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１．感染症対策について 

（１）新型コロナウイルス感染症対策について（資料１、２） 

新型コロナウイルス感染症対策においては、都道府県の皆様におかれては、

日々大変な御尽力をいただいており、心から感謝申し上げる。 

厚生労働省として取り組むべき喫緊の課題は、新型コロナウイルス感染症

の対策であり、国民の皆様の命と健康を守るため、引き続き最優先で取り組む

こととしている。 

今般、現下の新型コロナウイルス感染症対策の実効性を高め、より確実に

取組を推進するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正

する法律（令和３年法律第５号）により、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（平成 10 年法律第 114 号）及び検疫法（昭和 26 年法

律第 201 号）について、①新型コロナウイルス感染症の法的位置付けに関す

る事項、②国・地方自治体間の情報連携に関する事項、③宿泊療養等の対策の

実効性の確保に関する事項、④国と地方自治体の役割・権限の強化等に関する

事項等に関する改正を行い、令和３年２月 13 日に施行された。管内の関係機

関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏のなきようお願いす

る。 

また、新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援を

盛り込んだ、令和２年度第３次補正予算が本年１月 28 日に成立したところ。

引き続き、感染の状況等に応じてこれらの予算を適切に執行し、医療提供体制

の整備に取り組んでいただくようお願いする。 

 

(２)危機管理について（資料３～５） 

危機管理対応については、平成 31 年３月 29 日現在、第１種感染症指定医

療機関は 55 医療機関となり、全ての 47 都道府県に整備された。 

現在の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえ、新興感染症等の感染

拡大時における医療提供体制の確保について、検討を始めた。今後の社会保障

審議会における医療計画の議論を踏まえつつ、事態が収束した段階で、厚生科

学審議会でも感染症法における「基本方針」等のあり方について検討を行って

まいりたい。 

 

（３）蚊やダニ、動物が媒介する感染症について（資料６，７） 

蚊媒介感染症については、感染症法第 11 条に基づく「蚊媒介感染症に関す

る特定感染症予防指針」と自治体向け手引等を参考に、平常時からの蚊の密

度調査や幼虫蚊対策、国内感染症例発生時の疫学調査や蚊の駆除、知識と技

術を有する職員の養成、住民への普及啓発等の蚊媒介感染症対策の実施をお
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願いする。 

ダニ媒介感染症については、ダニに咬まれない予防措置を講じるとともに、

もし発症した場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けること

が重要であることを、従前より周知してきたところ。予防啓発資材を活用し

た注意喚起をお願いする。 

特に、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）については、平成 25 年１月に国

内で初めて確認されて以後、昨年こそ新型コロナウイルス感染症の流行下で

の外出自粛等の影響からか減少したものの、発生件数は増加傾向にあり、平

成 31 年（令和元年）には 100 件を超えた。発症したネコやイヌの体液等から

稀にヒトが感染する事例があることから、動物由来感染症としても注意が必

要である。令和元年には、体調不良の動物等と接する機会が多く動物由来感

染症のリスクが高い獣医療関係者向けに、個人防護具（PPE）着用を推進する

啓発資料を作成しているので、引き続き啓発に協力をお願いする。 

 

（４）海外からの帰国者及び入国者における感染症疑い事例への対応について

（資料８，９） 

中華人民共和国で発生が報告され、令和２年１月に国内で初めて確認され

た新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界中に広がった。国際的な人の移

動が活発化する中で、海外からの感染症の侵入に対する対策がより重要とな

っている。厚生労働省としても海外の感染症発生動向を踏まえ水際対策を講

じていくこととしているが、都道府県におかれても引き続き、海外で発生して

いる感染症にり患した疑いがある者が国内において確認された際は、関係通

知に基づき適切な対応をお願いする。 

 

（５）狂犬病予防対策について（資料 10） 

昨年５月には国内で14年ぶりとなる人の狂犬病の輸入症例が報告された。

狂犬病の流行地域に渡航する者に対して感染防止のための注意喚起を行うと

ともに、流行地域で動物に咬まれた者への暴露後ワクチン接種等の対応につ

いて、周知徹底を引き続きお願いしたい。 

また、４月より、狂犬病予防法に定められた狂犬病の予防注射の時期が始

まる。引き続き、犬の登録や予防注射の徹底をお願いするとともに、狂犬病の

疑いがある動物が確認された場合に備えた検査体制の充実等の体制整備をお

願いする。 

なお、令和元年６月、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、狂

犬病予防法の特例規定が設けられた。マイクロチップの登録と狂犬病予防法

に基づく登録手続きのワンストップサービスを可能とすること等が盛り込ま
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れている。今後、環境省とも連携して必要な法令改正等を進め、詳細について

通知する予定である。。 

 

（６）インフルエンザ対策について（資料 11） 

今シーズンの季節性インフルエンザは、令和３年第３週（令和３年１月18

日～24日）時点で、定点医療機関当たりの患者発生数は0.01であった。 

流行の大小に関わらず、季節性インフルエンザ対策については、発症可能

性の低減や重症化防止のための予防接種、咳エチケットや適切な手洗い等、

国民一人一人が自ら予防に取り組むことが重要であり、厚生労働省が作成し

た啓発資材も活用しつつ、引き続き周知・徹底をお願いする。 

なお、厚生労働省では「令和２年度今冬のインフルエンザ総合対策につい

て」を昨年11月に取りまとめ、地方自治体に周知するとともに、ホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html）に掲載し

ているので、ご確認願いたい。 

 

（７）外部精度管理事業について（資料 12） 

平成26年改正感染症法の施行に伴い開始した検査施設における検査の外部

精度管理事業は、令和２年度において、全国の地方衛生研究所、保健所に対

し、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌、インフルエンザウイルス、チフス菌を

対象として実施した。 

実施結果については、とりまとめ次第、各都道府県等の本庁宛て送付する

ので、今回の結果を踏まえ、引き続き、検査施設における検査の精度管理の確

保について適切な対応をお願いしたい。 

なお、令和３年度のテーマ等の実施計画については、今後開催される当該

事業の企画検討委員会にて審議し、決定の上で通知する予定である。 

 

（８）新型インフルエンザ等対策について 

昨年度マイナンバー法が改正され、新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく予防接種の実施に関する事務が追加された。これに伴い予防接種記

録システムの改修費用については、今年度の感染症予防事業費等国庫負担（補

助）金の対象（令和３年度へ繰越予定）としているところであり、今後、情報

連携について対応をお願いしたい。 

 

（９）薬剤耐性（ＡＭＲ）対策について（資料 13～16）  

① ＡＭＲアクションプランと成果目標 

薬剤耐性（Antimicrobial Resistance; AMR）は全世界的に深刻な問題であ
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る。現状のままでは、一般的な細菌感染症に対しても有効な抗菌薬のない時

代を迎え、英国のキャメロン前首相の特命委員会の報告によると、AMRによる

年間死者数は、現在の時点で少なく見積もって全世界で約70万人にのぼり、

2050年には、1,000万人が亡くなることになると推測されている。 

このAMR問題に対し、平成28年4月に薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン

が策定された。これは、2020年までの５年間で実施すべき事項を、教育啓発、

監視、予防・管理の実践、抗微生物薬適正使用、研究開発、国際協力の６つに

取りまとめたものであり、同時に、ヒト・医療分野における抗微生物薬使用量

の削減と薬剤耐性率の低下の目標値等が示されている。これらの目標を達成

するため、AMR臨床リファレンスセンターの設置や「抗微生物薬適正使用の手

引き」の作成などを通して、具体的な施策を進めているところである。また、

動向調査の一環として、農林水産省、環境省といった関係省庁と連携して毎

年「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書」を取りまとめている。令和２年

度版は令和３年1月8日に公表した。 

国際協力の一環としては、日本国内で使用されているサーベイランスシス

テムをアジア諸国に導入しており、各国の院内感染対策に貢献している。今

後は、臨床の視点からの支援も行っていく方針である。 

各自治体においても、AMR臨床リファレンスセンターが普及啓発のため作成

したAMRに関する記事等をご活用いただくとともに、AMR対策の推進に努めて

いただきたい。 

 

② 抗微生物薬適正使用の手引き 

日本では特に、外来診療での広域抗菌薬の使用量が多いことから、厚生労

働省では、不要な抗菌薬処方の削減と適切な診療の推進とを両立させつつ、

診療現場での抗微生物薬適正使用を推進していくために、外来で診療に携わ

る医療従事者を対象にした「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」を作成し

（平成 29 年６月公表）、各自治体を通して医療機関に配布した。この「手引

き」では、患者数が多く、不要な抗菌薬が投与されている場合が多いと推測

される急性気道感染症と急性下痢症について、適切な診療の進め方を示して

あるほか、患者の理解を得ることも重要なため、説明の仕方も例示している。

さらに、令和元年度には改訂を行い、乳幼児における抗菌薬の適正使用に関

しての記載が追加されている。 

今後も、内容の拡充を行っていく予定である。また、現在 AMR 臨床リファ

レンスセンターが中心となり、医療関係者に対する普及啓発を行っているが、

各自治体においても、広く活用いただけるよう周知をお願いする。 
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③ 抗菌薬適正使用推進モデル事業 

アクションプランに関連する取組として、地域におけるＡＭＲ対策に係る

ネットワークの整備を進めるべく、都道府県単位のモデル事業として「地域

ＡＭＲ協議会」を設置した。当該協議会において病院、診療所、歯科、薬局、

高齢者施設、保健所、地方衛生研究所等の地域の多様な関係主体が参画する

ネットワークを構築し、地域レベルでの抗菌薬適正使用を推進して頂いてい

る。本モデル事業への積極的な参加をご検討いただきたい。 
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２．風しん対策について（資料 17～27） 

