の推移(HBV)
肝炎ウイルス検診の受検者は60歳以上で50%以上を占める
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社保

職域とは?：全国健康保険協会(協会けんぽ)と組合健保
肝炎ウイルス検査は法定外検査・検査結果を本人許可なく事業所(産業医も含)が知ることはできない

700人以上の従業員の
企業が自前で組合を設立
約1400組合/10万社
保険料率は組合ごと
付加給付制度*あり

168万社
中小企業が多い
保険料率は (9.8～10.3%)

付加給付*：一般に1カ月の自己負担額は2万5千円が上限
(健保組合によって異なる)

医療保険適用人口
（平成27年度：被扶養者も含む）

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat740/2904/170405111.pdf

法定外検査：検査結果は本人のみへ・指導を行うためには受検前から
「結果を管理する部署」や「陽性時の勧奨方法」を受検者に告知する必要

法定事項：就労に影響する項目で設定
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肝臓学会と産業衛生学会で連携開始
両学会で職域肝炎ウイルス検診担当理事を決める方針

コメント
・事業所・病院とも両立支援を行ってい
ることを明確にする

・事業所の中で産業医の存在を明確に
する（労働者は産業医の認識が不十分）

・肝炎ウイルス検査について、「多少理
解が十分でなかった可能性があり」、
産業衛生学会側から周知を行う

R1年度「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化にむけた研究班」報告書掲載
7



職域肝炎ウイルス検査の受検率・陽性率

結果１
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健診医療機関121施設（約1,000万人以上が検診を受検）から84施設での実数調査
定期健康診断時あるいは人間ドックを定期健康診断としている労働者

職域での肝炎ウイルス検査受検率(2016年)

Tatemichi M,  Korenaga M et al  Sci Rep

組合健保

健康診断受検者数（人）

HBs抗原検査受検者数（人）

HBs抗原検査受検率（%）

HCV抗体検査受検率（%）

HCV抗体検査受検者数（人）

95%信頼区間（%）

95%信頼区間（%）

40歳以上

男性 女性 全員

全年齢

男性 女性 全員

協会けんぽ

健康診断受検者数（人）

HBs抗原検査受検者数（人）

HBs抗原検査受検率（%）

HCV抗体検査受検率（%）

HCV抗体検査受検者数（人）

95%信頼区間（%）

95%信頼区間（%）

組合健保(4～9%, HBs抗原受検率高)・協会けんぽ3%

課題:
①単年調査
②協会けんぽ
検診受検者数
が少ない
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40歳以上

男性 女性 全員

HBs抗原

職域での肝炎ウイルス検査陽性率（2016年）

Tatemichi M,  Korenaga M et al  Sci Rep

HBs抗原測定数(人)

HBs抗原陽性数(人) 

HBs抗原陽性率 (%)

95%信頼区間 (%)

HCV抗体

HCV抗体測定数(人)

HCV抗体陽性数(人) 

HCV抗体陽性率 (%)

95%信頼区間 (%)

陽性率: HBs 抗原 0.28 %, HCV 抗体 0.35 %

全年齢
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検査数を提出して頂いた健診医療機関84施設中、62施設の陽性率

男性 女性 全員



B型肝炎

(11.75×0.09%+15.15×0.18%+14.76×0.60%+11.52×0.90%)×1,000,000

= 230,085

C型肝炎

(11.75×0.20%+15.15×0.23%+14.76×0.34%+11.52×0.82%)×1,000,000

= 202,993

各年代の労働者数（H28労働力調査）（百万人） ｘ陽性率

MAX 23万人

抗体陽性者のうち、50％が既往感染

MAX 10万人

対応すべき労働者の推測

25-34 歳 35-45 歳 45-54 歳 55-65 歳

R1年度「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化にむけた研究班]立道分担員報告書掲載

職域肝炎ウイルス陽性者の推定
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組合健保の肝炎ウイルス検査の問題点（人間ドック）
HCVはoption化 その一方でrepeat率は80%(陽性でも陰性でも受検）
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R1年度「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化にむけた研究班」報告書掲載
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協会けんぽ肝炎ウイルス検査受検数の推移
2008年から被保険者の希望者に開始 約150万人受検も加入者は3,500万人以上

