
 

 

 

 

令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（特別研究事業） 
「公衆衛生体制の見直しと新たな体制構築のための政策研究」 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 5 年 5 月 
 
 
 
 
 
 
 

研究代表者：岡部 信彦（川崎市健康安全研究所） 

分担研究者：田辺 正樹（三重大学医学部附属病院） 

 

  

参考資料２



 

 

 

 

第１ 章 背景と 目的 ............................................................................................................................... 1 

１ .１  はじ めに ....................................................................................................................................... 1 

(１ )  予防計画の法的な位置づけ ...................................................................................................... 2 

(２ )  予防計画策定の手順 ................................................................................................................. 3 

１ .２  予防計画策定・ 改定の背景 ......................................................................................................... 4 

(１ )  基本指針/予防計画改定事項について...................................................................................... 7 

１ .３  都道府県等における 予防計画改定の内容について ..................................................................... 9 

第２ 章 予防計画改定の概要 ............................................................................................................... 14 

２ .１  予防計画に追記さ れる 事項について ......................................................................................... 15 

(１ )  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 ..... 15 

(２ )  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............................... 15 

検疫措置 .......................................................................................................................................................... 15 

サーベイ ラ ンス  .............................................................................................................................................. 15 

(３ )  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 ............................................. 17 

(４ )  感染症に係る 医療を提供する 体制の確保に関する 事項 ........................................................ 20 

①病床について ............................................................................................................................................. 22 

②発熱外来について  ..................................................................................................................................... 26 

③自宅療養者等に対する 医療の提供について  ......................................................................................... 28 

④後方支援について  ..................................................................................................................................... 30 

⑤人材派遣について  ..................................................................................................................................... 31 

個人防護具の備蓄について  .......................................................................................................................... 33 

(５ )  感染症の患者の移送のための体制の確保に関する 事項 ........................................................ 36 

(６ )  目標に関する 事項 .................................................................................................................. 37 

(７ )  宿泊施設の確保に関する 事項 ................................................................................................ 38 

(８ )  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 .................................................... 38 

(９ )  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 .................... 40 

(１ ０ )  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 ......................................... 43 

(１ １ )  保健所体制の強化 .................................................................................................................. 44 

２ .２  数値目標の考え方 ...................................................................................................................... 47 

前提条件 .......................................................................................................................................................... 47 

協定に係る 数値目標の考え方 ...................................................................................................................... 48 

各数値目標の考え方 ...................................................................................................................................... 49 

目標を設定する 際の手順（ 例）  .................................................................................................................. 64 

① 協定締結医療機関（ 入院） の確保病床数 ............................................................................................ 64 

② 協定締結医療機関（ 発熱外来） の確保医療機関数 ......................................................................... 66 

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 ........................................................ 67 

④ 協定締結医療機関（ 後方支援） の機関数 ......................................................................................... 68 

⑤ 協定締結医療機関（ 人材派遣） の確保人数 ........................................................................................ 69 



 

 

 

 

⑥ 個人防護具の備蓄を十分に行う 協定締結医療機関の数 .................................................................... 71 

⑦ 検査の実施件数（ 実施能力）、 地方衛生研究所等における 検査機器の数 ...................................... 73 

⑧ 協定締結宿泊施設の確保居室数 ............................................................................................................ 74 

⑨ 医療従事者や保健所職員の研修・ 訓練回数 ........................................................................................ 75 

⑩ 保健所の感染症対応業務を行う 人員確保数、 IHEAT 要員の確保数 .................................................. 77 

第３ 章 予防計画改定について ........................................................................................................... 78 

３ .１  予防計画記載時の留意点 ........................................................................................................... 78 

（ 任意）  感染症の予防の推進の基本的な方向 ...................................................................................... 78 

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 ........... 83 

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 ....................................... 86 

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....................................................... 87 

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 .................................................................. 90 

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 .................................................................. 93 

七 宿泊施設の確保に関する 事項 .............................................................................................................. 95 

八 外出自粛対象者等の環境整備に関する 事項 ...................................................................................... 96 

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 ........................... 98 

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 ................................................. 100 

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......................................................... 102 

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 ............................................................................................................. 104 

（ 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 . 104 

六 感染症に係る 医療を提供する 体制の確保その他感染症の発生を予防し 、 又はそのま ん延を防止

する ための措置に必要なも のと し て厚生労働省令で定める 体制の確保に係る 目標に関する 事項

 .................................................................................................................................................................... 106 

参考資料 ........................................................................................................................................................ 110 

研究班体制 .................................................................................................................................................... 111 

 

 

表 1 厚生労働省が策定する 基本指針の記載事項 ............................................................................. 7 

表 2 予防計画に記載が求めら れる 項目（ 一覧）  ........................................................................... 10 

表 3 都道府県予防計画に追記すべき 項目 ...................................................................................... 14 

表 4 都道府県と 医療機関と の協定締結に当たっての基本的方針.................................................. 21 

表 5 （ 参考） 新型コ ロ ナ対応時の移送対応例 ............................................................................... 36 

表 6 設定する 数値目標について ..................................................................................................... 47 

表 7 医療提供体制整備の数値目標の考え方 ..................................................................................... 62 

表 8 協定締結医療機関（ 入院） の確保病床数の数値目標設定について（ 整理表の例）  ............. 64 

表 9 協定締結医療機関リ ス ト （ 入院）  .......................................................................................... 65 

表 10 協定締結医療機関（ 発熱外来） の確保医療機関数の数値目標設定について（ 整理表例）  66 



 

 

 

 

表 11 医療機関リ ス ト （ 発熱外来）  ............................................................................................... 66 

表 12 自宅療養者等への医療提供機関の数値目標設定（ 整理表例）  ............................................ 67 

表 13 医療機関リ ス ト （ 自宅療養者等への医療の提供）  .............................................................. 67 

表 14 後方支援機関の機関数の数値目標設定について（ 整理表の例）  ........................................ 68 

表 15 医療機関リ ス ト （ 自宅療養者等への医療の提供）  .............................................................. 68 

表 16 派遣可能な医療人材の数値目標設定について（ 整理表の例）  ............................................ 69 

表 17 医療機関リ ス ト （ 医療人材の派遣）  .................................................................................... 70 

表 18 PPE 備蓄の数値目標設定について（ 整理表の例）  ............................................................. 71 

表 19 検査体制｜目標値策定表（ イ メ ージ）  ................................................................................ 73 

表 20 検査機関リ ス ト  ..................................................................................................................... 73 

表 21 宿泊施設｜新型コ ロ ナ発生時の実績を参考と し た目標値策定表（ イ メ ージ）  .................. 74 

表 22 協定締結宿泊施設名（ 契約締結施設リ ス ト ）  ..................................................................... 74 

表 23 研修・ 訓練回数（ 医療従事者・ 都道府県職員） の目標値策定表（ イ メ ージ）  .................. 75 

表 24 研修・ 訓練回数（ 保健所） の目標設定（ イ メ ージ）  .......................................................... 75 

表 25 都道府県の目標設定（ イ メ ージ）  ........................................................................................ 77 

表 26 保健所設置市区の目標設定（ イ メ ージ）  ............................................................................. 77 

 

図 1 予防計画の法的な位置づけ ....................................................................................................... 2 

図 2 予防計画策定の概要.................................................................................................................. 3 

図 3 予防計画策定の手順（ 例）  ....................................................................................................... 4 

図 4 新型イ ンフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法の改正概要（ 令和 3 年 2 月）  ............... 5 

図 5 感染症法の改正概要（ 令和 4 年 12 月）  .................................................................................. 6 

図 6 感染症対策の全国的な情報基盤の整備について（ イ メ ージ）  .............................................. 17 

図 7 感染症法等の改正を踏ま えた地方衛生研究所の強化 ............................................................ 19 

図 9 感染症発生・ ま ん延時における 広域的な医療人材派遣 ......................................................... 31 

図 10 感染症法等の改正を踏ま えた保健所の強化 ......................................................................... 45 

図 11 地域保健法の改正によ る IHEAT の強化 .............................................................................. 46 

図 12 数値目標の時点のイ メ ージ図 ............................................................................................... 49 

図 13 医療提供体制確保のイ メ ージ図 ........................................................................................... 51 

 



 

 

 

 

略称一覧 

本手引き （ 案） では、 以下の略称を用いる 。  

 

略称 

本報告書での表記 正式名称・意味など 

感染症法 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） 

改正感染症法 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） 

特措法 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号） 

保健所設置市区 
保健所を設置している指定都市、中核市、保健所政令市及び特別区 
※地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）第 5 条の規定により保健所を
設置する指定都市、中核市、保健所政令市、特別区 

都道府県等 都道府県及び保健所設置市区 
都道府県知事等 都道府県知事又は保健所設置市区の長 
新型コロナ 新型コロナウイルス感染症 

新興感染症 
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新たな感染症 
（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症（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。）及び新感染症） 
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第１章  背景と目的 

１.１ はじめに 

2019 年に発生し た新型コ ロ ナへの対応を踏ま 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、 改正感染症法が令和 4 年 12 月９ 日に

公布さ れ順次施行さ れる こ と と なっ た。 感染症法の一部改正によ り 、 国が策定する 感染症の

予防の総合的な推進を図る ための基本的な指針（ 平成 11 年厚生省告示第 115 号。 以下「 基本

指針」 と いう 。） 及び都道府県が策定する 感染症の予防のための施策の実施に関する 計画（ 以

下「 予防計画」 と いう 。） の記載事項を 充実さ せる ほか、 保健所設置市区においても 予防計画

を定める など、 感染症対策の一層の充実を図る こ と と なった。  

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 ため、 都道府県等は、 予防計画を 改

定又は策定する 必要がある 。  

本手引き は、 既存の予防計画の内容及び改正感染症法によ る 変更点を 踏ま え、 予防計画の

改定又は策定にあたっ 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 改定等する 背景等の主なポイ ン ト

を示し た。  

第３ 章では、 基本指針の項目を軸に、 予防計画に追記すべき 事項を示し た。  

都道府県等においては、 既存の予防計画と 上記の変更点を 確認のう え、 定めら れた事項を

検討及び関係機関と 協議のう え、 予防計画を改正又は策定する こ と が想定さ れる 。  

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

(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る こ と 、 感染症法第 10 条第１ 項において、 基

本指針に則し て都道府県が、 同条第 14 項において保健所設置市等が予防計画を定める こ と と

さ れている （ 図１ ）。 ま た、 医療法（ 昭和 23 年法律第 205 号） における 医療計画において、

新興感染症の発生・ ま ん延時における 医療が規定さ れたため、 医療計画と の整合性を と る 必

要がある 。 さ ら に、 地域保健法や特措法に基づく 行動計画と の整合性も と る 必要がある 。  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 予防計画の法的な位置づけ 
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(２) 予防計画策定の手順 

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、 改正感染症法において追加さ 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 （ 図２ ・ 図３ ）。  

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 。  

 

 

 

 

図 2 予防計画策定の概要 
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図 3 予防計画策定の手順（ 例）  

 

１.２ 予防計画策定・改定の背景 

令和３ 年２ 月、 新型コ ロ ナ対策を 推進する ため、 特措法及び感染症法が改正さ れ、 国や地

方自治体間の情報共有や、 宿泊療養・ 自宅療養が法律に位置づけら れた。 さ ら に、 令和４ 年

12 月に公布さ れた改正感染症法によ り 、 感染症発生・ ま ん延時における 保健・ 医療提供体制

等の整備が法制化さ れた。  

 

① 特措法及び感染症法改正（令和 3 年 2 月公布）（図 4） 

令和３ 年２ 月に改正さ れた特措法及び感染症法では、 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。  

 国や地方自治体間の情報共有を義務化、 電磁的方法の活用を規定 

 宿泊療養・ 自宅療養の法的位置づけを規定 

 入院勧告・ 措置について、 入院先から 逃げた場合又は正当な理由がなく 入院措置

に応じ ない場合について、 罰則を規定。  

 積極的疫学調査等に関し 、 調査に応ずべき 命令に応じ ず、 正当な理由がなく 答弁

をし ない、 調査を拒むなど の場合について、 罰則を規定 



5 

 

 

出所） 第 204 回国会（ 令和 3 年常会） 提出法律案「 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 法律案（ 令和 3 年 1 月 22 日提出）」 https://www.cas.go.jp/jp/houan/210122/siryou1.pdf 

 
図 4 特措法及び感染症法の改正概要（ 令和 3 年 2 月）  

 

 

② 感染症法改正（令和 4 年 12 月公布）（図５） 

令和 4 年 12 月に公布さ れた改正感染症法では、 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、 一部を除き 令和６ 年４ 月１ 日に施行さ れる 。 主な改正事項は図 5 のと おり である 。  

 

 

https://www.cas.go.jp/jp/houan/210122/siryou1.pdf
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出所） 第 68 回厚生科学審議会感染症部会（ 令和 4 年 12 月 23 日） 参考資料「 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）」  

https://www.m hlw .go.jp/content/000999435.pdf 

 

図 5 感染症法の改正概要（ 令和 4 年 12 月）  

 

 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/000999435.pdf
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(１) 基本指針/予防計画改定事項について 

厚生労働大臣は、 基本指針を 定めなければなら ない（ 感染症法第９ 条） と さ れており 、 感

染症法改正に伴い基本指針についても 改定さ れた（ 表 1）。  

 

表 1 厚生労働省が策定する 基本指針の記載事項 

新 旧 

一 感染症の予防の推進の基本的な方向 一 感染症の予防の推進の基本的な方向 
二 感染症の発生の予防のための施策に関する事

項 
二 感染症の発生の予防のための施策に関する事

項 
三 感染症のまん延の防止のための施策に関する

事項 
三 感染症のまん延の防止のための施策に関する

事項 
四 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 
五 感染症及び病原体等に関する調査及び研究に

関する事項 
五 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 
七 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 
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関

する事項 
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 
七 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） 
 

八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発
の推進に関する事項 

六 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発
の推進に関する事項 

九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その
他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働
省令で定める体制の確保に係る目標に関する事
項 

（新設） 
 

十 宿泊施設の確保に関する事項 （新設） 
 

十一 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象
者又は新感染症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） 
 

十二 感染症の予防又はまん延防止のための総合
調整・指示の方針に関する事項 

（新設） 
 

十三 第五十三条の十六第一項に規定する感染症
対策物資等の確保に関する事項 

（新設） 
 

十四 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 

九 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 

十五 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 

八 感染症の予防に関する人材の養成に関する事
項 
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新 旧 

十六 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） 

十七 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保
に関する事項 

十 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に
関する事項 

十八 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（国と地方公共団体及
び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含
む。）に関する事項 

十一 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（国
と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡
体制の確保を含む。）に関する事項 

 

十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事
項 

十二 その他感染症の予防の推進に関する重要事
項 
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１.３ 都道府県等における予防計画改定の内容について 

① 予防計画の改定項目について 

都道府県等は厚生労働省が定める 「 基本指針」 に即し て、 感染症の予防のための施策の実

施に関する 計画と し て「 予防計画」 を定めなければなら ない。（ 感染症法第 10 条第 1 項及び第

14 項）。  

 