（風しんに関する追加的対策について） 

風しんについては、昨今の感染拡大の状況に鑑み、2018 年 12 月に「風しん

に関する追加的対策」を取りまとめた。そこでは、これまで予防接種を受ける

機会が１度もなかった、1962 年（昭和 37 年）４月２日から 1979 年（昭和 54

年）４月１日までの間に生まれた男性を、2021 年度末までの３年間、定期接

種の対象者とすることとなった。 

この際、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

き、抗体が不十分であった者に対し、予防接種を行うこととしている。 

患者の発生は現在落ち着いてはいるが、「０：ゼロ」にはなっていない状況

である。 

 

（風しん追加的対策の進捗状況について） 

抗体検査の受検目標に向けて３か年計画で段階的に行うこととし、２年目

（令和元年度、２年度）までに、昭和 41 年４月２日から昭和 54 年４月１日生

まれの男性に対して、クーポン券を送付している。これにより、２年目までに

は約 700 万人の方が抗体検査を受検し、約 100 万人の方が予防接種を受ける

ことを見込んでいる。 

なお、２年目までに市区町村からクーポン券を送付しない昭和 37 年４月２

日～昭和 41 年４月１日生まれの男性についても、本人が市区町村に希望すれ

ば、クーポン券を発行し、抗体検査を受検できるようにご配慮いただきたい。 

 

（風しん追加的対策の進捗状況について） 

１０月までの風しん抗体検査の実施状況は別添のとおりであり、対象年代

の人口に係る目標値に対する実施割合は、現在全国で約３０％と低調である。 

 

（風しんの追加的対策の実施方法について） 

このため、３年目も少なくとも昭和 37 年４月２日～昭和 41 年４月１日生

まれの男性にはクーポン券を送付していただき、また、今年度までに送付済の

クーポン券については、一律令和４年２月末（自治体の判断で３月末としても

問題ない）まで有効期限を延長することとしている。 

令和３年度までに約９２０万人に抗体検査を実施し、約１９０万人に予防

接種を実施することを見込んでいる。 

 

（風しん対策の実施率向上策について） 
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今後目標を達成するため、厚生労働省では企業に対し、健診の機会に風しん抗

体検査を実施していただくよう働きかけているところである。さらに、国家公

務員や地方公務員の方が、まずは受けていただきたく考えており、各自治体に

おかれては、職場の健診の機会に風しんの抗体検査の実施に努めて頂きたい。
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３．エイズ・性感染症対策について 

（１）発生動向と検査について（資料 28、29） 

近年のＨＩＶ感染者等の報告数は１，５００件程度の横ばい傾向で推移し

ており、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約３割

を占めている。抗ＨＩＶ薬の進歩により、ＨＩＶ感染を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となっている。そのため、早期発見・感染拡

大防止の観点から、保健所や医療機関でのＨＩＶ検査等の受検の促進を図る

とともに、積極的に正しい知識の啓発を行うことにより、ＨＩＶ検査の必要

な方に検査を受けていただくことが重要である。 

性感染症について、2020 年の梅毒症例の暫定報告数が 5,784 件と前年の

6,577 件から減少に転じた。また女性の占める割合も前年とほぼ横ばいであっ

た。しかし、依然として高い水準であることから性感染症を自らの重要な問

題と捉えて、予防手段などを知ることや性感染症の感染が疑われる場合は医

療機関を受診することなどが重要であり、引き続き積極的な啓発をお願いす

る。 

 

（２）ＨＩＶ感染者の医療機関等での受け入れについて（資料 30） 

2018 年１月のエイズ予防指針の改正とともに、予防指針改正に係る留意事

項を通知した。その留意事項通知は、ＨＩＶ感染者等は、標準感染予防策を講

じることで、感染を予防できることが科学的知見において示されていること

を明記し、改めて周知をお願いした。ＨＩＶ感染者は、医療従事者のＨＩＶ・

エイズに対する理解不足や差別偏見により、他の疾患の治療が拒否される事

例が存在する。ＨＩＶ感染者は、抗ＨＩＶ薬の長期投薬による副作用として

腎障害をきたす場合があり、今後、透析導入例が増加することが予想される。

また、歯科治療を希望するＨＩＶ感染者の多くは拠点病院ではなく近医を受

診することが考えられ、透析医療や歯科医療については特に受け入れ体制の

改善が必要である。ＨＩＶ感染者に対する留意事項をまとめた各種ガイドラ

インを管内医療機関に周知するとともに、ＨＩＶ感染者が安心して受診でき

るよう、地域の包括的な医療体制の確保に向け、管内医療機関及び関係団体

等と連携しながら取り組んでいただきたい。 
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４．結核対策について（資料 31） 

 （１）高齢者対策（資料 32） 

結核については、近年の罹患者数は減少しているが、減少率は鈍化してお

り、今なお我が国で最も対策が必要な感染症の一つであることに変わりは

ない。 

我が国の近年の傾向としては、高齢化により免疫力が低下することによ

って発症するケースが多数を占めている新登録結核患者の約４割を80歳以

上が占め、罹患率は 60 を超えていることから、高齢者の結核患者の早期発

見が重要であり、平成 30 年４月（※１）及び９月（※２）に早期発見対策に関す

る通知を発出し、80 歳以上の高齢者に対する定期健診の強化等、各自治体

において取り組んでいだきたい事項を示したところである。 

各自治体におかれては、当該通知をもとに結核患者の早期発見のため、以

下の対策等について取組を一層進めていただきたい。 

 

  ◎各自治体で実施・推進すべき対策（80 歳以上の高齢者への対策強化） 

   ・80 歳以上の定期健康診断対象者に対する個別勧奨の実施 

   ・定期健康診断の個別医療機関への委託（個別健診）の推進 

   ・個別健診実施医療機関による受診勧奨 

   ・通所介護等の事業所、施設の利用者に対する健診案内や啓発の実施 

  

  ※１高齢者における結核発病患者の早期発見対策について 

（平成 30 年 4月 27 日健感発 0427 第 1 号） 

   ※２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（平成 10 年法律第 114  

号）第 53 条の２に基づく定期の健康診断に係る受診案内について 

    （平成 30 年 9月 3 日健感発 0903 第 1 号） 

 

（２）外国生まれ患者対策（結核入国前スクリーニング等）（資料 33～35） 

外国生まれの結核患者は、前年から減少して 1,541 人となったが、全体の

割合は前年度同じく１割を超えた。外国生まれ患者対策として、結核の罹患

率の高い国の国籍を有する中長期在留者を対象に、日本に入国する目に結

核健診を受けていただく入国前スクリーニングの開始に向けて、新型コロ

ナウイルス感染症の状況を踏まえながら、関係省庁と調整している。また、

入国後の日本滞在中に発病される患者も多数いるため、職場や学校、各自治

体で実施する健診等の対策も重要であり、外国人居住者に対しての健診や、

早期の医療機関受診を勧奨し、とくに職域や学校の健診から漏れる外国人

に対するハイリスク者健診の実施等によって患者の早期発見に努めるとと
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もに、患者関係者や通訳等と連携し直接服薬確認療法いわゆる DOTS（ドッ

ツ）を行うことで確実に治療を完了させることなど、患者からの感染拡大を

最小限にするため、対策を徹底して実施していただくようお願いする。 

 

 （３）結核患者の感染症病床への入院について 

「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」に係る感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定に基づく事務の対応

について（平成 30 年 3 月 1 日健感発 0301 第 1 号）」において、結核患者

については、一定の要件を満たす場合において、感染症病床に入院させるこ

とが可能である旨通知したところである。モデル病床の活用も含め、結核患

者が各々の病状等に応じた適切な医療を受けられる医療提供体制の確保に

努めていただくようお願いする。 

 



１．新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
① 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、
営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料（20万円以下）を規定する。

② 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。

③ 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合（30万円以下）の過料を規定する。

④ 事業者及び地方公共団体に対する支援
○ 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
○ 国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

⑤ 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。

⑥ 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。

２．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及び検疫法の一改正
① 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。

② 国や地方自治体間の情報連携
○ 保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。

③ 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け
○ 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検

疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。

④ 入院勧告・措置の見直し
○ 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
○ 正当な理由がなく入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の過料（50万円以下）を規定する。

⑤ 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合、応
ずべきことを命令できることとし、命令を受けた者が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調
査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の過料（30万円以下）を規定する。

⑥ 緊急時、医療関係者（医療機関を含む。）・検査機関に協力を求められ、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。

公布の日（令和３年２月３日）から起算して10日を経過した日（同月13日）（ただし、１⑥は同年４月１日）

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の概要
改正の趣旨

施行期日

改正の概要

○ 現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命
令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等
感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。

等

（令和３年法律第5号）
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第三次補正予算による医療機関等への支援（新型コロナの感染拡大への対応）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、第三次補正予算等を活用して、重症患者等の病床確保をはじめ、地域の医
療提供体制を守るための措置に万全を期す。

① 小児科等への支援 【国費：68億円】
・ 未就学児の外来患者の感染防止に要する対応を評価する観点から、診療報酬の特例評価（医科の場合＋100点）を行う。

② 診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援 【国費：212億円】
・ 急速に感染が拡大する中での緊急的臨時的な対応として、診療・検査医療機関に対する感染拡大防止等の補助を国直接執行で行う。

（診療・検査医療機関 100万円）

③ 医療機関･薬局等の感染拡大防止等の支援 【国費：858億円】
・ 急速に感染が拡大する中での緊急的臨時的な対応として、歯科を含む医療機関・薬局等に対する感染拡大防止等の補助を国直接執行で行う。

（病院・有床診 25万円＋5万円×許可病床数、無床診 25万円、薬局･訪問看護ステーション･助産所 20万円）

※ ②又は③のどちらかの補助。9/15予備費の救急･周産期･小児医療機関の感染拡大防止等支援を受けた医療機関は、今回の方が補助上限額が高い場合は差額分を補助｡

④ 新型コロナワクチンの接種体制の整備・接種の実施 【国費：5,736億円】
・ 新型コロナワクチン接種を実施する医療機関に対する接種費用等に係る地方公共団体への補助等を行う。