（被保険者でも約2,200万）⇒協会けんぽにおける検査促進は急務

Fukuyoshi J, Korenaga M et al in submission

受検総数は約3,500万人加入の約５%
⇒ 陽性率/受診率は不明であり、被扶養者は受検の機会がない

The number of The cumulative number of

hepatitis virus screening takers hepatitis virus screening takers

2008 253,840 253,840

2009 203,213 457,053

2010 194,268 651,321

2011 167,451 818,772

2012 156,364 975,136

2013 147,734 1,122,870

2014 143,916 1,266,786

2015 146,077 1,412,863

2016 137,382 1,550,245

2017 205,285 1,755,530

Year

13

年
肝炎ウイルス検査

受検者数
肝炎ウイルス検査
累積受検者数



協会けんぽでの肝炎ウイルス検査受検率とその課題(支部により差が有)

A支部4.1%
B支部4.0%
C支部3.8％

X支部0.8%
Y支部1.0%
Z支部1.0%

A支部3.8%
B支部2.5%
C支部3.9％

X支部0.7%
Y支部1.0%
Z支部1.2%

A支部3.7%
B支部2.3%
C支部3.6％

X支部0.6%
Y支部0.7%
Z支部1.3%
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協会けんぽにおける肝炎ウイルス検査促進
（被保険者）

結果2



検査申込書を簡便化し、ナッジ(=自分自身にとってより良い選択を自発的
に取れるように手助けする政策手法）効果で受検数が促進しないか？
2016年まで 280語

(1/3減少）
740語

16
H29年度「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化にむけた研究班」報告書より



協会けんぽF支部における肝炎ウイルス検査受検勧奨とその後
～介入前は1.2%→介入後12%  3年経過しても効果が持続～

約40万人を対象に147健診医療機関で申し込み用紙の簡略化を依頼件数

R2年度「新たな手法を用いた肝炎ウイルス検査受検率・陽性者受診率の向上に資する研究班」報告書掲載予定
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2016（normal) 2017(ナッジ1年目) 2018(ナッジ2年目) 2018(ナッジ3年目)

normal 総健診数 肝炎検査数 受検率

2016 398,636 4,791 1.2%

nudge 総健診数 肝炎検査数 受検率

2017 352,975 42,997 12.2%

2018 424,254 24,955 5.9%

2019 454,132 23,650 5.2%

合計 1,231,361 91,602 7.4%
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F支部の成功事例から他4支部
が受検申込票を変更

各支部の生活習慣予防健診数

F 約35.3万人

S 約25.7万人

A 約46.6万人

N 約6.2万人

Y 約10.0万人

合計 約124万人

全支部におけ

る総検診数
約900万人

占有率(%) 13.8%

2017～18年にかけて5支部で水平展開
（全国生活習慣予防健診数の14%で肝炎ウイルス検査を促進)
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5支部年間実績(1.5万人→9万人が受検・約6倍上昇）

支部名 ナッジ前 ナッジ後 ナッジ前 ナッジ後

F 4,791 42,997 1.2% 12.2%

S 2,365 20,292 1.1% 7.9%

A 6,296 19,781 1.5% 4.2%

N 1,371 2,640 2.1% 4.3%

Y 1,097 3,376 1.1% 3.4%

Total 15,920 89,086 1.3% 7.1%

肝炎ウイルス検査数

(人)
肝炎ウイルス検査率
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本年度協会けんぽ本部の受検票が変更⇒受検率向上に期待

2020年10支部 37支部
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協会けんぽＦ支部におけるＣ型肝炎陽性率
(注:10医療機関で無料検査約3万件分を含む）

結果3
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Ｆ支部における肝炎ウイルス検査介入後の年代別受検率・陽性者率
～40～50歳代で60%を占有⇒全体では0.3%も 50歳以上に存在～

2017年度 30歳代(%) 40歳代(%) 50歳代(%) 60歳代(%) 70歳以上(%)