 基本指針において、 都道府県等が感染症の予防のための施策の実施に関する 計画

を定める 必要がある 事項は表 2 のと おり 。  

 保健所設置市区については、 新たに予防計画を 作成する こ と が義務付けら れてお

り 、 都道府県と 調整のう え作成する 必要がある 。  

 既存の項目への追記の他、 感染症法改正に伴い新設さ れた項目がある 。 ま た、 新

設項目のう ち数値目標が求めら れる も のがある 。 数値目標については、 都道府県

が関係機関等と 調整のう え決定する 必要がある 。  

 

② 予防計画の記載事項について 

都道府県予防計画において、 記載事項と し て法令で定めら れている も のと し て、 既存の予

防計画の必須項目を表２ の A 欄、 改正感染症法で追加さ れた項目を表２ の B 欄に〇で示し た。

こ れま で、 予防計画は国の基本指針に準じ た構成で記載さ れ、 法令上の記載事項と なっ てい

ない項目についても 記載し ている 都道府県が多い。 そのため、 法令事項ではないも のの基本

指針に準じ て記載が検討さ れる 項目（ 基本指針の一、 十三及び十四） は、（ 任意） と し て表に

示し た。  

保健所設置市区における 予防計画は今回新たに策定する も のであり 、 国の基本指針や当該

都道府県の予防計画を 参考に作成する こ と が想定さ れる 。 保健所設置市区の予防計画におい

て必須の記載事項を 〇で、 任意の記載事項について△で示し た。 基本指針の四、 十及び十四

は、 都道府県が一義的・ 中心的に行う も のである が、 都道府県と 同様に対応可能な保健所設

置市区においては、 当該事項を定める よ う 努める も のと さ れており 、 任意（ △） で示し た。  
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表 2 予防計画に記載が求めら れる 項目（ 一覧）  

Ａ：既存計画：既存の予防計画の項目に含まれる 
Ｂ１：改正感染症法で追加された項目 
Ｂ２：追加項目のうち、数値目標が必要な項目 

〇必須、△任意 
（国） 
基本指針の項目 

（都道府県）予防計画の項目 （保健所設置
市区）予防計
画の項目 新 旧 Ａ:既存 B1:新設 B2:数値

目標 
一 感染症の予防の推進の基本的

な方向 
（任意）      

二 感染症の発生の予防のための
施策に関する事項 

三 感染症のまん延の防止のため
の施策に関する事項 

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 

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   〇 

四 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 

 

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（感染症法第 10 条第 2
項第 2 号） 

（新設）  〇  △ 

五 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 

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
（感染症法第 10 条第 2 項第 3
号） 

（新設） 
 

 〇  〇 

六 感染症に係る医療を提供する
体制の確保に関する事項 

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 

二 地域における感染症に係る医
療を提供する体制の確保に関す
る事項 

〇    

七 感染症の患者の移送のための
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（感染
症法第 10 条第 2 項第 5 号） 

（新設） 
 

 〇  〇 

八 感染症に係る医療のための医
薬品の研究開発の推進に関する
事項 
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（国） 
基本指針の項目 

（都道府県）予防計画の項目 （保健所設置
市区）予防計
画の項目 新 旧 Ａ:既存 B1:新設 B2:数値

目標 
九 感染症に係る医療を提供する

体制の確保その他感染症の発生
を予防し、又はそのまん延を防
止するための措置に必要なもの
として厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事
項 

六 感染症に係る医療を提供する
体制の確保その他感染症の発生
を予防し、又はそのまん延を防
止するための措置に必要なもの
として厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事
項（感染症法第 10 条第 2 項第 6
号） 

（新設）  〇  〇 

 1. 協定締結医療機関（入院）
の確保病床数（感染症法施
行規則第１条の２第１項第 1
号） 

（新設）  〇 〇  

 2. 協定締結医療機関（発熱外
来）の機関数（同項第 2 号） 

（新設）  〇 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（同項第 3 号） 

（新設）  〇 〇  

 4. 協定締結医療機関（後方支
援）の機関数（同項第 4 号） 

（新設）  〇 〇  

 5. 協定締結医療機関（人材派
遣）の確保人数（同項第 5
号） 

（新設）  〇 〇  

 6.医療措置協定に基づき個人防
護具の備蓄を十分に行う医
療機関の数（同項第 6 号） 

（新設）  〇 〇  

 7. 検 査 の 実 施 件 数 （ 実 施 能
力）、検査設備の整備数（同
項第 7 号） 

（新設）  〇 〇 〇 

 8. 協定締結宿泊施設の確保居
室数（同項第 8 号） 

（新設）  〇 〇 △ 
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（国） 
基本指針の項目 

（都道府県）予防計画の項目 （保健所設置
市区）予防計
画の項目 新 旧 Ａ:既存 B1:新設 B2:数値

目標 
 9. 医療従事者や保健所職員等

の研修・訓練回数（同項第 9
号） 

（新設）  〇 〇 〇 

 10. 保健所の感染症対応業務を
行う人員確保数、即応可能
な IHEAT 要 員 の 確 保 数
（IHEAT 研修受講者数）（同
項第 10 号） 

（新設）  〇 〇 〇 

十 宿泊施設の確保に関する事項 七 宿泊施設の確保に関する事項
（感染症法第 10 条第 2 項第 7
号） 

（新設）  〇  △ 

十一 新型インフルエンザ等感染
症外出自粛対象者又は新感染症
外出自粛対象者の療養生活の環
境整備に関する事項 

八 第四十四条の三の二第一項に
規定する新型インフルエンザ等
感染症外出自粛対象者又は第五
十条の三第一項に規定する新感
染症外出自粛対象者の療養生活
の環境整備に関する事項（感染
症法第 10 条第 2 項第 8 号） 

（新設） 
 

 〇  〇 

十二 感染症の予防又はまん延防
止のための総合調整・指示の方
針に関する事項 

九 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（感染症法第 10条第
2 項第 9 号） 

（新設）  〇   

十三 第五十三条の十六第一項に
規定する感染症対策物資等の確
保に関する事項 

（任意）      

十四 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 

（任意）     △ 
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（国） 
基本指針の項目 

（都道府県）予防計画の項目 （保健所設置
市区）予防計
画の項目 新 旧 Ａ:既存 B1:新設 B2:数値

目標 
十五 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 

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（感染症法第 10 条第 2 項第
10 号） 

  〇  〇 

十六 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 

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
（感染症法第 10 条第 2 項第 11
号） 

（新設） 
 

 〇  〇 

十八 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（国と地方
公共団体及び地方公共団体相互
間の連絡体制の確保を含む。）
に関する事項 

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（国との連
携及び地方公共団体相互間の連
絡体制の確保を含む。）に関す
る事項（感染症法第 10 条第 2 項
第 12 号） 

三 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（国との連
携及び地方公共団体相互間の連絡
体制の確保を含む。）に関する事
項 

〇   〇 
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第２章 予防計画改定の概要 

 

本章では、 都道府県等予防計画に追記すべき 項目（ 表 3） について法改正の背景等を整理し

た。 都道府県等において予防計画を策定・ 改定する 際の参考にし ていただき たい。  

 

表 3 都道府県予防計画に追記すべき 項目 

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 

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（感染症法第 10 条

第 2 項第 2 号） 

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（感染症法第 10 条第 2 項第

3 号） 

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（感染症法第 10 条第 2 項第 5 号） 

六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延

を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標

に関する事項（感染症法第 10 条第 2 項第 6 号） 

七 宿泊施設の確保に関する事項（感染症法第 10 条第 2 項第 7 号） 

八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は

第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する

事項（感染症法第 10 条第 2 項第 8 号） 

九 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（感染症法第 10 条第 2 項第 9 号） 

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（感染症法第 10 条第 2 項

第 10 号） 

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（感染症法第 10 条第 2 項第

11 号） 

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（国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含

む。）に関する事項（感染症法第 10 条第 2 項第 12 号） 
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２.１ 予防計画に追記される事項について 

 

(１) 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 
 

(２) 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 

 

 検疫措置 

【見直しのポイント】 
 自治体と検疫所の連携強化 

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ流行以前においては、 検疫所が隔離・ 停留の措置を 行う こ と は稀であ

っ たため、 新型コ ロ ナ対応において、 隔離・ 停留の実施件数が増加し た際、 医療

機関への入院調整に支障が生じ たり 、 宿泊施設や移動手段の確保に苦慮し たり 事

例が見ら れた。  

 新型コ ロ ナ対応にて都道府県等の業務がひっ 迫し たこ と を 受け、 都道府県等の事

務負担を 軽減し ながら 入国者の健康確認・ 感染症の把握を 迅速に行う ため、 厚生

労働省において、 健康監視業務を代行し てき た経緯がある 。  

 

② 改定の概要 

 検疫所が、 平時から 医療機関と 協定を締結し 連携体制を構築する こ と によ り 、 感

染症が発生し た際に、 円滑に隔離・ 停留によ る 入院措置を講じ ら れる 体制を確保

する こ と と なった。 都道府県においては、 平時から 関係する 検疫所と 連携する こ

と が重要である 。  

 厚生労働大臣は、 都道府県知事から の要請があり 、 かつ、 新型イ ン フ ルエン ザ等

感染症等のま ん延を 防止する ため必要がある と き は、 自ら 検疫法に基づく 健康監

視業務を代行する こ と が可能と なった。  

 

 サーベイランス 

【見直しのポイント】 
 感染症対策における情報基盤の整備等 

 

① 背景と課題 

 感染症患者の情報については、 感染症法に基づき 、 医師から 都道府県等への届出、

都道府県等から 国への報告義務が課さ れている 。 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症流行

時に おいて は「 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染者等情報把握・ 管理支援シ ス テ ム

（ HER-SYS）」、 それ以外の感染症については感染症サーベイ ラ ンス シス テムによ

り 情報管理さ れた。  

   ※ デジタ ル社会の実現に向けた重点計画（ 令和４ 年６ 月７ 日閣議決定） に基づき 、



16 

HER-SYS は、 今後の新興感染症の発生に備えた機能を有し 、 迅速な機能拡張を可能

と する 感染症サーベイ ラ ンス シス テムに統合する こ と と さ れている 。  

 感染症の患者情報について、 医師から 自治体への届出に当たり 、 電磁的方法によ る 入

力を可能にし ている も のの、 依然と し て FAX によ る 届出が一定程度ある ため、 自治

体の業務負担と なり 、 患者情報の迅速な収集に支障をき たし ていた。  

 発生届は、 医師の診断時に届出義務が生じ る こ と と なっ ている ため、 診断後の経

過について届出義務はない。 その結果、 シス テム に集積さ れる 患者情報は、 外来

医療機関から の陽性判明時点の情報が中心と なっ ており 、 感染症の重症度など の

情報が集積さ れていないこ と が課題と なった。  

 感染症における 臨床研究においては、 医療機関が必ずし も 臨床試験を行う 事が可

能な条件を 備えていないと いう 課題があっ た。 国立研究開発法人国立国際医療研

究セン タ ーが「 新興・ 再興データ バン ク 事業ナショ ナル・ リ ポジト リ ： REBIND 」

においてレ ジス ト リ 、 病原体の収集およ びそのゲノ ム 解析を 統合し 一体的に稼働

さ せ、 感染症指定医療機関（ 特定・ 第一種・ 第二種感染症指定医療機関及び第一

種協定指定医療機関） と 連携を 取り 、 研究成果を 最大化する こ と が可能な機能的

ネッ ト ワ ーク が必要である 。  

 

② 改定の概要 

 改正感染症法において、 情報基盤の整備のため、 主に以下の措置が講じ ら れる こ

と と なった（ 図 6）。  

• 厚生労働省令で定める 感染症指定医療機関の医師に対し 、 電磁的方法によ る 発

生届の提出を義務化（ 左記以外の医師は努力義務化）  

• 新型イ ン フ ルエン ザ等感染症及び新感染症等について、 厚生労働省令で定める

感染症指定医療機関の医師に対し 、 患者の入院中の状態や転帰等に係る 届出を

義務化 

• 発生届等の感染症の疫学情報について、 匿名化し た上での他のデータ ベース と

の連結分析や第三者提供を可能にする 仕組みを整備（ 令和６ 年４ 月１ 日施行）。  

 疫学情報の利活用について、 都道府県から 市町村への情報提供が個人情報保護法

に抵触し ない点も 法的に整理さ れた（ 感染症法第 44 条の 3 第 10 項）。 さ ら に、 感

染症法第 44 条の３ 第 10 項の規定によ り 、 市町村は都道府県に対し て情報の提供

を求める こ と ができ る よ う になった。  

 改正感染症法において、 国は、 医薬品の臨床試験の実施等の協力を求める こ と そ

の他の関係医療機関と の緊密な連携を 確保する こ と によ り 、 感染症患者に対する

医療提供の基盤と なる 医薬品の研究開発を推進する （ 第 56 条の 39 第１ 項）。 ま た

研究開発の推進に係る 事務については、 国立研究開発法人国立国際医療研究セン

タ ーその他の機関に委託する こ と ができ る こ と と し た。  
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出所） 第 72 回厚生科学審議会感染症部会（ 令和 5 年２ 月 17 日） 参考資料 2－１  

図 6 感染症対策の全国的な情報基盤の整備について（ イ メ ージ）  

 

(３) 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 

【見直しのポイント】 
 地方衛生研究所等の体制整備の推進 
 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 

 

① 背景と課題 

 今般の新型コ ロ ナについて、 特に発生初期段階において、 地方衛生研究所におけ

る 検査体制の能力拡充にも 時間を 要し たこ と や、 行政機関（ 地方衛生研究所） と

医療機関や民間検査機関等と の役割分担が明確でなかっ たこ と 等（ ※） から 、 検

査ニーズの高ま り に十分対応する こ と ができ なかった。  

（ ※） こ の他、 検査に必要な機器や試薬・ 個人防護具等が不足し ていたこ と 、 検

体搬送が煩雑であったこ と など も 挙げら れている 。  

 発生初期段階から ま ん延時ま で必要な検査が円滑に実施さ れる よ う 、 地方衛生研

究所等の体制整備を はじ め、 医療機関や民間検査機関と の協力関係の構築など 、

平時から の備えを行う こ と の重要性が確認さ れた。  

 新興感染症に対する 検査方法と し て、 核酸検出検査（ PCR 検査等）、 抗原定量検

査、 抗原定性検査など が想定さ れ、 検査の特性に応じ て活用する こ と が基本と な

る が、 平時から の備えと し ては、 実用化し 導入が最も 早いと 考えら れる 核酸検出

検査（ PCR 検査等） の準備を行う こ と が重要。  

 

② 改定の概要 

 都道府県等が策定する 予防計画において、 検査の実施能力等の検査体制に関する

具体的な数値目標を定める こ と を 含め、 平時から 検査体制を 整備する こ と と さ れ
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た。 (感染症法第 10 条第 2 項第 6 号及び同条第 15 項第２ 号並びに感染症法施行規