１．重症患者等の受入病床確保の支援

① 新型コロナからの回復患者の転院支援 【国費：2.5億円】
・ 新型コロナから回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れる医療機関において、必要な感染予防策を講じる場合、一定の加算（＋500点）の特

例算定を可能とすることにより、重症等の新型コロナ患者の受入病床の確保を図る。

② 重点医療機関への医師・看護師等派遣の支援強化 【既存予算により対応】
・ 医師･看護師等を新型コロナ患者受入医療機関に派遣する場合、新型コロナ緊急包括支援交付金により、派遣元医療機関等への補助が可能であるが、これ

を更に支援するため、重点医療機関に派遣する場合の補助上限額を引き上げる。
（医師 1時間7,550円→15,100円、医師以外の医療従事者 1時間2,760円→5,520円、業務調整員 1時間1,560円→3,120円）

２．地域の医療提供体制を守るための感染防止等

３．その他（第二次補正予算・予備費等で講じた措置への積み増し等）

① 新型コロナ緊急包括支援交付金の増額（病床や宿泊療養施設等の確保） 【国費：1兆1,763億円】

② 医療資格者等の労災給付の上乗せを行う医療機関等への補助 【国費：8,200万円】

③ 発熱患者対応を行う診療・検査医療機関の確保 【国費：697億円】

④ 福祉医療機構（WAM）の無利子・無担保融資等に係る政府出資等 【国費：1,037億円】

⑤ 補正予算･予備費等による医療機関等への支援策について、個別の医療機関等からの相談に応じるため、厚生労働省にコールセンターを設置

【既存予算により対応】

国による直接執行

国による直接執行

国による直接執行

国による直接執行

診療報酬の特例評価

診療報酬の特例評価
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感染症指定医療機関について

比較項目 特定感染症指定医療機関 第一種感染症指定医療機関 第二種感染症指定医療機関

指定を行う者 厚生労働大臣 都道府県知事

医療機関の
分布

４医療機関（※１、２）
原則、都道府県域毎に１箇所程度

（ 55医療機関）（※１）

都道府県毎に数箇所～数十箇
所程度
（348医療機関）（※１）

医療を担当する
感染症の類型

新感染症
一類感染症
二類感染症
新型インフルエンザ等感染症

一類感染症
二類感染症
新型インフルエンザ等感染症

二類感染症
新型インフルエンザ等感染症

施設基準

第一種感染症指定医療機関と
同等以上

・陰圧制御が可能であること

・病室内にトイレ及びシャワー室が
あること

・排水処理設備を有すること
等（※３）

・病室内又は病室に隣接してトイ
レ及びシャワー室があること

等（※３）

設備費・運営費
全額を国
（運営費については、１床当たり
約790万円/年を上限）（※4）

1/2を国、1/2を都道府県
（運営費については、１床当たり
約620万円/年を上限）（※4）

1/2を国、1/2を都道府県
（運営費については、１床当たり
①陰圧設備あり：約200万円/年、②陰圧設備
なし：約150万円/年を上限）（※4）

※1  平成31年４月１日現在（第一種感染症指定医療機関数は平成31年３月29日現在）。なお、第二種感染症指定医療機関数は、感染症病床を有する指定医療機関の数。
※2 成田赤十字病院、国立国際医療研究センター病院、常滑市民病院、りんくう総合医療センター。
※3 平成11年厚生省告示第43号。
※4 令和３年度予算（案）

感染症の発生後速やかに感染症患者に適切な医療を提供することで、その早期治療を図り、感染症のまん延を防止する
ため、厚生労働大臣又は都道府県知事は、新感染症、一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者
の医療を担当する感染症指定医療機関（一定の基準に合致する感染症指定病床を有する医療機関）を指定する。

危機管理対応について
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新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保について

１．現状・課題
○ 今般の新型コロナウイルス感染症の対応では、類似の感染症対応に関する知見がない中、感染症病床のほか、一
般病床等でも多くの感染症患者を受け入れるなど、広く一般の医療連携体制（役割分担・連携）にも大きな影響が
ある状況。今後、今般の新型コロナウイルス感染症で得られた知見を踏まえ、新興感染症等の感染拡大時に必要な
対策が機動的に講じられるよう、基本的な事項についてあらかじめ地域で議論し、必要な準備を行うことが重要。

○ 感染症の医療提供体制の確保に関しては、国が感染症法に基づき定める「基本指針」に即して、各都道府県にお
いて同法に基づき「予防計画」を策定し、感染症指定医療機関の整備や感染症患者の移送体制の確保等の取組が進
められている（※１）。
一方、地域の医療提供体制の確保に関しては、国が医療法に基づき定める「基本方針」に即して、各都道府県に

おいて同法に基づき「医療計画」を策定し、５疾病５事業（※２）・在宅医療に関する医療連携体制構築等に向けた取
組が進められている（※３）。医療法上、医療計画の策定過程では、都道府県は、医療関係者・有識者から構成される
「医療審議会」の意見を聴くこととされている。

※１ 予防計画には、次の事項を定めることとされている。
① 地域の実情に応じ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
② 地域における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
③ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策に関する事項

※２ ５疾病：がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患
５事業：救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む）

※３ 現行、医療法に基づく「基本方針」には感染症に関する記載は無い。また、「基本方針」を踏まえた技術的助言である「医療
計画作成指針」（医政局長通知）では、５疾病５事業及び在宅医療のほか、都道府県における疾病等の状況に照らして特に必要と
認める医療等について記載することとしており、その際、考慮する事項の一つとして「結核・感染症対策」（結核対策や感染症対
策に係る各医療提供施設の役割、インフルエンザ・エイズ・肝炎などの取組）が挙げられているが、広く一般の医療連携体制にも
大きな影響が及ぶような新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制のあり方に関する記載はない。

○ 今後、今般の新型コロナウイルス感染症のような新興感染症等の感染拡大時に、広く一般の医療連携体制にも大
きな影響が及ぶことを前提に、必要な対応が機動的に講じられるよう、予防計画と医療計画との間で整合性を確保
しつつ、行政と医療関係者等が連携した取組を進めていく必要。
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２．対応の方向性
○ 新興感染症等の感染拡大時は、医療計画により整備される一般の医療連携体制にも大きな影響を及ぼす中、医療機
関や行政など地域の幅広い関係者により必要な対応が機動的に講じられるよう、本部会の議論も踏まえ、社会保障審
議会医療部会においても必要な取組について議論を進めるよう求めることとしてはどうか。
具体的には、医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時（※）における医療」を追加した上で、医療法に基

づく「基本方針」等について、感染症法に基づく「基本指針」と整合性を図りつつ、医療計画においても必要な内容
が記載されるよう見直しを行うこと等が考えられるのではないか。

※ 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症（感染症法上の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
など）の全国的なまん延等であって、医療提供体制に重大な影響が及ぶ事態。

＜想定される記載事項（イメージ）＞

【平時からの取組】

・感染症指定医療機関（感染症病床）等の整備

・医療機関における感染防護具等の備蓄

・感染管理の専門人材の育成（ICN等）

・院内感染対策の徹底

・医療機関におけるPCR検査等病原体検査の
体制の整備 など

○ また、今般の新型コロナウイルス感染症対策は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針に
従って進めているところ、当面は感染拡大防止等の取組を進めつつ、事態が収束した段階で、対策の評価と併せて、
感染症法に基づく「基本指針」等の見直しについて検討を行うことが考えられるのではないか。

【感染拡大時の取組】

・一般病床等での感染症患者の受入れ体制の確保
（感染拡大時の受入候補医療機関、救急医療など一般の
医療連携体制への影響にも配慮した受入体制に係る協議
の実施など）

・臨時の増床、臨時の医療施設や宿泊療養施設の開設

・感染拡大時の人材確保の取組
（病院内の重点配置や病院間の派遣など） など

※ 医療計画は、医療連携体制構築に向けた施策・目標を定め、体制整備を図ることを目的とした計画。
有事の際の業務方法等を詳細に定める計画（業務計画・行動計画）とは性質を異にすることに留意。

新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保について
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蚊媒介感染症について
《ポスター等を用いた予防啓発》

感染症法第11条に基づく

「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」と

自治体向け手引き等を参考に、

• 平常時におけるリスク評価

（蚊の幼虫が増加する５月中旬までに実施）

→リスク地点の選定、リスクの評価

• リスク評価に基づく対策

→定期的な蚊の密度調査や蚊の成虫・幼虫対策

• 国内感染症例発生時の疫学調査や蚊の駆除

• 知識と技術を有する職員の養成

• 住民への普及啓発 等

の対策をお願いしたい。
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基本情報

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について

• 平成25年、自治体へ検査試薬を配布し、全国でヒトのSFTS検査体制を整備。

• 国民や関係団体、自治体等に対し、ポスターやホームページにより、SFTS対策としてダ

ニに咬まれないよう注意喚起するとともに、飼育ネコ・イヌのダニの確認をすること、症

状がある場合は速やかに医療機関で受診することについて注意喚起している。

• SFTSの治療法として、アビガンの有効性について、平成28年度から研究班において臨床

研究を行った。

• SFTSに関する診療の相談が可能な医療機関について、自治体へ情報提供。

厚生労働省の対応

• 平成25年1月、ＳＦＴＳの症例を国内で初めて確認。

• 西日本を中心に、24都府県で497名の患者（うち70名死亡）が確認さ

れている。【平成17年～令和2年12月30日時点】

• マダニの活動が活発な春から秋にかけて患者が多く発生している。

国内の発生状況

感染経路

• 野外に生息するマダニに吸血された際、マダニが保有していたＳＦＴＳウイルスが体内に入り感染する（四類感染症）。

• AMEDの研究班の研究により、飼育ネコ・イヌの血液等からSFTSウイルスが検出された事例が確認されたため、SFTSを

発症したネコやイヌの体液等からヒトが感染する可能性も否定できない。

症状 主な初期症状は発熱、全身倦怠感、消化器症状で、重症化し、死亡することもある。

治療 有効な抗ウイルス薬等の特異的な治療法はなく、対症療法。

＜SFTSの発生状況＞（令和2年12月30日時点）

《ダニ媒介感染症予防啓発ポスター》

H25 H26 H27 H28 H29 H30
H31/

R1
R2

発生

件数
40 61 60 60 90 77 102 75

死亡

件数
14 16 11 8 8 4 5 5
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○ 平成24年9月以来、アラビア半島諸国を中心に発生の報告がある重症呼吸器感染症