生活習慣病予防健診 64,018(15.5) 150,469(36.4) 112,821(27.3) 76,251(18.4) 8,763(2.1)

男性(%) 41,611 94,875 66,295 51,378 6,422

女性(%) 22,207 55,593 46,526 12,966 2,341

肝炎ウイルス検査(受検率) 8,723(13.6%) 22,151(14.7%) 16,633(14.7%) 12,966(17.0%) 1,578(18.0%)

男性(受検率) 4,972 12,495 9,022 8,352 1,125

女性(受検率) 3,751 9,656 8,641 4,614 453

HCV陽性(陽性率) 13(0.14%) 43(0.19%) 100(0.60%) 61(0.47%) 12(0.76%)

男性(陽性率) 9 29 63 44 9

女性(陽性率) 4 14 37 17 3

数

412,322

260,582(63)

151,740(37)

63,081(15.3%)

35,966(13.8%)

27,115(17.8%)

154(0.42%)

75(0.27%)

229(0.36%)

2018年度 30歳代(%) 40歳代(%) 50歳代(%) 60歳代(%) 70歳以上(%)

生活習慣病予防健診 64,362(15.1) 153,624(37.2) 115,772(28.0) 79,415(19.2) 11,081(2.6)

男性(%) 41,218 96,034 66,986 52,765 8,110

女性(%) 23,144 57,590 48,786 26,650 2,971

肝炎ウイルス検査(受検率) 3821(5.9%) 7967(5.1%) 6673(5.7%) 5515(6.9%) 979(8.8%)

男性(受検率) 2,115 4,439 3,441 3,661 713

女性(受検率) 1,706 3,528 3,232 1,854 266

HCV陽性(陽性率) 8(0.20%) 21(0.26%) 40(0.59%) 31(0.56%) 9(0.91%)

男性(陽性率) 6 13 27 21 6

女性(陽性率) 2 8 13 10 5

265,113(63)

数

424,254

26(0.27%)

159,141(37)

24,955(5.9%)

14,369(5.4%)

10,586(6.6%)

109(0.36%)

73(0.42%)

R2年度「新たな手法を用いた肝炎ウイルス検査受検率・陽性者受診率の向上に資する研究班」報告書掲載予定
22

Ｆ市
特定感染症
検査等事業

（委託医療機関）

HCV陽性率
(陽性/検査)

2017年度
0.51%

(63/12,345)

2018年度
0.42%

(48/11,428)

課題
陽性者解析
は４支部のみ



結果4

対象

2017～2018年の2年間で、協会けんぽF支部で拾い上げた
C型肝炎ウイルス感染の可能性が高いと診断された338名

方法

受診者（１）と受療者（２）をレセプトデータを用いて推定を行った

（１） 受診者：腹部超音波検査 または／かつ HCV RNA検査を受けた者
（２） 受療者：受診者のうちDAAs（インターフェロンフリー治療薬）を投与された者

C型肝炎ウイルス感染の可能性が高いと判明した
受検者のその後の受診行動について

＜検討内容＞
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Ｃ型肝炎感染の可能性が高い278名の受診行動
～検査結果のみでは25%受診⇒非受診者に勧奨は必要・肝がん2例も～

陽性者：338名

レセプトで把握可能であった陽性者：278名

除外:加入脱退・別支部60名(18%)

陽性判明後３か月以内受診者：72名(25.8%)

再勧奨後６か月以内受診者：127名（45.8％）

非受診者に受診勧奨（郵送）

医療機関受診者 199名(71.5%) ⇒DAAs 66名(33.1%)

＊ 肝がん 1名：手術

＊ 肝がん 1名：手術
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職域肝炎ウイルス受検率・陽性数・受診率解析の現状と課題