則第 1 条の２ 第２ 項及び第３ 項において引用する 同条第 1 項第７ 号) 

 

A) 地方衛生研究所等の整備等の検査体制の強化 

 新興感染症発生時の初期から ま ん延時ま での検査体制を 整備する ためには、 感染

症対策を 行う 都道府県等が地方衛生研究所の整備を はじ めと し た検査体制の強化

を 行う こ と が必要である 。 こ のため、 都道府県等に対し 、 地方衛生研究所の有す

る 機能（ 調査研究、 試験検査、 感染症に関連する 情報収集・ 分析・ 提供、 研修）

を 確保する ために必要な措置を 講ずる 責務規定が追加さ れ、 具体的な措置の例と

し て、 必要な体制整備（ 地方衛生研究所等（ 地域保健法第 26 条に規定する 調査研

究、 試験検査、 情報収集・ 分析・ 提供、 研修の業務を 行う 都道府県等の機関（ 当

該都道府県等が当該業務を他の機関に行わせる 場合は、 当該機関。） をいう 。 以下

同じ 。） の設置） や近隣の他の地方公共団体と の連携の確保など が規定さ れた（ 地

域保健法第 26 条）。  

 さ ら に、 都道府県等における 地方衛生研究所等の整備を 含めた基本的な考え方や

留意事項については、 改正地域保健法に基づく 基本指針や厚生労働省健康局長通

知（「 地方衛生研究所等の整備における 留意事項について（ 通知）  」 令和 5 年 3 月

29 日付け健発 0329 第 10 号厚生労働省健康局長通知） によ り 示さ れた。 主な事項

は以下のと おり 。  

• 国、 広域の地方公共団体たる 都道府県、 保健所を設置する 都道府県、 政令市

及び特別区における 役割分担の明確化 

• 計画的な人員の確保や配置 

• 国立感染症研究所を 含む国立試験研究機関や他の地方衛生研究所等と の連携

やネッ ト ワ ーク の活用を通じ た継続的な人材育成 

• 職員の実践型訓練の実施 

• 地方衛生研究所等の体制整備に当たっ ては、 予防計画等と の整合性を 確保し

ながら 地方衛生研究所単位で「 健康危機対処計画」 を策定する こ と  
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出所） 第５ ０ 回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 資料１ （ 令和 5 年 2 月 9 日）  

（ https://www.m hlw .go.jp/content/10904750/001055194.pdf）  

図 7 感染症法等の改正を踏ま えた地方衛生研究所の強化 

 

B) 民間検査機関等との協定 

 新型コ ロ ナ対応においては、 地方衛生研究所等のみなら ず、 民間検査機関等にお

いても 多く の検査が実施さ れた。 今後、 新興感染症が発生し た際に、 民間検査機

関等においても 迅速に検査が実施さ れる よ う 、 都道府県等と 民間検査機関等の間

で協定を 締結し 、 新型イ ン フ ルエン ザ等感染症等発生時における 検査の実施能力

を確保する こ と (感染症法第 36 条の６ )が定めら れた。  

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001055194.pdf
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(４) 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 

【見直しのポイント】 
 都道府県は、協定締結医療機関とともに地域で連携した医療体制を構築する。 
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する。また、個人防護具の備蓄の実施について、協定を締結できる。 

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ発生時、 感染症病床を 有する 感染症指定医療機関だけでは新型コ ロ ナ

の入院患者へ対応でき ず、 一般医療機関が通常医療を 制限し ながら 病床を 確保す

る 必要が生じ た。 し かし 、 パン デミ ッ ク 期に多数の感染症患者の受入を想定し た

入院調整、 救急搬送、 院内ゾ ーニン グなど の具体的な訓練は行われていなかっ た

ため、 受け入れ体制の構築に時間を要し た。  

 感染拡大初期のコ ロ ナの特性が明ら かでない時期から 対応する 医療機関と 、 ウ イ

ルス の特性が明ら かになっ てき た後に対応する 医療機関と の役割が平時から 明確

でなく 、 医療機関間の役割分担の調整が困難な地域も 見ら れた。  

 増大する 入院患者の対応に医療人材（ 特に看護師） を 外部の医療機関から 確保す

る こ と が必要な場合があっ たが、 都道府県を 越えた医療人材の派遣ス キーム がな

く 、 災害時医療のよ う な広域支援が困難であった。  

 

② 改定の概要 

 都道府県は、 平時に新興感染症の対応を 行う 医療機関と 協議を 行い、 感染症対応

に係る 協定（ ①病床 ②発熱外来 ③自宅療養者等に対する 医療の提供 ④後方

支援 ⑤人材派遣のいずれか１ 種類以上） を 締結（ 協定締結医療機関） する こ と

と さ れた。 併せて PPE の備蓄が協定の中に位置づけら れた。  

 改正感染症法において、 公的医療機関等には、 医療の提供に関し て構ずべき 措置

が義務付けら れた。 ま た、 全ての医療機関は都道府県と 医療措置協定の協議に応

じ る も のと し 、 感染症発生・ ま ん延時に備えた体制整備を行う こ と と さ れた。  

 協定締結医療機関の中に、 流行初期医療確保措置を 含む協定を 締結する 医療機関

が設定さ れた。  

 都道府県と 医療機関と の協議が調わない場合を 想定し 、 都道府県医療審議会にお

ける 調整の枠組みを 設けた上で、 医療機関に対し て都道府県医療審議会の意見を

尊重する 義務が課さ れた。  

 数値目標を 含めた予防計画策定に際し て、 以下の観点を 参考に検討する 必要があ

る 。  
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表 4 都道府県と 医療機関と の協定締結に当たっての基本的方針 

 １ ． 都道府県と 医療機関と の協定締結に当たっての基本的方針  

○ 都道府県が医療機関（ 病院、 診療所、 薬局、 訪問看護事業所） と の間で病床確保等の

協定を締結する に当たっては、 医療機関の現状の感染症対応能力などや、 協定の締結

に当たっての課題・ 協定の内容の拡大のための課題やニーズ等の調査を行い、 ま た、

新型コ ロ ナ対応の実績も 参考に、 関係者の間で協議を行い、 各医療機関の機能や役割

に応じ た内容の協定を締結する 。  

○ ま た、 都道府県は、 感染症対応と 併せ、 通常医療の確保のため、 こ う し た協定締結に

当たっての調査や、 医療審議会等を含む協議のプロ セス も 活用し て、 広く 地域におけ

る 医療機関の機能や役割を確認し 、 医療提供の分担・ 確保を図る 。 その際、 必要に応

じ 、 保健所設置市・ 特別区と も 連携し て対応する 。  

○ 都道府県において、 協定案の策定に当たって、 医療審議会等の意見を聴く プロ セス も

活用する こ と で、 実効性を確保し ていく 。  

○ 国は、 必要な感染症対応について、 各都道府県が協定を締結する にあたり 地域差が生

じ ないよ う 、 感染症協定指定医療機関の指定基準や要件などは、 でき る 限り 具体的に

示す。  

○ なお、 どの県に所在し ても 、 新興感染症に係る 同じ 医療を提供し ていれば、 基本的に

感染症指定医療機関（ 協定指定医療機関） に指定さ れ得る 。 そのため、 平時から の対

応医療機関の見える 化によ り 患者の選択に資する ためにも 、 都道府県は、 その前提と

なる 協定締結について当該医療機関と 協議を行う 。  

（ 参考） 緊急その他やむを得ない理由によ り 、 感染症指定医療機関以外の医療機関で同じ  

医療を受けた場合には、 公費負担医療の対象と なる 。  

○ ま た、 国は、 都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機関と の協定締結に向け

た協議状況を踏ま えながら 、 協定を締結する 医療機関に対する 必要な支援について検

討する 。  

○ 国は、 新興感染症の発生後、 改正感染症法に基づく 発生の公表前においても 、 都道府

県と 医療機関と の間の調整や準備に資する よ う 、 感染症指定医療機関の実際の対応に

基づいた対応方法も 含め、 国内外の最新の知見について、 随時都道府県及び医療機関

等に周知を行う 。 ま た、 新興感染症の性状や、 その対応方法を含めた最新の知見の取

得状況などが、 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 。 なお、 国は、 当該知見について、 随時更新の上、 情報提供する 。  

（ 数値目標について）  

○ 新型コ ロ ナ対応において、 都道府県及び医療機関は、 様々な変化に、 その都度対応し

てき た実績を踏ま え、 ま ずは新型コ ロ ナ対応での最大値の体制を目指す。  

○ 想定を超える よ う な事態になった場合には、 国の判断の下、 実効性の観点にも 留意し

ながら 、 目標の柔軟な変更等を検討する 。  

出所） 第８ 次医療計画等に関する 検討会 「 「 意見のと り ま と め（ 新興感染症発生・ ま ん延時における 医療） 」

（ 令和５ 年３ 月 20 日） （ 巻末参考資料参照） 。  
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①病床について 

【見直しのポイント】 
  新興感染症の入院医療を担当する医療機関（第一種協定指定医療機関）を規定 

 

① 背景と課題 

 感染症患者の入院医療の中核的役割を 担う 感染症指定医療機関のみでは、 急増す

る 新型コ ロ ナ患者へは十分に対応でき ず、 入院病床が不足する こ と と なっ た。 次

いで新型コ ロ ナ対応を求めら れた公的医療機関については、 感染症患者の診療が

想定さ れておら ず、 十分対応でき なかっ た例も あり 、 地域における 対応差も 見ら

れた。  

 感染症対応のためには病床の確保のみでなく 、 ゾ ーニン グや医療従事者の感染防

護策が必要であり 、 事前準備や研修・ 訓練などが必要と なる 。  

 上記の課題を 解決する ため、 改正感染症法によ り 、 病床確保に関し て、 事前に都

道府県と 医療機関の間で、 医療措置協定を締結する こ と と なった。  

 

② 改定の概要 

A) 第一種協定指定医療機関について 

 病床確保の医療措置協定を 締結する 医療機関（ 以下「 第一種協定指定医療機関」

と いう 。） には、 新型コ ロ ナ対応の重点医療機関の施設要件を参考に、 確保し てい

る 病床で、 酸素投与及び呼吸モニタ リ ン グが可能である こ と 、 都道府県から の要

請後速やかに（ ２ 週間以内を 目途に） 即応病床化する こ と 、 関係学会のガイ ド ラ

イ ン 等を 参考に、 院内感染対策（ ゾ ーニン グ、 換気、 個人防護具の着脱等を 含む

研修・ 訓練等） を 適切に実施する こ と 等が求めら れる 。 なお、 こ の際、 随時、 都

道府県及び医療機関の準備期間の確保のために国から 周知さ れる 知見等を 踏ま え、

都道府県及び医療機関は地域の実情及び医療措置協定に応じ て、 適切に準備を 行

う こ と 。  

 確保病床を 稼働（ 即応化） さ せる ためには、 医療従事者の確保が必要であり 、 自

院の医療従事者への訓練・ 研修等を通じ 、 対応能力を高めておく 必要がある 。  

 国から 示さ れる 新興感染症の性状に応じ た考え方を 参考に、 確保病床の稼働（ 即

応化） に必要な人員体制を検討する 。  

 数値目標について、 ま ずは新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制（ ＊） を 目指

す。  

（ ＊） 全国では令和４ 年 12 月時点で約 5.1 万床（ 約 3,000 医療機関（ う ち重点医

療機関は約 2,000） だったこ と を参考に各都道府県における 最大値を設定する 。  

 都道府県は、 新型コ ロ ナ対応も 参考に、 協定の締結状況・ 履行状況等について、 報

告・ 公表の枠組みを構築する 。 都道府県は、 それに沿って、 医療機関がＧ －ＭＩ Ｓ

を活用し て都道府県に報告し た情報に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況

を報告する と と も に、 その内容の一部を公表する 。 公表に当たっては、 患者の選択

に資する よ う 、 都道府県は、 協定の内容について、 ホームページ等ででき る 限り 分
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かり やすく 公表する と と も に、 当該公表をし ている 旨の周知を図る 。  

 

B)  重症者用病床の確保について 

 重症者用病床の確保に当たっては、 重症の感染症患者に使用する 人工呼吸器等の設

備や、 当該患者に対応する 医療従事者（ 人工呼吸器に関する 講習受講や、 集中治療

室等における 勤務ロ ーテーショ ンによ る 治療の経験を有する 医療従事者） の確保に

留意する 。  

 なお、 新型コ ロ ナ対応における 重症患者の治療について、 人工呼吸器から  ECM O 

ま で様々ある こ と を踏ま え、 国は、 重症者用病床の確保において、 重症者や必要な

治療を一括り にせず、 様々な受入れに対応でき る よ う 、 必要な周知を図る 。  

 重症者用病床の確保に伴い、 患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのある 通常医療

（ 例えば、 脳卒中や急性心筋梗塞、 術後に集中治療が必要と なる 手術等） が制限さ

れる 場合も 考えら れる こ と から 、 各都道府県は、 地域において、 後方支援を行う 医

療機関と の連携も 含め、 当該通常医療を担う 医療機関がどの程度確保でき る かなど、

地域における 役割分担を確認する 。  

 都道府県域を越えた重症患者の広域での搬送を要する 場合の備えと し て、 地域の実

情に応じ て隣県の都道府県と 事前に調整準備を行う など の柔軟な対応を行う 。 なお、

国は、 緊急の必要が生じ た場合等には、 改正感染症法に盛り 込ま れた総合調整権限

を適切に行使する こ と と し ている 。  

 数値目標について、 ま ずは新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制を目指す。  

 

C) 特に配慮が必要な患者の病床確保について 

 各都道府県は、 新型コ ロ ナ対応での実績を 参考に、 地域の実情に応じ て、 精神疾患

を有する 患者、 妊産婦、 小児、 透析患者、 障害児者、 認知症患者、 がん患者、 外国

人等、 特に配慮が必要な患者を受け入れる 病床の確保を行う 。  

 都道府県及び医療機関は、 以下の観点等を 踏ま え、 患者の特性に応じ た受入れ医療

機関の設定や、 関係機関等と の連携を図る 。 都道府県は、 数値目標について、 地域

の実情に応じ て、 定める 。  

(ア)精神疾患を有する 患者への対応について 

 新興感染症に罹患し た場合の対応可能な医療機関をあら かじ め明確にし ておく 。

精神疾患及び新興感染症それぞれの重症度等も 考慮し た上で、 あら かじ め連携医

療機関の確保・ 調整を行っておく 。 特に、 措置入院患者が感染し た場合や入院患

者が新興感染症によ り 重症化し た場合を想定し て、 あら かじ め感染症対応が可能

な指定病院等の確保・ 調整を行っておく 。 精神科救急について、 精神科救急医療

体制整備事業における 医療提供体制の整備において、 新興感染症への対応を含め

た体制整備を図る 。  

(イ )妊産婦への対応について 

産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れについて、 こ れを行う 医療機関を確実に

設定する と と も に、 当該医療機関に妊産婦が集中する こ と の軽減策を 講じ る こ と

によ り 、 必要な体制の確保を図る 。 あわせて、 当該医療機関のリ ス ト 及び空き 病
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床状況について、 消防防災主管部局等を通じ て各消防機関に共有する 。  