○ 報告された診断確定患者数2566名（うち、少なくとも881名死亡） 【令和3年2月1日時点】

○ 患者が報告されている主な国：サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなど （ほか、英国、オランダ、

ドイツ、フランス、マレーシア、韓国、中国、タイ等で輸入症例等が報告されている）

○ 基礎疾患のある人や高齢者で重症化しやすい

○ 接触者間での限定的なヒト－ヒト感染あり

○ ウイルスの保有宿主（感染源動物）としてヒトコブラクダが有力視されている

（１） 経緯

○ アラビア半島とその周辺諸国からの帰国者で、MERSの症状を示す患者につい

ての情報提供を、地方自治体を通じて医療機関に依頼

（平成24年9月・11月及び平成26年5月16日）

○ 地方衛生研究所等に検査試薬を配布し、検査体制を整備（平成25年2月）

○ ＷＨＯ等を通じた情報収集、一般国民への情報提供や検疫所のＨＰやポスター

掲示を通じた 注意喚起

○ 平成27年1月21日付で二類感染症に位置づけ（入院措置が可能に）

○ 自治体、医療機関、検疫所に対し、韓国のMERSの発生状況を伝達し、アラビア

半島諸国からの帰国者への対応徹底を要請 （平成27年6月1日）

○ 韓国も検疫対象に加えると共に、自治体で迅速な対応のために検査対応を改

訂 （平成27年6月4日及び6月10日）

※平成27年9月18日時点で、韓国の対応は解除

○ MERS対策に関する専門家会議を開催し国内発生時の対応等について検討し、

体制を整備 （平成27年6月9日及び7月17日）

○ 中東において症例が散見しているものの、持続的なヒト－ヒト感染はみられない

状況であるため、疑似症患者要件を見直し （平成29年7月）

（２） 厚生労働省の対策

発生が報告されている中東諸国

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

ヨルダン

オマーンイエメン

クウェート

中東呼吸器症候群（MERS）の対応について
令和3年2月5日作成

カタール
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鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染の対応について
経緯： 平成25年3月以降、新たな鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒト感染患者1568名の報告がある 。感染患者のうち、少
なくとも616の死者が報告されている。発生地域は中国（4市19省4自治区）、香港特別区・マカオ特別区・台湾・マレーシア（輸入症
例） ・カナダ（輸入症例）（図）。平成28年末から中国における感染者の急な増加がみられ、過去の流行期に比べて発生規模が大
きくなっているが、感染者の状況やウイルスの性質は過去の流行期と同様とされており、継続して状況を注視している。

厚生労働省の主な対応

 法的整備： 感染症法に基づく二類感染症に位置づけ

検疫法に基づく検疫感染症に位置づけ

 検疫： 検疫所の検査体制の整備、検疫所での注意喚起

（ポスターや健康カード等）

 国内監視体制： 自治体（地方衛生研究所）の検査体制の整備

 情報収集・発信： WHOや専門家ネットワーク等を活用した情報収集・分析、

国立感染症研究所リスクアセスメントの発信

 ワクチン： パンデミック発生時にプロトタイプワクチンとして対応可能

H7N9のワクチンは臨床試験を実施中

主な特徴

 感染源は未確定だが、生きた家きん等との接触による可能性が最も高い。

 持続的なヒトーヒト感染は認められていない。

 抗ウイルス薬は一定の効果あり。

 ヒトにおける病原性や感染性の変化は認められない。

図

マレーシア １人

カナダ ２人

その他の
輸入症例
発生国

（令和3年1月29日WHO発表に基づく。）

感染者

死亡者

発症週別の感染者・死亡者数（出典： WHOの平成31年4月9日発表）
（人）

（週）

中国・台湾・香港の感染者発生地域

R3.2.5作成

2017年 2018年 2019年 2020年

7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月
3月-
12月

1月-
2月

3月
4月-
5月

1月-
12月

2
（0）

5
（2）

1
（0）

0
（0）

1
（0）

0
（0）

1
（1）

1
（0）

0
（0）

0
（0）

1
（1）

0
（0）

0
（0）

＜WHO発表の感染者数（死亡者数）＞ ※ WHO発表より（令和3年1月29日報告）
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狂犬病予防対策について

１ 現状
＊長い潜伏期の後に発症するとほぼ１００％死亡
＊世界では年間約59,000人が狂犬病で死亡
＊日本でも1970年、2006年、2020年に輸入感染症例が計４例

２ 対策
 犬の登録・予防注射の徹底のための普及啓発
 平成26年に発出した通知※に基づく国内動物の狂犬病検査の実施
 万がーの発生に備えた体制整備

狂犬病予防法に基づく犬の予防注射率

（出典）衛生行政報告例

年 登録頭数 予防注射頭数 注射率（％）
28 6,452,279 4,608,898 71.4
29 6,326,082 4,518,837 71.4
30 6,226,615 4,441,826 71.3

※ 国内動物を対象とした狂犬病検査の実施について（平成26年８月４日 健感発0804第１号）
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今冬のインフルエンザ対策について

○令和２年第３週（令和３年１月18日～24日）の定点当たり報告数は0.01であり、第３週時点で流行開
始の目安としている1.00を上回ることなく、例年と比較し低水準で推移している

現状

○ 季節性インフルエンザには、 A/H1N1 亜型（平成 21 年に流行した新型インフルエンザと同じ
もの）、 A/H3N2 亜 型（いわゆる香港型）、 B 型の 3 つの 型があり、いずれも流行の可能性が

ある。流行しやすい年齢層は亜型により多少異なるものの、今年も、全ての年齢の方がイン
フルエンザに注意する必要がある。

今後の対応

（ 参考） 令和元 年度今冬

のインフルエンザ総合対
策について
http://www.mhlw.go.jp/bu
nya/kenkou/influenza/

インフルエンザ対策
公式ポスター
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検査施設
（参加希望施設）

感染症法に基づき感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を行う施設において実施する検査に関して、外部精度
管理調査を行い、調査結果の評価・還元等を通じて精度管理の取組を促進し、病原体等検査の信頼性を確保する。

事業の目的

国立感染症研究所（実施機関）

厚生労働省（実施主体）

事業実施体制

・予算の確保
・実施要綱の策定

都道府県等本庁

・検査の実施
・業務の改善

【対象施設】検査施設のうち、参加希望のあった地方衛生研究所・保健所
【評価対象】①カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の検査

②麻しん・風しんウイルスの遺伝子配列の解析検査
③腸管出血性大腸菌の同定(ベロ[志賀]毒素またはベロ毒素遺伝子の検出、及び O抗原型の判定)検査

令和元年度の実施対象

外部精度管理事業企画検討委員会

【企画】・事業計画の策定
・研修の企画 等

・試料の作製・配布（※一部外部委託）
・実施結果の解析・還元等

【評価】・試験結果の評価
・次年度以降の計画の検討

①事業委託 ⑨実施結果の報告

③実施通知

④実施内容
の周知

②事業計画の提出

⑤参加申込

⑥検体送付

⑦検査結果の送付

⑧結果成績の送付

⑩結果通知

⑪結果通
知・指導

病原体の検査に係る外部精度管理事業について
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薬剤耐性(AMR：Antimicrobial Resistance)について
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)

• 1.1 国民に対する薬剤耐性の知識・理解に関する普及啓発活動の推進

• 1.2 関連分野の専門職に対する薬剤耐性に関する教育、研修の推進

1. 普及啓発・教育

• 2.1 医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化

• 2.2 医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握

• 2.3 畜水産、獣医療等における動向調査・監視の強化

• 2.4 医療機関、検査機関、行政機関等における薬剤耐性に対する検査手法の標準化と検査機能の強化

• 2.5 ヒト、動物、食品、環境等に関する統合的なワンヘルス動向調査の実施

2. 動向調査・監視

• 3.1 医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進

• 3.2 畜水産、獣医療、食品加工・流通過程における感染予防・管理の推進

• 3.3 薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

3. 感染予防・管理

• 4.1 医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進

• 4.2 畜水産、獣医療等における動物用抗菌剤の慎重な使用の徹底

4. 抗微生物薬の適正使用

• 5.1 薬剤耐性の発生・伝播機序及び社会経済に与える影響を明らかにするための研究の推進

• 5.2 薬剤耐性に関する普及啓発・教育、感染予防・管理、抗微生物剤の適正使用に関する研究の推進

• 5.3 感染症に対する既存の予防・診断・治療法の最適化に資する研究開発の推進

• 5.4 新たな予防・診断・治療法等の開発に資する研究及び産学官連携の推進

• 5.5 薬剤耐性の研究及び薬剤耐性感染症に対する新たな予防・診断・治療法等の研究開発に関する国際共同研究の推進

5. 研究開発

• 6.1 薬剤耐性に関する国際的な施策に係る日本の主導力の発揮

• 6.2 薬剤耐性に関するグローバルアクションプラン達成のための国際協力の展開

6. 国際協力
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日本で使用される抗菌薬のうち約９０％は外来診療で処方される経口抗菌薬である。

学童以上の小児・成人の気道感染症、急性下痢症を対象とした「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」を
平成29年６月１日発表

抗微生物薬適正使用に向けた取り組み

乳幼児から成人の気道感染症、急性下痢症、急性中耳炎を対象とした「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版」を
令和元年12月５日発表
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啓発資材 AMR臨床リファレンスセンター