原則：職域肝炎ウイルス検査は法定外項目であるため、個人の許可なく受検、受診勧奨することも不可

⇒ 単年調査や協力施設による限定的な調査となり、全数調査は困難である

・ 組合健保 40歳以上受検率 ：HBs抗原 約10%, HCV抗体 約６%
40歳以上陽性率 ：HBs抗原 約0.4%, HCV抗体 約0.4%

⇒ ① 繰り返し受検者や陽性者の受診行動の把握が必要

・ 協会けんぽ 受検率: HBs抗原・HCV抗体ともに2～3%未満であったがナッジ効果により増加を認めた

⇒ 簡便化した受検票の水平展開が有効と考えられる

・ 協会けんぽ 陽性者: F支部では自治体実施主体のHCV陽性率より低値であったが、
受検者が多い50歳代では同等の陽性率であった

⇒ ② 陽性者数把握に加え、受診確認できたのは5支部で、各支部(保険者)の協力が必要

⇒ ③ その他: 退職者や脱退者が10%以上存在するため、職域被扶養者対策も必要

①～③の解析数を研究班で増加させることで、職域の実態を明らかにしていく
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職域肝炎ウイルス陽性者
フォローアップシステム
開発班（立道・江口・是永）

肝炎ウイルス陽性者両立支援モデル班（日浅・徳本*）

肝炎情報センター研修会・HPを通じて肝疾患連携拠点病院・専門医療機関・かかりつけ医・自治体・
非専門医・保険者・健診機関→全国使用可能に（是永）

＊研究協力者 青字下線；新規参加者

新たな手法を用いた肝炎ウイルス検査受検率・陽性者受診率の向上に資する研究(研究構成）

協会けんぽ対策；福岡(井出・大江*・上村* 
是永）・埼玉（内田・松村*・是永)・愛知（井
上貴・高橋*)  山口（日高）・佐賀（江口・高
橋・磯田*）・群馬（柿崎,戸島*）・千葉（是
永）・大分（遠藤）・茨城(池上)・瀬戸山(熊
本)・徳島（立木*） →ナッジを用いた受検
票効果・レセプトを使用した受診確認
→被扶養者対策・陰性結果通知
組合健保対策；→雇入・がん検診時導入＋
産業医により受診勧奨・FIB4周知（立道）
→レセプト用いた受診状況（是永）
健診医療機関活用：
JCHO(横須賀・加藤） 日赤（板倉）
→複数回受検数調査＋陰性結果通知
→陽性者への受診確認と再勧奨

院内外非専門医連携班
（榎本・井上貴・是永）

自治体肝炎ウイルス陽性者フォ
ローアップ班（内田・永田・是永)

院内外対策；大分 [遠藤] ,熊本
[瀬戸山],大阪市立[榎本] ,名古
屋市立[井上貴], 北海道[小川] ,
岐阜[末次] ,仙台 [近藤] ,新潟[寺
井,荒生*] ,山口[日高] ,東北[井上
淳] ,山梨[井上泰],池上[茨城C] 
札医[廣田] ,愛知医[伊藤*] ,山形
[奥本*] ,静岡[玄田*] ,名古屋[石
上*],富山[酒井*],高知[堀野*],
→紹介基準作成＋新システム
眼科連携対策:大阪市大[榎本]  
村上,高井*[京大], 群馬[戸所戸
島+], 高橋茨城医[池上,肝Co*]
＋美川眼科[高橋,磯田*] 
歯科連携対策:名市大[井上貴],
広大[加治屋] ,愛知県歯科医師
会+[内堀、加藤、浅田]
→非専門医科主導での肝炎対策

連携可能自治体：岩手
県、栃木県、茨城県、長野県、福井県、東京
都、大阪府、鳥取県、岡山県、広島県、佐賀
県、熊本県、川崎市、横浜市、堺市、さいたま
市、広島市、宮城県、

連携連携

②八橋班
（差別偏見）

自治体陽性者対策；愛知県・名古
屋市(井上貴) , A市(相崎,川部*) ,宮
崎県・宮崎市 (永田) ,埼玉県(内田,
赤羽*) ,北海道・札幌市（小川) ,川崎
市(小泉* ) ,千葉県・千葉市・船橋
市・柏市 (是永) ,宮城県・仙台市(井
上淳) ,山口県(日高) 、福岡県・福岡