(ウ )小児への対応について 

新興感染症によ り 、 地域によ っ ては小児医療のひっ 迫が生じ る こ と が想定さ れる

こ と から 、 関係者と 小児医療体制について改めて確認する 等によ り 、 医療需要が

増加し た場合も 含め、 確実な体制の確保を図る 。  

(エ)透析患者への対応について 

透析治療を 行う こ と ができ る 新興感染症の入院患者、 重症患者受入医療機関の設

定を行う など 病床の確保に努めていただき 、 ま た、 透析治療における 専門家と 連

携し た透析患者の搬送調整や搬送調整の運用ルール等を決めておく 。  

(オ)障害児者への対応について 

障害児者が新興感染症に感染し 、 入院が必要と なる 場合の入院調整が円滑に進む

よ う 、 都道府県の衛生部局と 障害保健福祉部局が連携し 、 障害児者各々の障害特

性と 必要な配慮（ 例えば行動障害がある 場合や医療的ケアが必要な場合、 特別な

コ ミ ュ ニケーショ ン 支援が必要な場合など ） を考慮し た受入れ医療機関の設定を

進める 。  

こ れら の体制の構築においては、 入院調整を行う 部署に障害特性等に理解のある

医師が参画する など し て受入れ医療機関の調整に当たっての意見を聴取する こ と

も 重要である 。  

ま た、「 特別なコ ミ ュ ニケーショ ン 支援が必要な障害者の入院における 支援につ

いて」（ 平成 28 年６ 月 28 日付け保医発 0628 第２ 号厚生労働省保険局医療課長通

知） によ り 、 看護に当たり 、 コ ミ ュ ニケーショ ン に特別な技術が必要な障害を有

する 患者の入院において、 入院前から 支援を行っ ている 等、 当該患者へのコ ミ ュ

ニケーショ ン支援に熟知し ている 支援者が、 当該患者の負担によ り 、 その入院中

に付き 添う こ と は可能と なっている 旨を示し ている と こ ろであり 、 当該支援者の

付添いについても 、 衛生部局と 障害保健福祉部局が連携し 、 管内医療機関に対し

て、 院内感染対策に十分留意し つつ、 積極的に検討いただく よ う 促す。  

(カ)認知症患者への対応について 

国及び都道府県は、 かかり つけ医認知症対応力向上研修、 認知症サポート 医養成

研修等の医療現場の対応力向上のための各種研修を進めている 。 こ の研修を通じ

多職種連携の一層の推進を図る 。  

（ 参考） 介護施設等と 医療機関と の連携について促し ていく ため、 令和４ 年度に実施し

た介護老人福祉施設、 介護老人保健施設、 認知症対応型共同生活介護を 対象に実施可能

な感染防止・ 安全管理の工夫など を 記載し た手引き 等の作成に向けた調査研究の成果の

活用を検討し ていく 。  

（ キ） がん患者への対応について 

「 がん診療連携拠点病院等の整備について」（ 令和４ 年８ 月１ 日付け健発 0801 第

16 号厚生労働省健康局長通知） では、 都道府県がん診療連携協議会の主な役割

の一つと し て「 感染症のま ん延や災害等の状況においても 必要ながん医療を提供

する 体制を確保する ため、 当該都道府県や各がん医療圏における Ｂ Ｃ Ｐ について

議論を行う こ と 」 と し ている 。 各都道府県のがん診療連携拠点病院等を中心と し

て、 感染症発生・ ま ん延時や災害時等の状況下においても 、 必要ながん医療を提

供でき る よ う 、 診療機能の役割分担や各施設が協力し た人材育成、 応援体制の構
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築等、 地域の実情に応じ た連携体制を整備する 取組を平時から 推進する 。  

 循環器病患者への対応については、「 第２ 期循環器病対策推進基本計画」（ 令和５ 年

３ 月閣議決定） を踏ま え、 平時のみなら ず感染症発生・ ま ん延時や災害時等の有事

においても 、 地域の医療資源を有効に活用でき る 仕組みづく り を推進する 。  

 ま た、 高齢の患者への対応において、 そのケアを意識し た適切な療養環境の確保の

観点から 、 発症早期から の適切なリ ハビリ テーショ ンや栄養管理の提供のため、 理

学療法士・ 作業療法士・ 言語聴覚士・ 管理栄養士等の多職種で連携する 。  

 さ ら に、 都道府県連携協議会等も 活用し た関係医療機関や高齢者施設等と の連携

によ る 転院など 、 高齢の患者に対する 必要な対応について国から の周知を 踏ま え

て対応を行う 。  

 

D) 疑い患者への対応について 

 新興感染症の疑い患者については、 その他の患者と 接触し ないよ う 、 独立し た動

線等を 要する こ と から 、 新型コ ロ ナ対応に当たっ ての協力医療機関の個室等の施

設要件も 参考に、 病床の確保を図る 。  

 新興感染症の性状等によ り 、 疑い患者への対応も 異なる こ と から 、 国から 随時周

知さ れる 国内外の最新の知見等を 踏ま えて、 都道府県と 医療機関は機動的に対応

する 。  

 

E) 入院調整について 

 新興感染症発生・ ま ん延時において確保し た病床に円滑に患者が入院でき る よ う

にする ため、 都道府県において、 都道府県連携協議会等を 活用し 保健所や医療機

関、 高齢者施設等と の連携強化を 図る 。 ま た、 都道府県は、 保健所設置市区に対

する 平時から の体制整備等に係る 総合調整権限や、 感染症発生・ ま ん延時の指示

権限を適切に行使し ながら 、 円滑な入院調整体制の構築、 実施を図る 。  

 病床がひっ 迫する 恐れがある 際には、 新型コ ロ ナ対応での実績を 参考に、 国が示

す入院対象者の基本的な考え方（ 例えば、 重症患者や、 中等症以下の患者の中で

特に重症化リ ス ク の高い者など 入院治療が必要な患者を 優先的に入院さ せる など ）

について、 都道府県は、 地域での感染拡大の実情に応じ 、 地域の関係者間で、 そ

の考え方も 参考に、 入院対象者等の範囲を 明確にし ながら 、 患者の療養先の振り

分けや入院調整を 行う 。 こ の際、 地域の関係者間でリ アルタ イ ム で受入可能病床

情報の共有を行う  Web シス テムの構築等の取組も 参考と する 。  

 自宅療養者等の症状が急変し た場合の入院機能を 補完する 受け皿等と し て、 新型

コ ロ ナ対応において、 臨時の医療施設・ 入院待機施設（ ※） を 設置し てき た実績

を 参考に、 都道府県は、 新興感染症の感染が急拡大する こ と に備え、 平時から 設

置・ 運営の流れ等を確認し ておく 。  

（ ※） 入院待機患者や、 症状が悪化し た自宅・ 宿泊療養者等を一時的に受け入れて

酸素投与等の必要な処置を行う 施設 
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F) 協定により確保する病床と基準病床制度の関係 

 令和４ 年の医療法の改正によ り 、 病床過剰地域においても 、 新興感染症発生・ ま ん

延時には、 特例的な増床を認めら れる 旨法律上明記さ れたと こ ろであり 、 発生・ ま

ん延時において、 基準病床数の範囲を超えて増床を許可し て対応する こ と を内容と

する 協定を締結する こ と は可能である が、 平時において許可する こ と を認めている

も のではないため、 都道府県は有事の際に迅速に特例病床の許可の手続き を行う 。  

（参考）地域医療構想との関係 

 新興感染症に対応する 場合においても 、 地域医療構想の背景である 人口構造の変化 

や地域の医療ニーズなどの中長期的な状況や見通し には変わり ない。 感染拡大時の 

短期的な医療需要には各都道府県の医療計画に基づき 機動的に対応する こ と を前提 

に、 地域医療構想についてはその基本的な枠組み (病床の必要量の推計・ 考え方な 

ど )を維持し つつ、 計画 Plan→実行 D o→測定・ 評価 Check→対策・ 改善 Act（ 以

下、「 PD CA」）  サイ ク ルを通じ て着実に取組を進める 。 ま た、 国は、 新型 コ ロ ナ

対応や今般の新興感染症への対応の施行に当たっ て 顕在化する 課題について 、  

2025 年以降の地域医療構想の策定に向けた課題整理・ 検討の中で反映さ せる こ と

と し ている 。  

 

②発熱外来について 

【見直しのポイント】 
  新興感染症の発熱外来を担当する医療機関（第二種協定指定医療機関）を規定 

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ対応時には、 帰国者・ 接触者外来を設置する 医療機関以外においても 、

「 診療・ 検査医療機関」 と し て、 発熱患者等の診療を担う こ と と なったが、 地域の

医療機関において、 感染症患者の治療のための感染対策等が不十分である 等の理由

で、 当初は対応する 医療機関が十分でなかった。  

 

② 改定の概要 

 上記の課題を解決する ため、 改正感染症法では、 発熱外来に関し て、 事前に都道府

県と 医療機関の間で、 医療措置協定を締結する こ と と なった。  

ま た、 都道府県は新興感染症のま ん延時に備えた検査体制について、 基本指針にお

いて医療機関等と の協定によ り 平時から 計画的に準備を行う こ と が求めら れており 、

発熱外来を行う 医療機関についても 、 検査に関する 協定締結を検討する こ と が必要

と なる 。（ 検査に関する 協定については P17 に記載）  

 

 A)  第二種協定指定医療機関について 

 発熱外来の医療措置協定を締結する 医療機関は、 新型コ ロ ナ対応の診療・ 検査医療

機関の施設要件を参考に、 発熱患者等専用の診察室（ 時間的・ 空間的分離を行い、

プレ ハブ・ 簡易テン ト ・ 駐車場等で診療する 場合を 含む。） を 設けた上で、 予め発
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熱患者等の対応時間帯を住民に周知又は地域の医療機関等と 情報共有し て、 発熱患

者等を受け入れる 体制を構築する 。 ま た、 関係学会等の最新の知見に基づく ガイ ド

ラ イ ン等を参考に、 院内感染対策（ ゾーニング、 換気、 個人防護具の着脱等を含む

研修・ 訓練等） を適切に実施し 、 発熱外来を行う 。  

 救急医療機関においては、 入院が必要な疑い患者の救急搬送等が想定さ れる こ と か

ら 、 受入れ先が確保さ れる よ う 、 都道府県において二次救急医療機関等と の間で発

熱外来に係る 協定締結について検討する 。 都道府県は、 疑い患者を含めた感染症医

療と 通常医療の確保のため、 救急医療を含め、 地域における 医療機関の機能や役割

を踏ま えた連携体制を構築する 。  

 数値目標について、 ま ずは新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制（ ＊） を目指す。  

（ ＊） 全国では令和 4 年 12 月時点で診療・ 検査医療機関： 4.2 万箇所だったこ と を参考に、

各都道府県で最大値を設定する 。  

 都道府県は、 新型コ ロ ナ対応も 参考に、 協定の締結状況・ 履行状況等について、 報

告・ 公表の枠組みを構築する 。 都道府県は、 それに沿って、 医療機関がＧ －ＭＩ Ｓ

を 活用し て都道府県に報告し た情報に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況

を 報告する と と も に、 その内容の一部を 公表する 。 公表に当たっては、 措置の状況

については、 診療時間や対応可能な患者（ 例えば小児等） など 、 患者の選択に資す

る よ う 、 都道府県は、 協定の内容について、 ホーム ページ等ででき る 限り 分かり や

すく 公表する と と も に、 当該公表をし ている 旨の周知を図る 。  

 

B） 外来における地域の診療所の役割 

 改正感染症法によ り 、 各医療機関の機能や役割に応じ た協定を締結し 、 新興感染症

発生・ ま ん延時に発熱外来や自宅療養者に対する 医療等を担う 医療機関をあら かじ

め適切に確保する こ と と し ている 。 地域の診療所が感染症医療を 行う こ と ができ る

場合は、 可能な限り 協定を締結する 。  

 ま た、 感染症医療以外の通常医療を 担う 診療所も 含め、 日頃から 患者のこ と をよ く

知る 医師、 診療所等と 、 感染症医療を担う 医療機関が連携する こ と が重要である こ

と から 、 診療所も 含め全ての医療機関は、 協定締結の協議に応じ る 義務がある と こ

ろ 、 都道府県は、 協定締結に先立つ調査や協議も 活用し ながら 、 地域における 感染

症医療と 通常医療の役割を確認し 、 連携を促す。  

 地域の診療所が感染症医療以外の通常医療を 担っている 場合は、 患者から の相談に

応じ 発熱外来等の適切な受診先の案内に努める 。 その際は、 当該患者に対し て、 自

身の基礎疾患等や、 受けている 治療内容、 自院での受診歴など の情報を当該受診先

にお伝えする こ と や、 お薬手帳を活用する こ と など 助言する 。 その際、 当該受診先

は、 オンラ イ ン 資格確認等シス テム 等を 活用し て、 マイ ナン バーカード を持参し た

患者の同意を得て、 診療・ 薬剤情報等を 確認する こ と によ り 、 よ り 正確な情報に基

づいた当該患者に合った医療を提供する こ と が可能と なる 。  
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③自宅療養者等に対する医療の提供について 

【見直しのポイント】 
  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（第二種協定指定医療機関）を
規定 

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ発生前ま では、 新興感染症の患者は入院医療が前提と なっており 、 自宅

療養者等に対する 医療の提供の仕組みがなかっ た。 新型コ ロ ナ対応を踏ま えて、 都

道府県と 自宅療養者等に対する 医療の提供を行う 医療機関と の間で、 医療措置協定

を締結する こ と と なった。  

 

② 改定の概要 

A) 協定指定医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所）について 

 自宅・ 宿泊療養者・ 高齢者施設での療養者等への医療の提供を行う 協定締結医療機

関（ 病院、 診療所、 薬局、 訪問看護事業所） は、 新型コ ロ ナ対応と 同様、 病院、 診

療所は、 必要に応じ 、 薬局や訪問看護事業所と 連携し 、 ま た、 各機関間や事業所間

でも 連携し ながら 、 往診やオンラ イ ン診療等、 訪問看護や医薬品対応等を 行う 。 機

関間や事業所間の連携に当たっては、 必要に応じ 、 通常医療の確保のため、 後方支

援や人材派遣の協定を活用し た体制の確保を図る 。 ま た、 自宅療養者等が症状悪化

し た場合に入院医療機関等へ適切につなぐ 。 診療所等と 救急医療機関と の連携も 重

要である 。 さ ら に、 関係学会等の最新の知見に基づく ガイ ド ラ イ ン等を参考に、 感

染対策（ ゾーニン グ、 換気、 個人防護具の着脱等を含む研修・ 訓練等） を 適切に実

施し 、 医療の提供を行う こ と を基本と する 。  

 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う 際は、 患者の容体の変化等の場

合に迅速に医療につなげる ためにも 、 あわせてでき る 限り 健康観察の協力を行う 。

数値目標について、 ま ずは新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制（ ＊） を目指す。  

（ ＊） 全国では令和 4 年 12 月時点で、 健康観察・ 診療医療機関： 約 2.7 万医療機関、 自宅

療養者等のフォ ロ ーを行う 薬局： 約 2.7 万箇所、 訪問看護ス テーショ ン： 約 2.8 千箇所

だったこ と を参考に、 各都道府県で最大値を設定する 。  

 都道府県は、 新型コ ロ ナ対応も 参考に、 協定の締結状況・ 履行状況等について、 報

告・ 公表の枠組みを構築する 。 都道府県は、 それに沿って、 医療機関がＧ －ＭＩ Ｓ

を 活用し て都道府県に報告し た情報に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況

を 報告する と と も に、 その内容の一部を 公表する 。 公表に当たっては、 患者の選択

に資する よ う 、 都道府県は、 協定の内容について、 ホーム ページ等ででき る 限り 分

かり やすく 公表する と と も に、 当該公表をし ている 旨の周知を図る 。  

 