一般の方、医療関係者向けに啓発用のポスター、カレンダー、動画などを作成。
無料でダウンロード可能。希望者には送付も行われる。

AMRリファレンスセンターでキャンペーンムービーの作成、公開
を行っている。
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構築・拡充

取組１：サーベイランス分析職員を配置し、地域単位のサーベイランス体制を構築・拡充

抗菌薬適正使用推進モデル事業概要

抗菌薬の適正使用に向けた現状の課題

本モデル事業の目的

○ 都道府県単位のモデル事業として、 「地域AMR協議会」を設置し、以下の取組を通じて、地域の多様な関係主体（病院、診療所、薬局、
高齢者施設、保健所、地方衛生研究所等）が参画するネットワークを構築し、地域レベルでの抗菌薬適正使用を推進。

地域AMR協議会（仮称）

抗菌薬適正使用の関係主体（※）

○サーベイランスの地域分析
○薬剤耐性感染症や抗菌薬適正使用に関する相談支援（委託可）
○抗菌薬適正使用の協議・申合せ策定 等

取組３：ﾈｯﾄﾜｰｸ参画主体を中心とした意思決定を通じ、
地域内での取組を推進

取組２：専門医師を配置し、地域内の相談支援体制を構築

※ﾈｯﾄﾜｰｯｸの関係主体の例：医療機関（大学病院、病院、診療所等）、歯科、薬局、高齢者施設、地域内の関係団体
（地域医師会・歯科医師会・薬剤師会等）、自治体関係（本庁、保健所、地方衛生研究所等） 等

（取組のイメージ）

分析職員による地域分析 専門医師による相談支援

協議会を通じた意思決定・共有、
抗菌薬適正使用の申合せの策定

課題１ 抗菌薬の使用状況を正確に把握し、地域単位で分析
課題２ 薬剤耐性感染症等のアウトブレイク対応の均てん化
課題３ 抗菌薬処方の適正化のための地域における取組の拡大
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○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。（平成28年度：第１期 97.2％、第２期 93.1％）

○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。

風しんについて

「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

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。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。

概要

風しん対策の概要

風しんに対して免疫のない女性が、特に妊娠初期に罹患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、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」に基づき健康局結核感染症課において作成。2019年、2020年は週報速報値（暫定値）、2021年は2021年2月3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、1人の患者から免疫がない何人に疾病をうつしうるかを示す数字

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 2,306 100 2

CRS 0 1 1 1 1 10 2 0 0 0 2 0 1 4 32 9 0 0 0 0 4 １ 1
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風しん報告数
2021年第1～4週、n=2(2021年2月3日現在暫定値)

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

風しん 294 147 87 378 2386 14344 319 163 126 91 2941 2306 100 2

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

国立感染症研究所の感染症発生動向調査。2019年、2020年は週報速報値（暫定値）、2021年は2021年2月3日現在の暫定値

【風しん・CRSの発生報告数の年次推移】CRSは1999年4月～開始（2006年の報告から感染地域が報告対象となった）

（2021年1月4日～2021年1月31日）
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※参考として、2018年第1週～第52週(n=2,941)、2019年第1週～第52週(n=2,306)、2020年第1週～第53週(n=100)を掲載

2020年

※第4週においては、第4週分として報告を受けた1例が前週（0例）から増加
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特に抗体保有率が低い41～58歳※の男性に対し、
※2020年4月時点

① 予防接種法に基づく定期接種の対象とし、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、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
うにすること等の体制を整備

【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

【目標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

追加的対策のポイント

【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）

抗体検査の実施状況

風しんの追加的対策の進捗状況

抗
体
検
査
の
実
施
率
を
高
め
る
必
要

【目標】
2021年7月までに

480万人検査

【現状】
2020年10月末で、
250万人検査
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風しん追加的対策（２年目）の実施状況等について

昭和37年４月２日生昭和54年４月１日生 昭和41年４月２日生

約1216万人（①＋②）

約700万人

約100万人

【初年度（2019年度）～２年度（2020年度）における取組】

【対象】 昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性
【目標】 ①2021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

②2021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
【実施状況等】
○ 対象者に対しては、市町村から受診券を送付し、抗体検査の受検を積極的に案内する。
○ 受診券の送付については、今後３年間の抗体検査の受検目標を効率的に達成するため、３か年計画で、段階的に行う。

※ 事業開始当初に受検希望者が集中した場合、短期的な供給不足が生じ、医療機関や対象者に混乱が生じる懸念がある。

○ １年目（～2020年３月）は、①昭和47年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた（約646万人）男性に対して
２年目（～2021年３月）は、②昭和41年４月２日から昭和47年４月１日の間に生まれた（約570万人）男性に受診券を配布。

○ 2021年３月までにこの世代の男性に抗体検査・定期接種を受けていただき、４月以降更に対策を進めることにより、
2021年７月までに抗体保有率85％の目標を目指す。

○ なお、２年目までに市町村から受診券を送付しない昭和37年４月２日から昭和41年４月１日の間に生まれた男性につい
ても、 市町村に希望すれば、受診券を発行し抗体検査を受検できることとする。

※ 施行に当たっては、事務手続に関する手引き（ガイドライン）を自治体に示し、丁寧に説明。

２年目（～2021年３月）までに昭和41年
４月２日～昭和54年４月１日生まれの
男性に対して受診券を送付

受診券を受け取った方のうち、実際に抗体検査を受ける
ことが見込まれる方

抗体検査の結果が陰性であった方のうち、実際に定期接種
を受けることが見込まれる方 20



クーポン券の送付と抗体検査等の実施状況について

昭和54年4月1日生～昭和37年4月2日生まれの男性 約1,534万人

2019年度のクーポン券送付範囲（原則※）
昭和54年4月1日～昭和47年4月2日生まれ

約646万人

2020年度のクーポン券送付範囲（原則※）
昭和47年4月1日生～昭和41年4月2日生まれ

約570万人

昭和41年4月1日生～昭和37年4月2日生まれ
約319万人

【目標１】2021年7月までに抗体保有率を85％ （抗体検査を約480万人、予防接種を約100万人）
【目標２】2022年3月までに抗体保有率を90％ （抗体検査を約920万人、予防接種を約190万人）

抗体検査・予防接種の実施状況

※ それ以外の年代にも市区町村の判断で送付可能。
また、対象者が市区町村に申し出た場合も、クーポン券を発行。

クーポン券の送付規模

追加的対策の到達目標とそれに必要な抗体検査・予防接種の実施規模

第２８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
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000473488.pdf

2019年度 2020年度 2021年度 到達目標（累計）

抗体検査
見込み 約330万人 約370万人 約220万人 約920万人

実績 約125万人 約125万人※１ －
約250万人※２

（達成率 27.2％）

予防接種
見込み 約70万人 約75万人 約45万人 約190万人

実績 約27万人 約24万人※１ －
約51万人※２

（達成率 26.7％）

※１ R2.4月～R2.10月請求実績 ※２ R1.6月～R2.10月請求実績

クーポン券を利用した件数（国保連が処理した実績件数）
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①2021年７月までに抗体検査480万人・予防接種100万人、②2022年３月までに抗体検査920万人・予防
接種190万人の目標を前提とした場合、本対策の目標達成に向け、より多くの抗体検査の受検を促進す
る必要があることを踏まえ、昨年度と同様の（１）の対応に加えて、（２）を行う。

（１）クーポン券を送付済みの方のうち、未使用の者に対して、抗体検査の受検等を再勧奨するとともに、
今年度末で使用期限を迎えるクーポン券を翌年度も使用できるよう期限を延長する。

（２）本追加的対策の３年目（～2022年３月）は、残りの世代※約319万人にクーポン券を配布する。た
だし、市区町村によっては、すでに全対象世代に配布しているところもある。

（１）初年度（～2020年３月）は、1972年（昭和47年）４月２日から1979年（昭和54年）４月１日の間に生まれた男性
（現在41～48歳）に２年目（～2021年３月）は、1966年（昭和41年）４月２日から1972年（昭和47年）４月１日の間
に生まれた男性(現在49歳～54歳）にクーポン券を配布。

（２）これまで抗体検査の供給不足や医療機関への駆け込み等の混乱は生じていない。
一方で、抗体検査の受検状況を見ると、当初、見込んでいた受検者数（約700万人）よりも、現状は下回っている。

昭和54年４月１日生

受診券の送付 約646万人 （初年度分）

風しん追加的対策の今後の実施方法について

受診券の送付 約570万人 （２年度分）

抗体検査の受検 約920万人（見込み）

予防接種の実施 約190万人（見込み）

現 状

今後の実施方法

昭和37年４月２日生

※ 昭和37年４月２日～昭和41年４月１日に生まれた
男性（現在58歳～55歳）相当。

受診券の送付 約319万人 （次年度分）※
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風しん対策（抗体検査）の実施率の向上策

○ 集合契約の加入を徹底⇒どの健診機関でもクーポン券を使用可能に 健診団体毎に加入率を把握
○ 健診の受検者に案内や予診票を送付することを徹底 随時、送付した人数を把握