市・北九州市・久留米市・大牟田市
(井出),岐阜県(末次) ,群馬県(柿崎,
戸島*) ,山梨県・甲府市(井上泰・浅
山*),   熊本県(瀬戸山)、佐賀県(高
橋、磯田*) →検査委託医との連携・
受検票刷新・QRコード→陽性者受診
確認率向上

④江口班 (Co) ①考藤班(指標拡充) ③金子班 (島上:地域連携)
連携→

行動変容評価：平井・福吉*松村*

JMDC
但馬*

←情報共有
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更なる解析数を増やすためには･･･

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合

本人 798544 65.65% 927149 70.21% 1108242 72.60% 1273547 80.37% 1315261 80.66% 本人 43920 5.50% 47977 5.17% 65706 5.93% 83584 6.56% 84410 6.42%

家族 157675 14.05% 176835 14.72% 200175 14.86% 213158 15.48% 204447 14.81% 家族 9445 5.99% 10653 6.02% 13546 6.77% 16422 7.70% 14946 7.31%

年齢 年齢

～19歳 1260 21.84% 1836 27.93% 2729 34.50% 3629 42.39% 5061 53.63% ～19歳 93 7.38% 124 6.75% 145 5.31% 174 4.79% 189 3.73%

20～29歳 58478 32.51% 80524 41.13% 105548 45.35% 147283 60.24% 169891 66.86% 20～29歳 2693 4.61% 2832 3.52% 3068 2.91% 3764 2.56% 3208 1.89%

30～39歳 96852 34.60% 126700 42.32% 165668 48.15% 231553 65.43% 252138 70.53% 30～39歳 8955 9.25% 9143 7.22% 11009 6.65% 15140 6.54% 13033 5.17%

40～49歳 299636 87.81% 333925 89.39% 383233 90.09% 403333 92.92% 395133 89.19% 40～49歳 16904 5.64% 17625 5.28% 25112 6.55% 31171 7.73% 31166 7.89%

50～59歳 230752 87.07% 258935 89.24% 310211 90.05% 337776 92.22% 342456 88.83% 50～59歳 11657 5.05% 13620 5.26% 19218 6.20% 23853 7.06% 26054 7.61%

60～69歳 107952 78.31% 120839 81.79% 134517 82.92% 142204 85.55% 141978 84.35% 60～69歳 3442 3.19% 4534 3.75% 6777 5.04% 8742 6.15% 9932 7.00%

70歳～74歳 3614 54.12% 4390 60.59% 6336 65.85% 7769 69.69% 8604 67.89% 70歳～74歳 176 4.87% 99 2.26% 377 5.95% 740 9.53% 828 9.62%

年齢 年齢

～19歳 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% 4 0.00% ～19歳 1 25.00%

20～29歳 1266 1.15% 1800 1.54% 1806 1.39% 1794 1.33% 1827 1.34% 20～29歳 29 2.29% 24 1.33% 22 1.22% 29 1.62% 17 0.93%

30～39歳 16237 17.55% 18636 19.69% 21080 20.65% 22862 22.99% 21424 22.59% 30～39歳 1119 6.89% 1484 7.96% 1680 7.97% 1951 8.53% 1312 6.12%

40～49歳 62227 43.93% 69855 46.40% 77248 46.76% 79988 48.94% 74020 46.66% 40～49歳 3904 6.27% 4263 6.10% 5144 6.66% 6089 7.61% 5312 7.18%

50～59歳 51775 44.62% 57380 47.13% 67123 48.69% 73271 51.15% 72442 49.88% 50～59歳 3160 6.10% 3599 6.27% 4671 6.96% 5725 7.81% 5572 7.69%

60～69歳 23518 37.18% 26328 40.53% 29334 42.17% 31176 45.04% 30589 44.93% 60～69歳 1148 4.88% 1223 4.65% 1871 6.38% 2363 7.58% 2455 8.03%

70歳～74歳 2651 29.32% 2835 31.30% 3583 32.73% 4062 35.79% 4141 34.84% 70歳～74歳 85 3.21% 60 2.12% 158 4.41% 264 6.50% 277 6.69%