B)  高齢者施設等に対する医療支援について 

 入所者の症状等に応じ 、 高齢者施設等で療養する 場合も あり 、 新型コ ロ ナ対応での

実績（ ※１ ） を参考に、 都道府県は、 県内医療機関の調査や協定締結の協議の中で、

医療機関が担う 高齢者施設等（ ※２ ） に対する 医療支援体制について、 連携状況も
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含め確認し ながら 、 医療機関と の間で協定を締結する 。  

（ ※１ ） 各都道府県で、 高齢者施設等から の連絡等によ り 、 施設内での感染発生から  24 時

間以内に感染制御・ 業務継続支援チームを 派遣でき る 体制を整備。 ま た、 全ての施設で、

医師や看護師によ る 往診・ 派遣が可能な医療機関の事前の確保等を実施 

（ ※２ ） 介護老人福祉施設（ 地域密着型を含む）、 介護老人保健施設、 介護医療院、 特定施

設入居者生活介護（ 地域密着型を 含む）、 認知症対応型共同生活介護、 養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、 有料老人ホーム及びサービス 付き 高齢者向け住宅を想定 

 都道府県において、 高齢者施設等に対し て、 国が提供する 感染対策等に関する ガ

イ ド ラ イ ン 等を 参考に、 感染症対応に必要と なる 情報・ ノ ウ ハウ （ 例： PPE の着

脱指導等） を 提供する 。 ま た、 高齢者施設等と 協力医療機関を 始めと する 地域の

医療機関と の連携について、 実効性のある も のと する ため、 都道府県連携協議会

等を 活用し 高齢者施設等と 医療機関と の連携の強化を 図る 。 その際、 高齢者施設

等の配置医師等の役割も 重要である 。  

ま た、 都道府県は、 都道府県連携協議会等を 通じ 、 医療機関（ 救急医療機関を 含

む。） のほか、 消防機関等と の連携、 役割を 確認し 、 高齢者施設等に対する 救急医

療を含めた医療支援体制等を確認し ておく こ と が重要である 。  

 

C)  障害者施設等に対する医療支援について 

 新興感染症発生・ ま ん延時において、 障害者施設等の入所者が施設内で療養する

際  、 必要な場合に医師や看護師によ る 往診・ 派遣等の医療を確保でき る 体制と す

る こ と は重要であり 、 医療従事者の施設への往診・ 派遣等の必要な医療体制を確保

でき る よ う 取り 組む。  

 都道府県において、 障害者施設等に対し て、 国が提供する 感染対策等に関する ガイ

ド ラ イ ン 等を 参考に、 感染症対応に必要と なる 情報・ ノ ウ ハウ （ 例： PPE の着脱

指導等） を提供する と と も に、 障害者施設等と 協力医療機関を始めと する 地域の医

療機関と の連携について、 実効性のある も のと する ため、 都道府県連携協議会等を

活用し 障害者施設等と 医療機関と の連携の強化を図る 。 その際、 障害者施設等の配

置医師等の役割も 重要である 。  

 ま た、 都道府県は、 都道府県連携協議会等を 通じ 、 医療機関（ 救急医療機関を 含

む。） のほか、 消防機関等と の連携、 役割を 確認し 、 障害者施設等に対する 救急医

療を含めた医療支援体制等を確認し ておく こ と が重要である 。  

 

D)  歯科保健医療提供体制について 

 新興感染症発生・ ま ん延時においても 、 在宅療養患者等に対する 口腔の管理は重要

であり 、 歯科衛生士も 活用し ながら 、 必要と なる 在宅歯科医療や高齢者施設等と の

連携が円滑に実施でき る 体制を含め、 地域の実情を踏ま えた歯科保健医療提供体制

の構築を進める 。  
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④後方支援について 

【見直しのポイント】 
  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 
 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ発生時、 新興感染症患者を受け入れる 入院医療機関のひっ迫を解消する

ため、 入院患者の転院や後方施設での受け入れが試行さ れたが、 多様な要因によ り

必ずし も ス ムーズに行われなかった。 転出側と し ては、 患者・ 家族の理解、 病院ス

タ ッ フ の理解の難し さ のほか、 病院経営面から も 転院にはメ リ ッ ト が少なく 、 ま た

受入側においては、 院内感染のリ ス ク や風評被害の懸念等があったと 考えら れてい

る 。  

 ま た、 重症化し た患者の入院日数が長期化し たこ と も 医療機関の病床逼迫の一因と

さ れている 。 罹患後、 長期入院中の患者の感染性はそれほど 高く なく 、 一般の医療

機関においても 受入れが可能と 思われたが、 転院調整は容易ではなかった。  

 緊急時に対応可能な入院病床を確保する ためには地域の関係機関間で役割分担を行

う こ と が重要と なる 。  

 

② 改定の概要 

 後方支援の協定締結医療機関は、 通常医療の確保のため、 ①特に流行初期の感染

症患者以外の患者の受入や、 ②感染症から 回復後に入院が必要な患者の転院の受

入を行う 。  

 都道府県は、 こ れら の後方支援を 行う 医療機関と 協定を 締結する 。 都道府県は、

こ れら の後方支援を 行う 医療機関と 協定を 締結する 。  後方支援を 行う 医療機関は、  

新型コ ロ ナ対応での実績を 参考に 、 自治体や都道府県医師会、 都道府県病院団体

及び支部によ る 協議会や、 既存の関係団体間連携の枠組み等と 連携し た上で、  感

染症患者以外の受入を 進める 。  都道府県は、 協定の履行のため、 当該連携を 推進

する など受入の調整を図る 。  

 病床確保等を 行う 協定締結医療機関の後方支援によ り 、 当該医療機関の感染症対

応能力の拡大を図る 。  

 数値目標について、 ま ずは新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制（ ＊） を 目指

す。  

（ ＊） 全国では令和４ 年 12 月時点で 約 3.7 千機関だったこ と を参考に、 各都道府県で最大

値を設定する 。  

 ま た、 後方支援を行う 協定締結医療機関数は、 病床確保の協定締結医療機関の対応

能力の拡大のためにも 、 その数を上回る こ と を目指す。  

 都道府県は、 新型コ ロ ナ対応も 参考に、 協定の締結状況・ 履行状況等について、 報

告・ 公表の枠組みを構築する 。 都道府県は、 それに沿って、 医療機関がＧ －ＭＩ Ｓ

を活用し て都道府県に報告し た情報に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況

を報告する と と も に、 その内容の一部を公表する 。 公表に当たっては、 患者の選択
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に資する よ う 、 都道府県は、 協定の内容について、 ホームページ等ででき る 限り 分

かり やすく 公表する と と も に、 当該公表をし ている 旨の周知を図る 。  

 

⑤人材派遣について 

【見直しのポイント】 
  感染症医療担当従事者等の派遣 

 

① 背景と課題 

 緊急時の人材派遣については、 感染症危機を 想定し た制度は存在し なかっ た。 新

型コ ロ ナ対応においては、 都道府県等が調整し 、 医療従事者を 派遣する 取組が行

われた。  

 改正感染症法では、 派遣さ れる 人材派遣について、 あら かじ め準備を し ておく こ

と を想定し て、 制度化さ れた。  

 

② 改定の概要 

感染症医療担当従事者等の派遣 

 派遣さ れる 人材には、 ①感染症患者に対する 医療を 担当する 医師、 看護師その他

の医療従事者（ 以下「 感染症医療担当従事者」 と いう 。） と ②感染症の予防及びま

ん延を 防止する ための医療提供体制の確保にかかる 業務に従事する 医師、 看護師

その他の医療関係者（ 以下「 感染症予防等業務関係者」 と いう 。） がある 。  

 公的医療機関等、 人材派遣の協定を 締結する 医療機関は、 あら かじ め準備し 、 迅

速かつ一定規模以上の人材派遣を 実施する こ と と なっ た。 ま た、 都道府県内での

派遣に加え、 ひっ 迫する 地域の都道府県知事から の要請や厚生労働大臣によ る 総

合調整によ り 他の都道府県への派遣も 可能と なった（ 図 8）。  

 

第 72 回厚生科学審議会感染症部会（ 令和 5 年２ 月 17 日） 参考資料 2－１  

図 8 感染症発生・ ま ん延時における 広域的な医療人材派遣 

 



32 

A) 人材派遣について 

 人材派遣の協定締結医療機関は、 １ 人以上の医療従事者を 派遣する こ と を 基本と

する 。  

 数値目標について、 ま ずは新型コ ロ ナ対応での最大値の体制（ ＊） を目指す。  

（ ＊） 全国では令和 4 年 12 月時点で約 2.7 千医療機関： 医師約 2.1 千人、 看護師約 

４ 千人だったこ と を参考に、 各都道府県で最大値を設定する 。  

 人材派遣の協定締結医療機関は、 自院の医療従事者への訓練・ 研修等を 通じ 、 対

応能力を高める 。  

 派遣さ れる 医療人材の身分、 手当、 補償等の労働条件の明確化に資する よ う 、 国

は、 都道府県が医療機関と の協定締結の協議の際の参考と なる 、 協定のモデル例

を示す。  

 都道府県は、 新型コ ロ ナ対応も 参考に、 協定の締結状況・ 履行状況等について、

報告・ 公表の枠組みを 構築する 。 都道府県は、 それに沿っ て、 医療機関がＧ －Ｍ

Ｉ Ｓ を 活用し て都道府県に報告し た情報に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置

の状況を報告する と と も に、 その内容の一部を公表する 。  

 こ のほか、 感染制御・ 業務継続支援チーム （ ＊１ ） 及び所属し ている 医療従事

者・ 感染管理専門家の確保について、 地域の実情に応じ 必要が認めら れる 場合は、

数値目標（ ※２ ） を定めながら 、 確保し ていく 。  

（ ＊１ ） 高齢者施設等において入所者にコ ロ ナ陽性者が発生し た場合に、 施設等

から の連絡・ 要請に応じ て派遣し 、 感染制御・ 業務継続支援を行う チーム。  

（ ＊２ ） 全国では令和 4 年 12 月時点で人数（ 約 4.6 千人）、 チーム数（ 約 170 チ

ム） だったこ と を参考に、 各都道府県で最大値を設定する 。  

 

B) 派遣される医療人材の処遇等ついて 

 派遣さ れる 医療人材の身分、 手当、 補償等の労働条件の明確化に資する よ う 、 国

が示す都道府県と 医療機関と の協定のモデル例を参考と する 。  

 

C) 都道府県が他の都道府県等に広域派遣の応援を依頼する場合の判断基準 

 改正感染症法によ り 、 広域人材派遣に関し て、 国と 都道府県の役割分担や発動要

件が明確化さ れ、 具体的には、 ま ずは県内で人材の融通を 行う こ と と し た上で、

県内だけでは人材確保が難し い場合は、 都道府県が他の都道府県に直接応援を 求

める こ と ができ る こ と と さ れ、 さ ら に、 当該都道府県が他の都道府県に比し て医

療のひっ 迫が認めら れる 等の場合には、 国に対し 、 他の都道府県から の医療人材

の確保の応援を 求める こ と 等の仕組みを 規定する こ と で、 迅速かつ広域にわたる

医療人材の確保について調整を行う こ と と さ れている 。  

 こ の「 ひっ 迫等が認めら れる 等の場合」 については、 都道府県が、 陽性者数、 病

床使用率、 医療従事者の欠勤者数など の事情を 総合的に勘案し 判断し 、 国に対し

て応援を求める も のと する 。  
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参考） 国による広域派遣の応援について 

 国は、 感染の早期の段階など において、 協定の枠組みを 超えた対応を 要する 場合

には、 適宜関係者等も 連携する など 、 機動的な対応を検討する 。  

 国が直接派遣を 要請でき る 医療機関は、 改正感染症法に規定さ れた公立・ 公的医

療機関等のほか、 特定機能病院や地域医療支援病院、 広域的な医療人材派遣も 想

定さ れている DM AT・ DPAT 等の在籍する 医療機関を対象と する 。  

 国が直接派遣を 要請でき る 医療機関が都道府県から も 派遣要請を 受けていた場合

は、 国において、 都道府県の感染状況や医療人材の確保状況等を 勘案し 、 都道府

県の意見を聴き ながら 、 派遣元と なる 医療機関と 調整し 派遣の要請を行う 。    

 

個人防護具の備蓄について 

【見直しのポイント】 
  医療機関における個人防護具の備蓄 

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の発生初期段階で、 医療用マ ス ク 等の個人防護具

（ PPE） については、 世界的需要が高ま る 中で輸入が停滞する 等によ り 、 不足が

顕在化し た。  

 令和 2 年 3 月以降、 医療現場での PPE の需給逼迫に対し 、 国は、 都道府県を通じ

た医療機関への無償のプッ シュ 型配布等を実施し てき た。 医療機関でも 、 PPE の

購入や確保に取り 組み、 PPE の現場備蓄と し て一定量を保有する に至っている 。  

※ G-M IS 週次報告対象医療機関の全体の備蓄量（ 推計） は、 物資によ り 、 その使

用量の 2 ヵ 月分～7 ヵ 月分（ 令和 3 年及び令和 4 年平均値） と なっている 。  

 

 

② 改定の概要 

 こ のよ う な経緯を 踏ま え次の感染症危機に適切に備える ため、 今般、 感染症法改

正の中で、 都道府県等が、 平時に、 新興感染症の対応を 行う 医療機関（ 検査機関）

と 協定を締結する こ と を法定化し 、 医療機関（ 検査機関） での必要な PPE の備蓄

を協定の任意的事項と し て位置付けている 。  

※ 改正感染症法によ る 医療機関と の医療措置協定は、 都道府県が医療機関と 締結す

る 。  

※ 改正感染症法によ る 検査機関（ 宿泊施設） と の検査等措置協定は、 都道府県等が

検査機関（ 宿泊施設） と 締結する 。  

※ 医療措置協定及び検査等措置協定において、 PPE の備蓄は任意的事項と さ れて

いる 。 PPE の備蓄の実施について協定で定める こ と が推奨さ れる が、 PPE 備蓄に

ついては定めないで協定を締結する こ と も でき る 。  

 