大企業
（大規模事業所）
経団連（＆健保連）と連携
して以下を依頼

①風しん対策の担当者を決定
（健診の担当責任者、総括安全衛生管
理者、総務部長、厚生部長、人事部長
等）

②安全衛生委員会等で対策を
協議

③健診の機会に併せた抗体
検査を実施
or集団の抗体検査を実施

④対象世代の従業員数と
抗体検査の実施人数等を
定期的に報告

⑤（希望する）事業所に個別支援

⑥その他、都道府県経由で
大規模事業所にアンケート
（従業員1000人以上の事業所）

中小企業
協会けんぽと連携して以
下を依頼

①「生活習慣病予防健診」の
実施機関（全国に約3,400）の内、
風しんの集合契約に未加入
の機関に契約加入を徹底。

②実施機関から本健診の受検
者に対して案内や予診票を
送付することを徹底。

③都道府県と連携して、事業
所を経由して、クーポン券を
持参して健診を受けることを
従業員に周知。

協会けんぽの被保険者

の約半数が受けている
「生活習慣病予防健診」
の機会に併せて、風しん
の抗体検査が実施できる
体制を構築

自営業等
都道府県・市町村に以下
を依頼

①都道府県（国保・衛生部局）と
連携して「特定健康診査」の
委託先の医療機関の内、風し
んの集合契約に未加入の機
関に契約加入を徹底。

②市町村が実施する集団検診
の機会に併せて抗体検査を
実施。

③特定健康診査の予診票等
の送付時に、風しんの案内や
予診票を送付。

④特定健診と風しんの抗体検
査を同時に実施するための
取組状況を市町村の衛生部
局を通じて調査

「特定健康診査」の機会に

風しんの抗体検査を実施でき
る体制を構築

国家公務員・独法職員
地方公務員
人事院と連携して各省庁
等に、総務省と連携して各
自治体に以下を依頼

①風しん対策の担当者を決定
（福利厚生室長、会計課長、人事課長
等）

②幹部会議等で対策を周知

③健診の機会に併せた抗体
検査を実施
or集団の抗体検査を実施

④対象世代の職員数と
抗体検査の実施人数等を
定期的に報告

公務員等に対する
抗体検査の実施を徹底

大企業の職員に対する
抗体検査の実施を促進

健診
団体
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2019年度風しんの追加的対策抗体検査実績
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2020年度風しんの追加的対策抗体検査実績
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2019年度風しんの追加的対策予防接種実績
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2020年度風しんの追加的対策予防接種実績
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HIV感染者 エイズ患者 HIV・エイズ合計

（令和元年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

2019年までの累積報告数

（件）

※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

333件

903件

1,236件

31,385件

（年）

○ 各年における新規のHIV感染者・エイズ患者の報告数は、1990年代～2000年代は増加傾向にあった
が、2008年ごろからは約1,500件程度の横ばい傾向で推移しており、近年は３年連続で減少している。
しかしながら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、保健所や医療機関でのHIV検査等の受検を推進し、正しい知
識の普及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。
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○ 2010年以降、梅毒症例の報告数は増加しており、そのうち女性の占める割合も2013年以降
増加。

○ 平成28年度から「美少女戦士セーラムーン 」とコラボレーションし、性感染症の予防や、
早期発見・治療の必要性を啓発するためのポスターやリーフレットなどを作成し啓発を実施。

○ 性感染症を自らの重要な健康問題と捉えて、正しい知識とコンドームの使用などによる予
防手段を知ることが重要であり、性感染症の感染を疑った場合は医療機関を受診することを勧
奨するなどの啓発を進めていただきたい。

２．性感染症の現状

梅毒報告数年次推移（男女別）
(2000年～2020年)

（件）

「感染症発生動向調査」
※2019年、2020年の報告数については概数（2021年1月現在）

女性

男性

平成28年度から性感染症の予防啓発で
「美少女戦士セーラームーン」とコラ
ボした、ポスター、リーフレットを作
成、配布 等

普及啓発

512 400 395 388 408 411 441 521 615 523 497 650 692 993 1,284 
1,930 

3,189 
3,931 

4,591 4347
3846

247 185 180 121 125 132 196 198 212 168 124 
177 183 
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377 

760 
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1,895 

2,416 
2230
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 -

 1,000
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 7,000

 8,000
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3．HIV感染者の医療機関等での受け入れについて

「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の改正に係る留意事項について」
(平成30年１月18日付け健感発0118第７号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

・HIV感染症・エイズは、標準感染予防策で対応可能であり、通常の医療機関で患者を受け入れることができる疾病である
ということが浸透しておらず、診療拒否につながっている事例が存在する。

・改正後の予防指針において、新たに「医療・介護の現場では、標準感染予防策をとることが、感染制御の観点から重要である。」
ことを明記した。

・これは、科学的知見において、HIV感染者及びエイズ患者に対しても、標準感染予防策を講じることで、診療行為に係る感染を
予防できることが示されているためであることから、留意されたい。

○ 今後、透析導入例の増加や、歯科治療等の近医を受診することが考えられるため、透析医療・歯科医療は特に受
け入れ体制の改善が必要である。

○ このため、HIV感染者に対する医療の留意事項をまとめた「HIV感染者透析医療ガイドライン」や「HIV感染者の
歯科治療ガイドブック」を管内医療機関に周知するなど、医療従事者のHIV・エイズに対する理解を促すことで、
HIV感染者が安心して透析医療・歯科医療を受けられる医療機関の確保に取り組まれたい。
※「HIV感染患者透析医療ガイドライン」、「HIV感染者の歯科治療ガイドブック」等の各種ガイドライン等を以下リンク先に掲載
掲載先：エイズ予防情報ネット（https://api-net.jfap.or.jp/manual/index.html）

通知概要

このことを踏まえ、以下について通知し、改めての周知を依頼した
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結核罹患率

結核対策について

○2019年の新登録結核患者数は14,460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11.5であり、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、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割を占め、罹患
率は60を超えている。

○外国生まれ患者は増加傾向にあり、2019年の外国生まれ患者数
は1,541人（前年から126人減少）で、結核患者全体の10.7％を占め
ている。

現状、課題

罹
患
率

（
対
十
万
人
）

死
亡
者
数

（
人
）

0～19歳 1％ 20～39歳 13％

40～59歳
14％

60～79歳
30％

80歳以上
42％

結核患者の年齢別割合
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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。

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
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高齢者の結核対策

定期健診における健診受診率向上

○ 個別勧奨の実施

・他制度と連携して追加費用がかからない形での勧奨

例）後期高齢者医療保険証の更新の対象住民個別への送付に同封

○ 受診機会の増加

・結核健診を個別医療機関に委託すること（個別健診）を推進

・個別健診の実施医療機関からも、積極的に受診勧奨を行うことを推進

○ 受診勧奨時に伝えるべき内容

高齢者が結核発病の高リスク層であること、健診は個人の健康の観点のみならず、早期発見によるまん延

防止の観点から重要であること

高齢者施設、介護サービス利用者に対する健診

○ 通所施設や介護サービス利用者に対する受診確認、受診勧奨等の強化

・定期健診実施が義務づけられている入所施設だけでなく、通所施設へのアプローチも重要

・通所施設において、健診受診を確認した上でのサービスを提供や、利用者への受診勧奨等を推進
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入国前結核スクリーニングについて

 外国生まれの患者数は前年から126人減少して、1,541人となったものの、全体に占める割合は、前年と同じ
10.7％であった。

 特に、多数に感染させる可能性が高い若年層で増加傾向にあり、高まん延国の出生者が日本滞在中に発症
するケースが見受けられる。

 外国からの入国者への結核対策として、主要先進国の多くでは、条件や方法は国によって異なるものの、高ま
ん延国からの入国例や長期滞在する者を対象とした入国前のスクリーニングを実施している。

低まん延国：米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、英国、オランダ

中まん延国：韓国、中国、マレーシア

 出入国管理及び難民認定法第５条第１項第１号において、結核が含まれる二類感染症の患者は上陸できない
こととされ、「ビザの原則的発給基準」においてもビザを発給しないこととされている。

33

○出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）
（上陸の拒否）

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することがで
きない。

一 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（平成十年
法律第百十四号）に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ
等感染症若しくは指定感染症（同法第七条の規定に基づき、政令で定める
ところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。）
の患者（同法第八条（同法第七条において準用する場合を含む。）の規定
により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定
感染症の患者とみなされる者を含む。）又は新感染症の所見がある者

二～十四 （略）
２ （略）

○ビザの原則的発給基準
原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、
ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われる。
（1）申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は

在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
（2）申請に係る提出書類が適正なものであること。
（3）申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身

分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認
定法（昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。）に定
める在留資格及び在留期間に適合すること。

（4）申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しない

こと。



（１）対象国

・我が国の外国生まれの結核患者の出生国は以下上位６か国で全体の８割を占めていることから、これらの
国から優先的に入国前スクリーニングを実施することついて個別に調整を開始する。
・これらの国の罹患率は、最低の中国が６４であることから、罹患率５０以上の国についても対象とする。

（２）対象者
入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い国（フィリピン，ベトナム，中国，インドネシア，ネパー
ル，ミャンマー）の国籍を有し、入管法第１９条の３に定める「中長期在留者」（再入国許可を有する者を除
く。）として我が国に入国・在留しようとする者（※）とする。

※ 居住国の身分証明書等により、申請人の現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は対象外とする。

また、対象国籍者のうち、ＪＥＴプログラム参加者、ＪＩＣＡ研修員（長期・短期）、ＪＩＣＡ人材育成奨学計画（ＪＤＳ）留学生等については、当面
の間対象外とする。

【外国生まれの結核患者の出生国（2018年）】

入国前結核スクリーニングの実施について（案）

（３）健診医療機関

検査・診療の質を保つために、当該国の国立病院等を日本国政府において健診医療機関として指定し、健
診医療機関は結核非発病証明書を発行。

（４）検査内容
医師が診察及び胸部X線検査を実施し、結核の疑いがある者に対しては喀痰検査を実施。

※罹患率･･･1年間で新たに診断された結核患者数を人口10万人あたりの率で表したもの。

平成30年2月26日
厚生科学審議会

結核部会資料（一部改変）

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｳﾞｪﾄﾅﾑ 中国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾈﾊﾟｰﾙ ﾐｬﾝﾏｰ

患者数 (2018年) 340人 289人 274人 171人 170人 101人

出生国割合 (2018年) 20.4% 17.3% 16.4% 10.3% 10.2% 6.1%

罹患率 （2017年） 554 129 64 319 154 358
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結核高罹患率国の中長期在留希望者＊