年齢区分 年度

本人

家族

家族区分家族区分 年齢区分

本人

家族

年度

①職域検診のレセプトを用いた非保険者・被扶養者の健診・肝炎ウイルス検査受検率

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 健診受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合 受検者数 割合

本人 798544 65.65% 927149 70.21% 1108242 72.60% 1273547 80.37% 1315261 80.66% 本人 43920 5.50% 47977 5.17% 65706 5.93% 83584 6.56% 84410 6.42%

家族 157675 14.05% 176835 14.72% 200175 14.86% 213158 15.48% 204447 14.81% 家族 9445 5.99% 10653 6.02% 13546 6.77% 16422 7.70% 14946 7.31%

年齢 年齢

～19歳 1260 21.84% 1836 27.93% 2729 34.50% 3629 42.39% 5061 53.63% ～19歳 93 7.38% 124 6.75% 145 5.31% 174 4.79% 189 3.73%

20～29歳 58478 32.51% 80524 41.13% 105548 45.35% 147283 60.24% 169891 66.86% 20～29歳 2693 4.61% 2832 3.52% 3068 2.91% 3764 2.56% 3208 1.89%

30～39歳 96852 34.60% 126700 42.32% 165668 48.15% 231553 65.43% 252138 70.53% 30～39歳 8955 9.25% 9143 7.22% 11009 6.65% 15140 6.54% 13033 5.17%

40～49歳 299636 87.81% 333925 89.39% 383233 90.09% 403333 92.92% 395133 89.19% 40～49歳 16904 5.64% 17625 5.28% 25112 6.55% 31171 7.73% 31166 7.89%

50～59歳 230752 87.07% 258935 89.24% 310211 90.05% 337776 92.22% 342456 88.83% 50～59歳 11657 5.05% 13620 5.26% 19218 6.20% 23853 7.06% 26054 7.61%

60～69歳 107952 78.31% 120839 81.79% 134517 82.92% 142204 85.55% 141978 84.35% 60～69歳 3442 3.19% 4534 3.75% 6777 5.04% 8742 6.15% 9932 7.00%

70歳～74歳 3614 54.12% 4390 60.59% 6336 65.85% 7769 69.69% 8604 67.89% 70歳～74歳 176 4.87% 99 2.26% 377 5.95% 740 9.53% 828 9.62%

年齢 年齢

～19歳 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% 4 0.00% ～19歳 1 25.00%

20～29歳 1266 1.15% 1800 1.54% 1806 1.39% 1794 1.33% 1827 1.34% 20～29歳 29 2.29% 24 1.33% 22 1.22% 29 1.62% 17 0.93%

30～39歳 16237 17.55% 18636 19.69% 21080 20.65% 22862 22.99% 21424 22.59% 30～39歳 1119 6.89% 1484 7.96% 1680 7.97% 1951 8.53% 1312 6.12%

40～49歳 62227 43.93% 69855 46.40% 77248 46.76% 79988 48.94% 74020 46.66% 40～49歳 3904 6.27% 4263 6.10% 5144 6.66% 6089 7.61% 5312 7.18%

50～59歳 51775 44.62% 57380 47.13% 67123 48.69% 73271 51.15% 72442 49.88% 50～59歳 3160 6.10% 3599 6.27% 4671 6.96% 5725 7.81% 5572 7.69%

60～69歳 23518 37.18% 26328 40.53% 29334 42.17% 31176 45.04% 30589 44.93% 60～69歳 1148 4.88% 1223 4.65% 1871 6.38% 2363 7.58% 2455 8.03%

70歳～74歳 2651 29.32% 2835 31.30% 3583 32.73% 4062 35.79% 4141 34.84% 70歳～74歳 85 3.21% 60 2.12% 158 4.41% 264 6.50% 277 6.69%

年齢区分 年度

本人

家族

家族区分家族区分 年齢区分

本人

家族

年度 ←健診受検者

←肝炎ウイルス検査
受検者

⇒年度毎の陽性率・陽性者の受診率・受療率・継続受検の解析可能である
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