 協定締結医療機関（ 病院・ 診療所・ 訪問看護事業所） が PPE の備蓄の実施につい
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て協定で定める 場合、 備蓄量は医療機関の使用量 2 ヵ 月分以上と する こ と を推奨

する 。  

   ※ 「 2 ヵ 月」 については、 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 期間と し て設定する 。  

 「 使用量 2 ヵ 月分」 以外でも 、 例えば「 使用量 1 ヵ 月分」 や「 使用量 3 週間分」、

「 使用量 3 ヵ 月分」 など 、 医療機関（ 検査機関） が設定する 備蓄量で協定を定め

る こ と ができ る 。 協定では、 その医療機関（ 検査機関） の使用量が新興感染症発

生・ ま ん延時における どのよ う な期間の分かを明ら かにし て備蓄量を定める 。  

 

＜対象物資（ 品目） ＞ 

○ PPE 備蓄の対象物資（ 品目） は、 病院、 診療所及び訪問看護事業所については、

サージカルマス ク 、 N95 マス ク 、 アイ ソ レ ーショ ンガウ ン、 フ ェ イ ス シールド 及び

非滅菌手袋の 5 物資と する 。  

※ N95 マス ク については、 DS2 マス ク での代替も 可能と する 。  

※ アイ ソ レ ーショ ンガウ ンには、 プラ ス チッ ク ガウ ンも 含ま れる 。  

※ フ ェ イ ス シールド については、 再利用可能なゴ ーグルの使用での代替も 可能と  

する 。 こ の場合において、 ゴーグルは再利用が可能であり 、 有事における その医

療機関での 1 日当たり 使用量を備蓄する こ と を推奨する 。 必要人数分の必要量を

確保し ていれば、 フ ェ イ ス シールド の備蓄を する こ と を 要し ないも のと し 、 かつ、

フ ェ イ ス シールド の使用量 2 ヵ 月分を確保し ている のと 同等と し て取り 扱う 。  

※ 薬局、 検査機関及び宿泊施設については、 対象物資は任意と する 。  

 

＜備蓄量＞ 

○ 協定で定める 備蓄量（ その医療機関（ 検査機関） の使用量のど のよ う な期間の分か）

は、 5 物資全部について一括し て設定する か、 物資を分けて、 又は各物資ごと に設

定する 。  

※ 病院、 診療所及び訪問看護事業所が 5 物資全部について一括し て、 新興感染症発

生・ ま ん延時における 使用量 2 ヵ 月分以上で設定し 、 協定で定める こ と を推奨する 。  

○ 協定で定める 備蓄量（ 物資別の具体的数量） は、 こ れま でのコ ロ ナ対応での平均的

な使用量で設定する 。  

※ 使用量 2 ヵ 月分を 定める 場合、 その医療機関（ 検査機関） のこ れま でのコ ロ ナ 

対応での平均的な使用量で 2 ヵ 月分を設定する 。 特定の感染の波における 使用量で

の 2 ヵ 月分ではなく 、 令和 3 年や令和 4 年を通じ た平均的な使用量で 2 ヵ 月分を設

定する 。  

 医療措置協定で定める 備蓄量は、 その医療機関の施設と し ての使用量で設定する 。  

※ その医療機関の新興感染症診療部門以外での使用量も 含ま れる 。  

※ その医療機関が検査を 実施する ための使用量も 含め、 施設全体での使用量と し  

て設定する 。  

 検査等措置協定で定める 備蓄量は、 その検査機関の施設と し ての使用量で設定す

る 。  
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※ 医療機関が医療措置協定兼検査等措置協定を 締結する 場合も 、 施設全体での使 

用量と し て設定する 。 医療機関が医療措置協定と 検査等措置協定の両方を別々に締

結する 場合は、 PPE 備蓄については医療措置協定で規定し 、 医療措置協定で定め

る 備蓄量は、 その医療機関が検査を実施する ための使用量も 含め、 施設全体での使

用量と し て設定する 。  

 PPE の使用の実態は各医療機関（ 検査機関） によ って様々であり 、「 使用量 2 ヵ 月

分」 など の各物資ご と の具体的数量は各医療機関（ 検査機関） が設定し 、 協定で

定める も のと する 。  

※ 各物資ごと の具体的数量の設定に当たっ ては、 G-M IS 週次報告対象医療機関に

ついては、 同週次報告での「 1 週間想定消費量」 の回答を必要に応じ 活用でき る 。

ま た、「 感染症法に基づく 「 医療措置協定」 締結等のガイ ド ラ イ ン 」 で、  G-M IS

週次調査等から 規模別・ 物資別の平均消費量を 整理し ている ので、 必要に応じ 参

考にする 。  

 

＜備蓄の運営方法等＞ 

○ 協定締結によ る PPE の備蓄は、 平時において、 物資を購入し て保管し 、 使用期限

が来たら 廃棄する のではなく 、 平素から 備蓄物資を有効に活用し ていただく 観点か

ら 、 備蓄物資を順次取り 崩し て一般医療の現場で使用する 、 回転型での運営を推奨

する 。 その上で、 備蓄に関する 平時の支援については、 国において保管施設整備費

の支援について検討する 。  

※ 回転型などの運営方法については、 協定で定めなく ても よ い。  

※ 医療機関の PPE の備蓄量は、 使用量 1 ヵ 月分以上の施設が各 PPE で 82% 以上と

なっている ほか、 平均で、 物資によ り 使用量 2～7 ヵ 月分と なっており （ G-M IS 調

査によ る 令和 3 年令和 4 年平均値）、 こ れをベース に、 回転型の備蓄に取り 組んで

いただく こ と ができ る と 考えら れる 。  

○ 回転型での運営のために、 施設内に保管施設を確保する こ と が望ま し いが、 施設外

の保管施設を利用する など によ り 使用量 2 ヵ 月分など の備蓄を確保する のでも よ い。   

※ こ のほか、 例えば、 ①物資の取引事業者と の供給契約で、 取引事業者の保管施設

で備蓄を 確保する 方法や、 ②物資の取引事業者と 提携し 、 有事に優先供給を し て

いただく 取り 決めを する こ と で、 平時においては物資を 購入する こ と なく 、 備蓄

を確保する 方法でも よ い。  

      ○ 上記のよ う な備蓄の運営方法については、 協定締結のプロ セス において、 都道府県

担当者から 共有を図る こ と にご留意いただき たい。  

○ なお、 実際の有事において、「 使用量 2 ヵ 月分」 の想定以上に需要が急増し 、 一方

で供給が確保さ れず物資が不足する 事態が生じ た場合には、 国の備蓄等で対応する

こ と を想定し ている 。 国の備蓄等の対応は、 協定で「 使用量２ ヵ 月分」 を定めた医

療機関のほか、 協定で「 使用量１ ヵ 月分」 等を定めた医療機関や協定で備蓄を定め

ていない医療機関も 含めて想定する 。  
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(５) 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項 

【見直しのポイント】 
 以下の事項を検討することが基本指針で明示された 

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体制に係る事項、圏域を越えた移送について 

 

① 背景と課題 

 国内において、 感染症法に規定する 一類感染症、 二類感染症、 新型イ ンフ ルエン

ザ等感染症、 指定感染症、 新感染症の発生時に、 都道府県知事等は、 感染症指定

医療機関へ移送する こ と と さ れている （ 感染症法第 21 条及び第 26 条）。  

 2014 年に西アフリ カを中心にエボラ 出血熱が流行し た際、 患者等の移送に関し 、

消防機関の協力について、 総務省と 厚生労働省の連名で覚書「 エボラ 出血熱患者

の移送に係る 保健所等に対する 消防機関の協力について（ 平成26 年11 月28 日）」

1が発出さ れ、 一部の都道府県等においては、 新型コ ロ ナ発生前から 消防機関と の

間で協定を締結し 、 新型コ ロ ナ対応時にも 連携し た対応がと ら れた。  

 新型コ ロ ナ対応時、 厚生労働省から 事務連絡「 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症患者等

の移送及び搬送について（ 令和 2 年 5 月 27 日）」、 消防庁から 「 都道府県知事等か

ら 消防機関に対し て移送協力の要請をする 場合の留意事項」 2が発出さ れた。 その

後、 多く の自治体において本庁・ 保健所・ 消防機関が連携し た移送体制が整備さ

れる と と も に民間救急機関と の連携も 多く みら れた（ 表 5）。  

 新型コ ロ ナ対応における 課題と し ては、  

・  自宅療養等に関し て症状が悪化し た場合の体制が不十分であったこ と  

・  救急現場で新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の陽性者である こ と が確認さ れた場合に、 救

急隊が、 保健所に連絡し て受入先の医療機関等について判断を仰いでも 、 保健所が業

務ひっ迫によ り 対応が困難なケース や、 救急隊で受入先の選定を行う こ と と なった場

合に、 対応可能な医療機関の情報があら かじ め都道府県等と 消防機関と の間で共有さ

れていないケース 等があった 

等の点があり 、 こ う し た課題を踏ま えて平時から の備えを行う 必要がある 。   

 

表 5 （ 参考） 新型コ ロ ナ対応時の移送対応例 

区分 新型コ ロ ナの移送対応例 

 自宅 

  ⇒医療機関 

流行初期 ・ 軽症者も 含め陽性者全員が入

院と なる 間は、 保健所等が移

送。（ 自治体直営の例が多い）  

・ 重 症 者 は 救 急 搬 送 

（ 消防機関又は民間事業

者）  第５ 波 

以降 

・ 軽症者は民間委託又は保健所

等によ る 移送 

 宿泊施設 

  ⇒医療機関 

通期 ・ 救急搬送（ 消防機関又は民間事業者）  

※ 宿泊施設から 医療機関に移送さ れる 例は、 症状が急変し 、

入院が必要になる 例が大部分である ため、 救急搬送が基本

 
1 https://www .m hlw .go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20141128_ 01.pdf 

2 https://www .fdm a.go.jp/laws/tutatsu/item s/200527_ kyuuki_ 02.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20141128_01.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200527_kyuuki_02.pdf
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区分 新型コ ロ ナの移送対応例 

と なる こ と が多い 

 医療機関 

  ⇒医療機関 

 （ 後 方 医 療 施

設）  

通期 ・ 医療機関（ 又は保健所）  

※ 医療機関同士の移送については自治体が関与し ない例も 多

い。 ま た、 後方医療施設への移送は患者の症状が落ち着い

ている 場合が多い。  

 

② 改定の概要 

• 移送の実施主体は都道府県等である こ と を 念頭に置き つつ、 都道府県連携協議

会など を通じ 、 消防機関や民間事業者と 連携し 、 移送患者の対象等に応じ た役

割分担について協議をし ておく こ と 。  

• 緊急時の感染症患者の移送について、 自治体の職務の役割にと ら われず、 平時

から 役割分担、 人員体制を検討し ておく こ と 。  

• 新興感染症患者の移送に必要な車両の確保、 民間救急等へ業務委託の協定を 締

結し ておく こ と が望ま し い。 特に配慮を 必要と する 方の移送については高齢者

施設等の関係団体等と も 連携し ておく 。 ま た、 平時から 、 関係者を含めた移送

訓練等を定期的に計画し 、 実施する こ と が望ま し い。  

• ま た、 緊急時の圏域を越えた移送について、 予め協議を行なっておく こ と 。  

 

(６) 目標に関する事項 

 

（ ２ ． ２  数値目標の考え方で示す。）  
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(７) 宿泊施設の確保に関する事項 

【見直しのポイント】 
 民間宿泊業者等と 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 宿泊施設の確保。  

 民間宿泊業者等と 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。  

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ発生前ま では、 新興感染症の患者は入院医療が前提と なっており 、 宿

泊療養等の仕組みがなかっ た。 新型コ ロ ナ発生時、 軽症者についても 隔離目的に

よ る 入院患者が発生し たこ と から 、 短期間に急増する 軽症者対応のために病床が

ひっ 迫し た例も みら れ、 軽症者に対する 宿泊療養等が法定化さ れたが、 宿泊療養

施設の確保が難し いケース があった。  

 

② 改定の概要 

 令和３ 年の感染症法の改正によ り 宿泊療養・ 自宅療養が法律に位置付けら れた。

ま た、 令和４ 年の改正感染症法によ り 、 宿泊施設の提供について、 都道府県と 民

間宿泊施設と の間で協定を締結する 仕組みが導入さ れた。  

 新興感染症が発生し た場合には、 重症者を優先する 医療体制へ移行する こ と が想

定さ れる 。 こ のため、 都道府県等は、 自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制の

ひっ迫を防ぐ 等の観点から 、 新興感染症の特性や、 感染力その他当該感染症の発

生及びま ん延の状況を考慮し つつ、 宿泊施設の体制を整備でき る よ う 、 都道府県

連携協議会等を 活用し 、 関係者や関係機関と 協議の上、 協定の締結等によ り 、 平

時から 計画的な準備を行う こ と が重要である 。  

 特に流行初期において、  民間宿泊業者等と 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する こ と が重要であ

る 。   
 
 

(８) 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 

【見直しのポイント】 
 外出自粛対象者の体調悪化時等に、適切な医療に繋げることができる健康観察の体制を整備。 
 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。 

 外出自粛対象者が高齢者施設等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。 
 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ対応時においては、 感染の急激な拡大に伴い、 宿泊療養者や自宅療養

者は急増し 、 健康観察の必要性が増加する 中、 健康観察の外部委託が進ま ず、 保

健所業務がひっ迫する ケース があった。  
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 自宅療養者が増加する につれて、 健康・ 医療面だけでなく 、 生活支援が必要と な

っ たが、 感染症法上、 保健所を 有し ない市町村の役割が明確でなく 、 こ う し た市

町村と 都道府県と の間の情報共有が円滑に進ま ないなど 地方公共団体間の連携が

十分にでき なかった地域では、 食事の配送が遅れる など の問題があった。  

 