指定クリニック※受診
病歴申告，診察及び胸部X線検査

結核の疑い有り結核の疑いなし

在留資格認定証明書交付

結核非発病証明

＊留学、就労等（３月超え
て滞在する者を想定）

※日本政府が予め指定

入国前結核スクリーニングの流れ図

査証発給

入国

……在留資格認定証明書交付申請を

行わない場合

喀痰検査

結核発病なし 結核発病

治
療
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令和2年12月

（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 差 引

予 算 額 予 算 案 増 △ 減 額

千円 千円 千円

[ 28,701,434 ] [ 35,370,105 ] [ 6,668,671 ]

( 22,825,164 ) ( 20,628,002 ) ( △ 2,197,162 )

20,894,373 18,663,702 △ 2,230,671

[ 15,069,583 ] [ 12,715,379 ]

 １．感染症の発生・拡大に備えた事前対応型行政の構築 14,327,766 11,851,002

　　・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄等および新型インフルエンザワクチンに係る技術開発の推進 2,845,829

　　・感染症発生動向調査事業費［負担金］　補助率：1/2 1,567,119

　　・感染症対策特別促進事業費［補助金］　補助率：1/2・2/3・10/10 389,971

　　　　うち抗菌薬適正使用推進モデル事業　補助率：1/2 20,450

　　・特定感染症検査等事業費［補助金］　補助率：1/2 5,030,613

　　　　うち緊急風しん抗体検査等事業　補助率：1/2 3,795,025

　　・次期感染症システム（仮称）の開発等経費 877,263

　　・インフルエンザ薬剤耐性株サーベイランス事業費 94,246

　　・薬剤耐性菌発生動向調査事業費（院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）等） 81,686

　　・病原体等管理体制整備事業費 81,899

　　・AMRに係る普及啓発経費 3,677

　　・梅毒等普及啓発事業費 4,921

[ 4,332,803 ] [ 4,451,139 ]

 ２．良質かつ適切な医療提供体制の整備 4,332,803 4,451,139

　　・結核医療費［負担金・補助金］　補助率：3/4・1/2 （沖縄：1/2・3/4・8/10・10/10） 3,336,996

　　・感染症患者入院医療費［負担金］　補助率：3/4 130,854

　　・感染症指定医療機関運営費［補助金］　補助率：1/2・10/10 960,877
  

　　・保健衛生施設等施設整備費補助金　補助率：1/2・10/10 2,722,852の内数

　　　・感染症指定医療機関、新型インフルエンザ患者入院医療機関施設　

　　・保健衛生施設等設備整備費補助金　補助率：1/2・10/10 3,484,734の内数

　　　・感染症外来協力医療機関設備（個人防護具・HEPAﾌｨﾙﾀｰ付ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ・空気清浄機の補助）

　　　・新型インフルエンザ等患者入院医療機関設備（人工呼吸器、PPE、簡易陰圧装置の補助）

　　　・感染症検査機関における検査機器整備（次世代シークエンサーの補助）

[ 2,632,571 ] [ 11,047,569 ]

 ３．感染症の発生予防・防止措置の充実 1,368,050 1,455,655

　　・感染症予防事業費［負担金］　補助率：1/3・1/2 1,300,000

　　・入国前結核スクリーニング精度管理事業 103,624

[ 4,194,931 ] [ 4,531,559 ]

 ４．調査研究体制の強化 495,903 495,903

　　・結核研究所補助［補助金］ 461,197

　　・ワクチン製造供給事業総合対策費 34,706

　　　・新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 1,975,172

　　　・新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 330,000

　　　・HTLV-1関連疾患に関する研究（一部再掲） 1,000,000

[ 837,620 ] [ 936,986 ]

( 367,336 ) ( 387,466 )

 ５．人材育成の充実及び国際協力の強化 345,429 365,582

　　・AMRに関する臨床情報センター事業 291,820

　　・ＡＭＲ対策国際連携経費 44,935

　　・政府開発援助結核研究所補助［補助金］ 17,007

[ 25,622 ] [ 45,621 ]

 ６．動物由来感染症対策 24,422 44,421

　　・動物由来感染症対策費（感染症発生動向等調査費） 27,221

　　・動物由来感染症対策費（感染症予防対策費） 16,327

 ７．その他 [ 1,608,304 ] [ 1,641,852 ]

令和３年度結核感染症課予算案の概要
１．感染症対策

伸　　　率

対前年度   ＋ 23.2%

対前年度   △9.6%

対前年度   △10.7%

→

→

→

→

→

→

近年の風しんの発生状況等を踏まえ、風しんの感染拡大防止が重要であることから、地方自治体が行う抗

体検査事業に対する補助等を引き続き実施する。また、新型インフルエンザ等の感染症の発生に備え、抗イ

ンフルエンザウイルス薬やプレパンデミックワクチンの保管等を行うとともに、新型インフルエンザワクチンに

係る細胞培養法による技術開発の推進等を行う。

新

増

増

増
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（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 差 引

予 算 額 予 算 案 増 △ 減 額

千円 千円 千円

[ 4,528,876 ] [ 4,383,213 ] [ △ 145,663 ]

( 1,510,715 ) ( 1,496,435 ) ( △ 14,280 )

1,510,715 1,496,435 △ 14,280

[ 376,319 ] [ 362,112 ]

 １．原因の究明・発生の予防及びまん延の防止 375,642 361,434

　　・エイズ発生動向調査経費 2,834

　　・血液凝固異常症実態調査事業 8,809

　　・HIV感染者等保健福祉相談事業 48,974

　　・保健所等におけるHIV検査・相談事業［補助金］　補助率：1/2 300,817

[ 896,441 ] [ 899,961 ]

 ２．医療等の提供 844,481 844,413

　　・HIV感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業 47,662

　　・中核拠点病院連絡調整員養成事業 12,254

　　・HIV診療医師情報網支援事業 14,292

　　・地方ブロック拠点病院整備促進事業［補助金］　補助率：10/10 253,913

　　・血友病患者等治療研究事業［補助金］　補助率：1/2 513,451

[ 2,096,837 ] [ 2,038,905 ]

 ３．研究開発の推進 9,914 9,914

　　・エイズ・結核合併症研究事業 9,914

　　　・エイズ対策政策研究事業 903,625

　　　・エイズ対策実用化研究事業 515,682

[ 96,223 ] [ 94,523 ]

 ４．国際的な連携 2,723 2,723

　　・エイズ国際協力計画推進検討事業 883

　　・エイズ国際会議研究者等派遣事業 1,840

[ 757,488 ] [ 682,144 ]

 ５．人権の尊重・普及啓発及び教育・関係機関との 161,387 161,383

　新たな連携
　　・NGO等への支援事業 134,807

　　・「世界エイズデー」等啓発普及事業 20,053

　　・青少年エイズ対策事業 951

[ 116,568 ] [ 116,568 ]

 ６．都道府県等によるエイズ対策促進 116,568 116,568

　　・エイズ対策促進事業［補助金］　補助率：1/2 116,568

[ 189,000 ] [ 189,000 ]

 ７．国立研究開発法人国立国際医療研究センター
　　 運営費交付金

              ※１．[      ]内の数字は厚生労働省計上分
              ※２．(      )内の数字は健康局計上分

              ※３．　　　　で囲んだ事項は他課計上分

対前年度   △0.9%

→

→

→

→

→

２．エイズ対策

伸　　　率

対前年度   △3.2%

対前年度   △0.9%

ＨＩＶ感染やエイズの発症予防のため、焦点を絞った普及啓発や、保健所等において、夜間・休日など利用
者の利便性に配慮した検査・相談を行う。また、ＨＩＶ感染者・エイズ患者への在宅医療・介護を含む医療体
制の整備を図るとともに、感染者等の生活の質を高めるための電話相談やカウンセリング等を行う。

ＨＩＶ感染やエイズの発症予防のため、焦点を絞った普及啓発や、保健所等において、夜間・休日など利用
者の利便性に配慮した検査・相談を行う。また、ＨＩＶ感染者・エイズ患者への在宅医療・介護を含む医療体
制の整備を図るとともに、感染者等の生活の質を高めるための電話相談やカウンセリング等を行う。
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 １．医療提供体制の確保

   （参考）【令和２年度第三次補正予算】

    ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金　　 1兆1,763億円

    ・新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費の支援 108億円

 ２．検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築

　　・抗原検査キット・ＰＣＲ検査試薬の保管等 23,423

   （参考）【令和２年度第三次補正予算】

　　・PCR検査及び抗原検査等、検査体制の更なる充実 672億円

 ３．保健所等の機能強化

　　・次期感染症システム（仮称）の開発等経費 ※ 877,263

　　・感染地域における専門家派遣事業 362,070

   （参考）【令和２年度第三次補正予算】

　　・HER-SYS等感染症対策関係システムの運用・改修等 36億円

 ４．ワクチン・治療薬の開発

   （参考）【令和２年度第三次補正予算】

　　・ワクチン・治療薬の開発・安全性の確保等 349億円

 ５．その他 804,844

新型コロナウイルス感染症対策関係予算については、※印事業を除き、感染症対策費等には含まれていない。

（参考）新型コロナウイルス感染症対策関係予算【結核感染症課】

新型コロナウイルス感染症から国民のいのちを守るため、感染防止に配慮した医療提供体制の確保、ＰＣ
Ｒ検査・抗原検査等の体制の充実、保健所等の機能強化、ワクチン・治療薬の開発の支援等を行う。

新

新

新
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健感発 0427 第１号 

平成 30 年４月 27 日 

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                          

厚生労働省健康局結核感染症課長  

                    （ 公  印  省  略 ）   

 

 

高齢者における結核発病患者の早期発見対策について 

 