② 改定の概要 

 宿泊・ 自宅療養者の健康観察について、 保健所の業務ひっ 迫を 防ぐ と と も に、 基

礎疾患のある 者等の重症化リ ス ク の高い患者等の容体の急変等を迅速に把握し 、

迅速に医療につなげる 観点から 、 法改正によ り 、 第二種協定指定医療機関その他

医療機関、 地域の医師会又は民間事業者に委託する こ と ができ る こ と と なっ てお

り 、 こ れら の機関等と 連携のう え、 迅速かつ適切に健康観察を 行う こ と のでき る

体制の構築が求めら れる 。  

 宿泊療養施設については、 療養者の療養生活の環境整備のため、 宿泊施設の運営

に係る 体制確保の方策を平時から 検討する と と も に、 新型コ ロ ナ対応で得たノ ウ

ハウ について運営業務マニュ アルと し て取り ま と めておく こ と が必要である 。  

 外出自粛対象者が外出し なく と も 生活でき る よ う にする ため、 市町村の協力や民

間事業者への委託を 活用し つつ、 生活支援等を 行う 体制の確保が必要である 。 ま

た、 介護保険サービ ス や障害福祉サービ ス 等を 受けている 場合には、 介護サービ

ス 事業者や障害福祉サービ ス 事業者等と の連携も 重要である 。  

 都道府県等は、 高齢者施設や障害者施設等において、 協定を 締結し た医療機関と

連携し 、 必要に応じ てゾーニン グ等の感染対策の助言を 行う こ と ができ る 体制を

平時から 確保し ておき 、 新興感染症の発生及びま ん延時において施設内における

感染のま ん延を防止する こ と が重要である 。  

 都道府県等は、 外出自粛対象者の健康観察や生活支援等に当たっては、 積極的に

市町村（ 保健所設置市区を 除く 。） と 連携し 、 必要な範囲で患者情報の提供を 行

う こ と 。 なお、 市町村の協力を 得る 場合は、 都道府県連携協議会等を 活用し 、 あ

ら かじ め情報提供の具体的な内容や役割分担、 費用負担のあり 方について、 協議

し ておく こ と が重要である 。  
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(９) 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 

【見直しのポイント】 
  都道府県と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 

  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 

 

① 背景と課題 

 平時から の感染症対策の備えが不十分であり 、 初動から の保健・ 医療提供体制の

構築について現場レ ベルのオペレ ーショ ンに落と し 込ま れていなかった。  

 ま た、 都道府県と 保健所設置市区と の間で、 入院調整が円滑に進ま ない、 応援職

員の派遣ニーズを 共有でき ない、 迅速な情報共有ができ ないなど 、 連携が十分で

はないケース が見ら れた。  

 

② 改定の概要 

A) 都道府県連携協議会の創設 

 平時から 関係機関が連携でき る 体制を 構築する ため、 都道府県において、 都道府

県及び管内の保健所設置市区を 構成員と する 「 都道府県連携協議会」 を 設置する

こ と と なった（ 令和５ 年４ 月１ 日施行）。  

 都道府県連携協議会においては、 入院調整の方法、 医療人材の確保、 保健所体制、

検査体制や方針、 情報共有のあり 方など について、 平時から 議論・ 協議し 、 その

結果を 踏ま えて、 予防計画を 策定する と と も に、 予防計画に基づく 取組状況を 定

期的に報告し 、 相互に進捗確認し 、 必要に応じ て見直し を 図る こ と が重要である 。  

 予防計画の協議等を 行う 場でも ある 都道府県連携協議会で議論する 内容は広範に

及ぶため、 全体を 統括する 役割と 、 予防計画の項目等に沿っ て各論点ごと に議論

する 役割に分ける こ と も 考えら れる 。 全体を 統括する 場は、 各論点ごと に議論し

た場での検討内容を 踏ま えた上で、 予防計画の協議等を 行う こ と 。 なお、 都道府

県連携協議会において協議が調っ た事項については、 その協議の結果を 尊重する 。  

 都道府県連携協議会の各論点ごと に議論する 場の設置にあたっ ては、 関連する 既

存の協議会等 を活用し て差し 支えないこ と 。 ま た各論点の例と し てⅰ） 医療提供

体制（ さ ら に細かく 分類する こ と も 可）、 ⅱ） 検査体制、 ⅲ） 宿泊療養体制、 ⅳ）

人 材育成関係、 ⅴ） 移送体制、 ⅵ） 宿泊・ 自宅療養者等の療養生活（ 高齢者施設

等における 療養も 含む）、 ⅶ） 保健所体制が考えら れる 。  

 ま た、 都道府県は都道府県連携協議会を通じ 、 予防計画に基づく 取組状況を 関係

者間で共有し 、 進捗確認を 行う こ と で、 平時よ り 感染症の発生及びま ん延を 防止

し ていく ための取組について関係者が一体と なって PD CA サイ ク ルに基づく 改善

を図り 、 実施状況について検証する こ と が求めら れる 。  

（ ※） 都道府県連携協議会については、 予防計画作成の際、 基本指針に合わせ第１

に総論的事項を記載する 場合は、 総論部分に記載する こ と も 検討さ れる 。  
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    都道府県は予防計画に基づく 取組状況を定期的に報告し 、 相互に進捗確認し 、 必

要に応じ て見直し を図る こ と と なる が、 具体的には、 取組や目標達成に向けた活動

を継続的に改善する 手法である PD CA サイ ク ルを活用し ながら 、 進捗管理を実施

する こ と が重要である 。  

① 予防計画に基づく 取組状況の報告・ 進捗確認 

予防計画に基づく 取組状況について、 都道府県が連携協議会の場において現状を

把握する と と も に、 分析の際には、 数値目標の達成状況のみに着目する のではなく 、

その内訳等の詳細も 含めて数値目標に関連する 状況を都道府県連携協議会の構成員

で議論する こ と が重要である 。 ま た、 医療提供体制や検査・ 宿泊療養体制について

は、 協定の履行状況の報告内容を共有する こ と が考えら れる 。 こ れら の現状を踏ま

えて、 設定し た数値目標に向けて解決・ 改善する 必要のある 課題を把握する 。  

＜留意点＞ 

〇 把握し た現状の取組状況は新型コ ロ ナ対応時の体制と 比べてど う か。  

新型コ ロ ナ対応を 振り 返り 、 体制整備の状況に違いが生じ ている か確認する

こ と 等を通し て、 現状の取組を把握する こ と が有意義である 。  

② 予防計画の数値目標の再確認 

予防計画の数値目標について、 都道府県が課題や管内の人口・ 年齢構成の変化等

を踏ま えて見直す必要がないかを検討する 。  

＜留意点＞ 

〇  経年での推移の状況はど う か。  

県内の状況と し て、 ど のよ う な数値目標と なっ ている かを 確認する 。 現状の

分析の際には、 数値目標のみに着目する のではなく 、 数値目標を 参照し つつ予

防計画の項目毎に提供体制の状況を 関係者で議論する こ と が重要である 。 例え

ば、 病床数や宿泊施設数が目標値に達成し た場合でも 、「 相談・ 受診・ 検査」 ～

「 療養先調整・ 移送」 ～「 転退院・ 解除」 ま で一連の患者対応が目詰ま り なく

行われる ためには、 移送や自宅・ 宿泊療養者の健康観察の体制が整備さ れてい

る こ と も 考慮する こ と が必要である 。  

〇 全国や他県と 比較し た相対的な現状はど う か。  

他県や全国平均と の比較を通じ て、 県内の現状を把握する と と も に、 協定の締

結等の実施の参考と する 。 地域間の比較や時系列の比較の際には、 数値目標の多

寡は地域の規模に依存する こ と に注意が必要である 。 例えば、 医療計画では「 人

口（ 10 万人） あたり 」 と し た指標が用いら れる こ と が多く 予防計画の数値目標

を 評価する 際にも 「 人口（ 10 万人） あたり 」 での各体制の整備状況を 全国や他

県と 比較する こ と も 検討する こ と が望ま し い。  

③ 予防計画やそれに基づく 取組の見直し  

②において再確認し た目標と ①で確認し た取組状況を踏ま えて、 目標と 現状にギ

ャ ッ プが生じ ている 部分があれば、 都道府県は都道府県連携協議会を通じ て、 予防

計画自体の見直し や予防計画に基づく 取組（ 例： 協定の締結） の見直し を図る 。  

 人口規模や年齢構成等の状況変化があれば、 適宜数値目標を見直す。 その上で、

設定さ れた数値目標と ①で確認し た取組状況を踏ま えて、 目標と 現状にギャ ッ
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プが生じ ている 部分があれば、 予防計画自体の見直し や予防計画に基づく 取組

（ 例： 協定の締結） の見直し を図る 。 その際には、 現状と 目標と のギャ ッ プが

生じ ている 要因など、 課題を明確にする と と も に、 その要因を解消する ための

必要な改善点を検討する こ と が重要である 。  

［ 課題と 改善点の記載例］  

 宿泊施設の確保について、 ～の地域では確保でき ている が、 ○○の理由によ り

一部～地域では確保が十分でなく 、  目標と 取組状況に乖離がある ため、 更なる

宿泊施設の確保に重点的に取り 組む必要がある 。 都道府県連携協議会を 活用し

ながら 、 多く の民間宿泊事業者と 連携し て、 協定締結に向けてのさ ら なる 交渉

を図る 。   

 

④ 都道府県や国によ る 総合調整、 指示（  

表 6）  

 都道府県知事は、 平時から 感染症発生・ ま ん延時に至る ま で、 感染症の発生及

びま ん延を防止する ため必要がある 場合、 感染症対策全般について、 保健所設

置市区の長、 市町村長、 関係機関に対し て総合調整を 行う 。 ま た、 感染症発

生・ ま ん延時において、 入院勧告等のために必要な場合に限り 、 都道府県知事

は保健所設置市区に指示を行う 。 さ ら に、 都道府県が他の都道府県に直接応援

を求める こ と （ 感染症法第 44 条の４ の２ 第１ 項） に加え、 当該都道府県が他

の都道府県に比し て医療のひっ迫が認めら れる 等の場合には、 厚生労働大臣に

対し 、 他の都道府県から の医療人材の派遣を求める こ と が可能と なった（ 感染

症法第 44 条の４ の２ 第２ 項）。  

 感染症対策の実施については、 基本的に都道府県が主体と なって総合調整を行

う が、 感染症の専門家や保健師等の派遣、 患者の移送等について、 複数の都道

府県や医療機関等に対し て広域的な総合調整を行う 必要がある 場合は、 厚生労

働大臣が都道府県知事、 保健所設置市区の長、 医療機関等に対し て総合調整を

行う 。 ま た、 感染症の発生を予防し 、 又はそのま ん延を防止する ため緊急の必

要がある 場合等において、 厚生労働大臣が都道府県知事、 保健所設置市等に対

し て指示を行う 。  

 

表 6 感染症法における 国・ 都道府県の総合調整・ 指示権限の概略（ 現行と 見直し 案）  
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出所） 第 72 回厚生科学審議会感染症部会（ 令和 5 年２ 月 17 日） 参考資料 2－１  

(１０)  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 

【見直しのポイント】 
  医療従事者や保健所職員等の研修・訓練について、数値目標を設定 

 

① 背景と課題 

 新型コ ロ ナ対応において、 地域において指導的立場を 担う こ と が期待さ れる 病院

に勤務する 医師や看護師など が、 院内感染対策について指導的立場を担っ た例が

見ら れた。  

 保健所職員等の教育研修については、 従来から 国立保健医療科学院、 国立感染症

研究所等において企画さ れ、 都道府県職員等を 対象に実施さ れてき た。 し かし 、

新型コ ロ ナ対応にあたり 、 事前に想定を上回る 能力が求めら れ、 対応に苦慮し た

例も ある 。  

 例えば、 保健所は健康危機管理対策の拠点と し て、 公衆衛生データ の分析や対策

立案等の能力が求めら れた。 地方衛生研究所は、 ゲノ ム 解析等によ る ウ イ ルス の

変異を検査・ 診断する と と も に、 疫学データ を分析する 能力が求めら れた。  

 

② 改定の概要 

 改正感染症法において、「 人材の養成及び資質の向上に関する 事項」 と し て、 医

療機関、 保健所職員や都道府県職員等の研修・ 訓練について、 数値目標を設定す

る こ と が求めら れている 。   

 感染症対応の専門人材と し ては、 医療現場で患者の治療に当たる 感染症の医療専

門職の他にも 、 介護施設等でク ラ ス タ ーが発生し た場合に適切な感染拡大防止対

策を行う ための感染管理の専門家、 感染症の疫学情報を分析する 専門家、 そし て

行政の中においても 感染症対策を担う 人材など、 幅広い人材が求めら れる 。 都道

府県は、 こ れら の専門性に対応し た人材の育成及び資質の向上に資する ため、 国

が行う 研修等に職員を積極的に派遣する 、 又は、 都道府県自ら 講習会等を実施す

る など によ り 、 対応人材の育成を図る こ と が求めら れる 。  

 都道府県においては、 医療機関等と の協定において、 感染症発生・ ま ん延時に必

要と なる 人材の確保や平時から の研修について、 協定の内容に含める こ と が考え

ら れる 。 ま た、 医療従事者に対し て、 上記の研修・ 訓練への参加を促すこ と が必

要と なる 。  

 医療機関等においては、 感染症対応を 行う 医療従事者等の新興感染症の発生を 想

定し た必要な研修・ 訓練を 実施する こ と 、 又は国、 都道府県等若し く は医療機関

が実施する 感染症対応にかかる 医療機関向けの講習会や、 医療従事者向けの動画

配信等の周知、 看護職員の養成研修・ 訓練に医療従事者を 参加さ せる こ と によ り 、

体制強化を 図る こ と が重要である 。 ま た、 新型イ ン フ ルエン ザ等感染症等発生等

公表期間に、 感染症医療担当従事者等を他の医療機関、 宿泊施設及び高齢者施設

等に派遣でき る よ う に平時から 研修や訓練を実施し ておく 。  
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 ま た、 国において、 広域的な人材派遣が想定さ れる DMAT 等における 新興感染

症対応を 明確に位置づける と と も にその養成を 推進する こ と と し ている ため、 育

成さ れた人材の活用と と も に予防計画に取り 込むこ と が考えら れる 。  

 

(１１) 保健所体制の強化 

【見直しのポイント】 
 保健所における危機管理体制を強化 
 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 

 

① 背景と課題 

 感染予防の最前線に立つ保健所は、 日常業務の増加や ICT 化の遅れなどによ り 、

有事に対応する ための余力に乏し い状態にあっ た。 こ う し た状況に加え、 今回の

パン デミ ッ ク を 迎える に際し 、 感染拡大期における 保健所業務の優先順位や、 保

健所と 医療機関、 消防機関、 市町村等と の役割分担や協力関係が不明確であっ た

結果、 感染拡大のたびに保健所業務がひっ迫し た。  

 保健所業務がひっ 迫し た場合に、 保健所のコ アの業務に専念でき る よ う 、 各種報

告や定期的な調査等の通常業務の縮小・ 延期と いっ た業務負荷の低減、 かかり つ

けの医療機関への検査や健康観察の委託、 検体搬送の簡素化、 陽性者の移送につ

いての救急搬送機関と の連携、 事務の外部委託や都道府県での一元化が必要であ

る 。 こ れら については、 順次、 厚生労働省から 各地方公共団体に指針が示さ れた

が、 保健所業務がひっ 迫し た地域であっても 取組はま ちま ちであり 、 ひっ 迫状況

が解消さ れない地域も あった。  

 都道府県と 保健所設置市区の連携や、 保健所業務ひっ 迫時の全庁体制の構築、

IHEAT 等外部から の応援の受入れについてマニュ アル等の整備並びに周知や研修

の実施を 行ったが、 感染症を 対象と し た健康危機に関する 実践的な訓練が必ずし

も 十分には行われておら ず、 実際には円滑に進ま なかった。  

 感染拡大と と も に、 保健所に大き な業務負荷が発生し 、 保健所のコ アの業務であ

る 積極的疫学調査や情報の収集・ 管理など が十分に実施でき ない地域など が見ら

れた。  

 自宅療養者が増加する につれて、 健康・ 医療面だけでなく 、 生活支援が必要と な

っ たが、 感染症法上、 保健所を 有し ない市町村の役割が明確でなく 、 こ う し た市

町村と 都道府県と の間の情報共有が円滑に進ま ないなど 地方公共団体間の連携が

十分にでき なかった地域では、 食事の配送が遅れる など の問題があった。  

  保健所の業務ひっ迫を支援する ため、 新型コ ロ ナの感染拡大によ り 更なる 保健所

の体制強化が求めら れたこ と を 踏ま え、 令和２ 年９ 月に、 都道府県単位で潜在保

健師等を 登録する 人材バン ク を 創設し 、 支援の要請があっ た保健所等に対し 潜在

保 健 師等 を 派遣 す る 仕 組 み（ IHEAT ： Infectious disease Health Em ergency 

Assistance Team） の運用を開始し た。  
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② 改定の概要 