我が国の結核は、患者数及び罹患率（人口 10 万人あたりの新規発病患者数）ともに年々

減少しており、平成 28 年の新登録患者数は 17,625 人、罹患率は 13.9 と過去最低となって

います。 

しかしながら近年、結核がかつて国民病であった時代に罹患した方が、潜伏期間を経て、

高齢化による免疫力の低下に伴い発症するケースが多くみられ、平成 28 年結核新規登録患

者の約７割が 60 歳以上の高齢者です。特に、80 歳以上では新規登録患者の約４割を占め、

罹患率は 60 を超えている状況です。 

厚生労働省は、2020 年までに罹患率を 10 以下とすることを目指していますが、結核の感

染拡大を防止し、罹患率を低下させるためには、高齢者における結核発病患者の早期発見の

方策を効率的・効果的に進め、対策を一層加速させる必要があります。 

今般、80 歳以上の者に重点を置き、高齢者の結核早期発見を強化していくことが、第９

回厚生科学審議会結核部会（平成 30 年２月 26 日開催）において決定されたことから、下記

を参酌の上、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（平成 10 年法律第

114 号）第 53 条の２に基づき市町村長が 65 歳以上の住民に実施する定期の健康診断（以下

「定期健康診断」という。）について、80 歳以上の者に特に重点を置いて実施し、結核患者

の早期発見を図るよう、貴管下市町村及び関係機関に対し周知徹底いただくよう、お願いい

たします（本対策の実施・計画状況については、平成 30 年 10 月を目途に調査を実施する予

定です。）。 

なお、定期健康診断の費用はすでに地方交付税措置されていますが、結核対策特別促進事

業において 80 歳以上の高齢者に対する健診受診強化等患者早期発見のための事業は対象と

なるので、同事業の活用についても検討してください。 

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定する技術的な
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助言とします。 

また、本件については、公益社団法人日本医師会にも別添のとおり周知していることを申

し添えます。 

 

 

記 

 

 

１ 個別勧奨の実施 

   80 歳以上の定期健康診断対象者に対し、受診案内を送付する等、個別の勧奨を実施

してください。なお、結核対策特別促進事業においては、定期健康診断対象者へ個別勧

奨するための郵便費用は補助対象経費から除きます。 

また、結核担当部署単独での勧奨実施を求めるものではなく、他制度・他部署と連携

し、郵送代金等追加費用がかからない方法等工夫をお願いします。 

  （例）後期高齢者医療保険証更新の対象住民への個別送付に同封 

     ※あくまでも参考例であり、各地の状況に応じて実施してください。 

 

２ 受診機会の拡大 

 （１）個別健診の推進 

    定期健康診断の個別医療機関への委託（以下「個別健診」という。）を推進し、定 

期健康診断対象者の受診機会の拡大や受診状況（特に 80 歳以上）の把握に努めてく 

ださい。 

個別健診の実施に当たっては、①地域医師会と業務委託契約を締結（※）、②地域 

医師会において個別健診実施医療機関を募集、③個別健診実施医療機関にて定期健康 

診断を実施、④地域医師会より健診結果報告を受ける、という流れが基本となります。 

（※）地域医師会との契約に当たっては、別紙「契約書等参考例」を参考にしてくだ

さい。 

 

 （２）個別健診実施医療機関による受診勧奨 

    定期健康診断の対象者が、結核以外の疾患等で個別健診実施医療機関を受診した際、 

その医療機関において積極的に定期健康診断の受診勧奨をするよう、管内個別健診実 

施医療機関へ依頼してください。 

 

３ 受診率向上に向けた啓発や受診勧奨時において伝えるべき要点 

 定期健康診断受診率向上策の実施に当たっては、以下の点を踏まえてください。 
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・ 結核健診は個人の健康のためだけではなく、早期発見によって家族や社会への感

染を防ぐまん延を防止するという観点から特に重要であること。 

・ 高齢者が結核発病の高リスク層であること。とくに 80 歳以上の高齢者の罹患率

は全年齢層平均の約５倍であるということ。 

・ 高齢者では自覚症状の訴えが乏しいことや非典型的であることから、結核発病時

に発見が遅れやすいこと。 
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健感発 0903 第１号 

平成 30 年９月３日 

 

  

都道府県 

 各 指定都市 衛生主管部（局）長 殿 

   中 核 市 

 

                          

厚生労働省健康局結核感染症課長  

（公  印  省  略） 

                                              

 

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（平成 10 年法律第 114 号） 

第 53 条の２に基づく定期の健康診断に係る受診案内について（依頼） 

 

我が国の結核は、患者数及び人口 10 万人あたりの罹患率ともに年々減少しており、平成

28 年の新登録患者数は 17,625 人、罹患率は 13.9 と過去最低となっています。 

しかしながら近年、結核がかつて国民病であった時代に罹患した方が、潜伏期間を経て、

高齢化による免疫力の低下に伴い発症するケースが多くみられ、平成 28 年結核新規登録患

者の約７割が 60 歳以上の高齢者となっています。特に、80 歳以上は新規登録患者の約４割

を占め、罹患率は 60 を超えている状況です。 

結核の蔓延防止には、結核患者の早期発見が重要となり、高齢者に対しては感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 53 条の２に基づ

く定期健康診断として、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条第２項第１号及び第３

号から第６号までに規定する施設入所者に対しては各施設長が、それ以外の者に対しては市

町村長が主に健康診断を実施しています。このうち、市町村長が実施する定期健康診断の発

見率は低く、効果的な実施がなされていないため、さらなる対策が必要です。 

市町村長が実施する健康診断対象者については、通所介護等の介護サービスを利用してい

る方々がいらっしゃることから、介護サービスの利用者に対しても健康診断の受診を促すこ

とで対策を強化していくことが第 9 回厚生科学審議会結核部会（平成 30 年 2 月 26 日開催）

において決定されました。 

ついては、市町村長が実施する定期の健康診断対象者のうち、通所介護等の事業所・施設

の利用者については、当該事業所・施設において、下記の内容の実施に協力していただきた

いと考えています。 

貴部局におかれては、下記の内容を十分御了知の上、引き続き結核患者の早期発見に御協

力いただくとともに、介護保険主管部局と連携し、通所介護等の事業所・施設の職員及び利

用者の結核に対する理解の促進に資するよう、貴管内の事業所・施設への周知の徹底につい
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て特段の御協力をお願い申し上げます。 

なお、本件については、厚生労働省老健局より、介護保険主管部（局）長及び介護保険関

係団体にも周知していることを申し添えます。 

 

記 

 

  通所介護等の事業所・施設において、利用者が居住する自治体が実施する結核定期健康

診断について、各自治体から通所介護等の事業所・施設に送付等される健診案内や結核に

関する啓発資料等を事業所や施設に掲示していただくなど、各利用者に対する当該検査に

ついての周知や受診案内に協力いただくこと。特に、各利用者への初回説明の際には、併

せて当該啓発資料等を活用して情報提供を行っていただくなど、特段の配慮をいただくこ

と。 

 

（参考）結核について（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou03/index.html 

 ※ 厚生労働省においても、毎年結核の啓発ポスターを作成し、ホームページに掲載して

います。平成 30 年度は、結核の健康診断に関する啓発ポスターを作成しており、９月

下旬頃にホームページに掲載する予定ですので、必要に応じて利用者への説明等に活用

してください。 
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健感発 0301 第１号 

平成 30 年３月１日 

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                          

厚生労働省健康局結核感染症課長  

                    （ 公  印  省  略 ）   

 

 

「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」に係る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規定に基づく事務の対応について 

 

 

結核患者については、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条第２項に基づき、原則と

して、結核病床に入院させるという運用がされており、これまでも、同室に入院させること

により病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと（医療法施行規

則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 10 条第５号）を遵守できている場合において、必要に

応じて結核患者を感染症病床に入院させることは可能であったところです。 

今般、別紙のとおり、「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 29 年 12

月 26 日閣議決定）において、結核患者が入院する病床についての方針が決定されましたの

で、改めて、下記のとおり通知いたします。内容について御了知の上、貴管下医療機関に周

知いただき、引き続き結核患者が各々の病状等に応じた適切な医療を受けられる医療提供体

制の確保及び院内感染防止対策の推進に努めていただくようにお願いいたします。なお、医

療法の解釈については、医政局と協議済みであることを申し添えます。 

 

記 

 

結核患者については、同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の

患者と同室に入院させないこと（医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 10 条第

５号）を遵守できている場合において、感染症病床に入院させることが可能である。 

ただし、院内感染防止の観点から、結核患者を感染症病床に入院させる際の病室（※）に

ついては、結核が空気感染することに鑑み、「感染症指定医療機関の施設基準の手引きにつ

いて」（平成 16 年３月３日付け健感発 0303001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）を

参酌し、空気感染に対応できるよう、陰圧制御や HEPA フィルターの設置等を行うこと。 

※ 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関

における第一種病室又は第二種病室のことをいう。 
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別紙 

 

平成２９年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

（平成 29年 12 月 26 日閣議決定） 

 
１ 基本的考え方 
 

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差し

た新たな取組を推進することとして、平成 26 年から地方分権改革に関する

「提案募集方式」を導入した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」

（平成 26 年４月 30 日地方分権改革推進本部決定））。 

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図る

ための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。 

平成 29 年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革

有識者会議、提案募集検討専門部会、地域交通部会等で議論を重ねてきた。 
今後は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2017 改訂版）」（平成 29 年

12 月 22 日閣議決定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権

限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を推進する。 
２～５ （略） 
 
６ 義務付け・枠付けの見直し等 
 
【内閣官房】～【文部科学省】 （略） 

【厚生労働省】 

（１）～（10） （略） 

（11）医療法（昭 23 法 205） 

（ⅰ）結核患者については、同室に入院させることにより病毒感染の危険の

ある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと（施行規則 10 条５項）

を遵守できている場合において、感染症病床に入院させることが可能である

ことを、地方公共団体に平成 29 年度中に通知する。 
  （ⅱ） （略） 
 （12）～（41） （略） 

【農林水産省】～【環境省】 （略） 
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