A)  保健所の計画的な体制整備 

 改正感染症法において、 平時のう ちから 計画的に保健所の体制を 整備する ため、

予防計画に保健所の体制整備についての記載が義務付けら れた（ 感染症法第 10 条

第 2 項及び第 15 項）。  

 さ ら に、 地域保健法に基づく 基本指針において、 感染症のま ん延時においても 、

地域における 健康づく り など の地域住民に必要な地域保健対策が継続し て実施可

能な体制整備を 行う ための基本的な考え方や実施すべき 事項等を 示し た。 主な事

項は以下のと おり 。  

• 国、 広域の地方公共団体たる 都道府県、 保健所を設置する 都道府県、 政令市

及び特別区における 役割分担の明確化 

• 外部人材の活用も 含めた必要な人材確保、 受入体制の整備を行う こ と  

• 保健所に保健所長を 補佐する 統括保健師等の総合的なマネジメ ント を 担う 保

健師を配置する こ と  

• 外部委託や一元化、 ICT の導入などを積極的に推進する こ と  

• 健康危機に対する 迅速かつ適切な危機管理を行う こ と ができ る 人材育成 

• 職員（ IHEAT 要員や応援職員を含む） の実践型訓練の実施 

• 平時から 関係機関等と の連携強化に努める こ と  

• 保健所の体制整備に当たっ ては、 予防計画等と の整合性を 確保し ながら 保健

所単位で「 健康危機対処計画」 を策定する こ と  

 

出所） 第５ ０ 回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 資料１ （ 令和 5 年 2 月 9 日）  

（ https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001055194.pdf）  

図 9 感染症法等の改正を踏ま えた保健所の強化 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001055194.pdf
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B )  I HEAT の整備 

 改正地域保健法において、 感染症のま ん延等の健康危機が発生し た場合に保健師

等の専門職が保健所等の業務を 支援する 仕組みである IHEAT が法定化さ れた。

（ 図 10）。 具体的には、 各都道府県等に示し た運用の在り 方を踏ま え、  

• IHEAT 要員の本業における 使用者は、 IHEAT 要員が保健所等の業務を行う こ

と について配慮する よ う 努める こ と 。 ま た、 IHEAT 要員は、 保健所等の業務で

知り 得た情報について守秘義務を有する こ と 。（ 地域保健法第 21 条第２ 項及び

第３ 項）  

•  国及び都道府県等は、 IHEAT 要員に対し て平時に、 必要な研修を受けさ せる こ

と 。 ま た、 国は、 IHEAT 要員に係る 事業について技術的援助等に努める こ と 。

（ 地域保健法第 22 条及び第 23 条）  

が規定さ れた。  

 

 

出典） 第 50 回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 資料１ （ 令和 5 年 2 月 9 日）  

（ https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001055194.pdf）  

 

図 10 地域保健法の改正によ る IHEAT の強化 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001055194.pdf
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２.２ 数値目標の考え方 

 

前提条件 

【設定する 数値目標について】 

○ 都道府県等保健所設置市区が定める 数値目標については表 6 のと おり 設定する 。  

 

表 6 設定する 数値目標について 

数値目標を設定する 事項 数値目標 

（ １ ） 医療提供体制（ ※）  ① 病床数 

② 発熱外来機関数 

③ 自宅・ 宿泊施設・ 高齢者施設における 療養者等に医療を

提供する 機関数（ 病院・ 診療所数、 薬局数、 訪問看護事

業所数）  

④ 後方支援を行う 医療機関数 

⑤ 他の医療機関に派遣可能な医療人材数（ 医師数、 看護師

数）  

（ ２ ） 物資の確保（ ※）  ⑥ 個人防護具を十分に備蓄し ている 協定締結医療機関の数 

（ ３ ） 検 査 体 制 （ ○ ）

（ ※）  

⑦ 検査の実施能力、 地方衛生研究所等における 検査機器の

数 

（ ４ ） 宿泊療養体制（ ※）  ⑧ 宿泊施設の確保居室数 

（ ５ ） 人材の養成及び資質

の向上（ ○）  

⑨ 医療機関並びに保健所職員や都道府県等職員に対する 年

１ 回以上の研修及び訓練の回数 

（ ６ ） 保健所の 体制整備

（ ○）  

⑩ 流行開始から １ ヶ 月間において想定さ れる 業務量に対応

する 人員確保数 

即応可能な IHEAT 要員の確保数（ IHEAT 研修受講者

数）  

○： 保健所設置市区が数値目標を定める 事項（ 宿泊療養体制は任意）  

※： 感染症法に基づく 協定によ り 担保する 数値目標 

 

【数値目標の基本的な考え方】 

数値目標の基本的な考え方については、 以下の通り と する 。  

○ 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（ 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 。） 及び新感染症を基本と する 。  

○  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。  

○  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※１ ）（ 以下単に「 発生の公表」 と いう 。） 前ま で） の段階は、 現行の感
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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 。  

• ※１ ） 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3） 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 こ と が不透明である こ と や、 国内の一般の宿

 

3） 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 発生等の公表（ 特措法に基づく 政府対策

本部設置も 行われる 。）  
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泊需要に左右さ れる こ と を踏ま え、 定性的な協定4） 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 、 設定する 。  

 

 

 

図 11 数値目標の時点のイ メ ージ図 

 

各数値目標の考え方 

（１）医療提供体制【病床／発熱外来／自宅療養者への医療の提供／後方支援／人材派遣】 

「 第 8 次医療計画等に関する 検討会」 における 意見のと り ま と め（ 令和 5 年３ 月 20 日） を

踏ま え、 以下のと おり 設定する 。  

 

１  流行初期（発生の公表後１週間以内（※）） 

○ 病床数については、 新型コ ロ ナ発生約１ 年後の令和 2 年冬の新型コ ロ ナ入院患者

（ 約 1.5 万人、 う ち重症者数約 1.5 千人） の規模に対応する こ と を想定する 。 その

際、 新型コ ロ ナ対応においては、 例えば総病床数 400 床以上の重点医療機関（ 約

500 機関） で 約 1.9 万床 の対応規模があったこ と を参考に、 一定規模の対応を行う

医療機関から 、 当該病床数を確保し ていく こ と を目安と する 。  

○ 流行初期医療確保措置の対象と なる 措置（ 病床） の基準は、 以下に掲げる も のを参

酌し て都道府県知事が定める も のと する 。  

① 発生の公表後、 都道府県知事の要請後１ 週間以内に措置を実施する こ と （ こ の際、

発生の公表前においても 、 都道府県及び医療機関に対する 国から の知見等の周知を

踏ま え、 感染発生早期から 、 適切に準備を行う 。）。  

② 感染症発生・ ま ん延時に入院患者を受け入れる 病床を 30 床以上確保し 継続し て

対応でき る こ と 。  

 

4）  定性的と は数値入り の協定の締結を 目指し つつ、 地域の実情に応じ 、 数値を 明記せずに感染症危機発生時に詳細な要

件を 確定する 協定を 想定。 定性的な協定で数値目標を 協定に含める こ と ができ ない場合、 設定し た目標と 差分が生じ る

こ と と なる が、  感染症危機が実際に発生し た際に、 その差分を 迅速に解消でき る よ う 、 平時から の様々な準備を 行う 。  

※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 、 設定する こ と と する 。  
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③ 病床の確保に当たり 影響が生じ 得る 一般患者への対応について、 後方支援を行う

医療機関と の連携も 含め、 あら かじ め確認を行う こ と 。  

○ 発熱外来機関数については、 新型コ ロ ナ発生約１ 年後の令和 2 年冬の新型コ ロ ナ外

来患者（ 約 3 万人） の規模に対応する こ と を想定する 。 その際、 新型コ ロ ナ対応に

おいては、 例えば総病床数 200 床以上で新型コ ロ ナ患者が入院可能な診療・ 検査医

療機関（ 約 1.5 千機関） で約 3 万人の対応規模があったこ と を参考に、 一定規模の

対応を行う 医療機関から 、 当該機関数を確保し ていく こ と を目安と する 。  

○ 流行初期医療確保措置の対象と なる 措置（ 発熱外来） の基準は、 以下に掲げる も の

を参酌し て都道府県知事が定める も のと する 。  

① 発生の公表後、 都道府県知事の要請後１ 週間以内に措置を実施する こ と （ こ の際、

発生の公表前においても 、 都道府県及び医療機関に対する 国から の知見等の周知を

踏ま え、 感染発生早期から 、 適切に準備を行う 。）。  

② 流行初期から 、 １ 日あたり 20 人以上の発熱患者を診察でき る こ と 。  

※ 国は、 発生の公表前においても 、 感染発生早期から 、 知見等を収集し 、 都道府県及

び医療機関に対し て周知を行い、 実質的な準備期間の確保に努める こ と と し ている 。  

○ なお、 上記の医療機関の総病床数等は目安であり 、 都道府県において、 地域の実情に

応じ て、 通常医療の確保を図る ためにも 、 柔軟に協定を締結する 。  

ま た、 通常医療における 重症者対応や救急対応を行う こ と ができ る 医療機関が少ない

地域において、 当該医療機関が新興感染症対応を行う 場合、 通常医療の後方支援を 行う

医療機関の確保が困難と なる こ と が見込ま れる こ と から 、 都道府県においては、 当該新

興感染症への対応を 行う 医療機関に対する 人材派遣の仕組みの検討や、 新興感染症対応

を行う 他の医療機関を確保する など、 通常医療の確保に努める 。  

 

２   流行初期以降（発生の公表後６ヶ月以内）（※） 

＜①流行初期以降開始時点＞ 

     ○ 流行初期対応を行っていない公的医療機関等（ 対応可能な民間医療機関も 含む。） も

加わり 、 体制を確保する こ と を目指す。  

① 病床数（ 約 3.5 万床）（ ＋約 1.6 万床： 加わる 公的医療機関等 ）  

② 発熱外来機関数（ 約 5300 機関）（ ＋約 3800 機関： 同上）  

 

＜②医療提供体制における 各数値目標の最大値の体制：（  ） 内は令和 4 年 12 月時点の

国の体制＞ 

①新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制を想定する 。  

②病床数（ 約 5.1 万床）（ 約 3,000 医療機関、 う ち重点医療機関は約 2,000）  

③発熱外来機関数（ 約 4.2 万機関）  

④自宅療養者等への医療を提供する 機関数（ 病院・ 診療所数（ 約 2.7 万機関）、   薬

局数（ 約 2.7 万か所）、 訪問看護事業所数（ 約 2.8 千か所））  

⑤後方支援を行う 医療機関数（ 約 3.7 千か所）  

⑥他の医療機関への応援派遣に対応可能な医療人材数（ 医師数（ 約 2.1 千人）、   

看護師数（ 約４ 千人））  
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※ 流行初期医療確保措置の対象（ ①・ ②） 以外の措置（ ③～⑤） についても 、 状況に応

じ て、 流行初期段階から 対応する こ と も 想定する 。  

 

 
 

図 12 医療提供体制確保のイ メ ージ図 

 

（２）協定締結医療機関における個人防護具（PPE）の確保 

○ 協定締結医療機関等（ 病院、 診療所、 薬局、 訪問看護事業所、 検査機関、 宿泊施設）

では、 協定において個人防護具（ PPE） の備蓄について規定する こ と ができ る （ 任

意的事項）。  

○ 協定で締結する 場合には、 医療機関（ 病院、 診療所、 訪問看護事業所） と の協定に

おいて、 PPE の各品目（ ※） について、 その施設の使用量２ ヶ 月分以上の備蓄を行

う こ と を推奨し ており 、 各医療機関等は協定において当該医療機関等における PPE

の備蓄の品目及び数量を定める 。  

    ※ サージカルマス ク 、 N95 マス ク 、 アイ ソ レ ーショ ンガウ ン、 フ ェ イ ス シールド

及び非滅菌手袋 

    ※ 薬局、 検査機関及び宿泊施設については、 品目及び備蓄量は任意と する 。  

○ 都道府県は予防計画において、 協定締結医療機関（ 病院、 診療所、 訪問看護事業所）

において個人防護具の備蓄を十分に行う 医療機関の数を目標と し て設定する 。  

○ 具体的には、 協定締結医療機関（ 病院、 診療所、 訪問看護事業所） のう ち、 ８ 割以
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上の施設が、 協定によ り ５ 物資についてその施設の２ ヶ 月分以上に当たる 各種PPE

の備蓄を行う こ と を目標と する 。  

※ 「 8 割」 については、 使用量 1 ヵ 月分以上の備蓄を確保する 医療機関が各 PPE で

82% 以上と なっている こ と を踏ま えて設定する 。  

○ 予防計画での PPE 備蓄に係る 目標設定（ 目標値） の対象施設は、 病院、 診療所及

び訪問看護事業所と する 。  

PPE 備蓄に係る 目標設定の対象の施設・ 協定内容は、 以下の表の赤色部分と する 。  

  ※ 以下の表の色なし の部分（ 薬局、 検査機関及び宿泊施設） は、 予防計画での

PPE 備蓄に係る 目標設定の対象外だが、 PPE 備蓄に係る 個別の協定締結は可能と

する 。  

 

 

協定内容 

入院 発熱外来 自宅療養者等へ
の医療の提供 後方支援 人材派遣 検査 宿泊療養 

病院 
       

診療所 
       

薬局 
       

訪問看護 
事業所 

       

検査機関 
       

宿泊施設 
       

 

○ 予防計画での PPE 備蓄に係る 目標設定（ 目標値） の対象施設・ 物資（ 品目） は、

病院、 診療所及び訪問看護事業所において 5 物資全部と する 。  

PPE 備蓄に係る 目標設定の対象の施設・ 物資は、 以下の表のよ う に設定する 。  

※ N95 マス ク については、 D S2 マス ク での代替も 可能と する 。  

※ アイ ソ レ ーショ ンガウ ンには、 プラ ス チッ ク ガウ ンも 含ま れる 。  

※ フ ェ イ ス シールド については、 再利用可能なゴーグルの使用での代替も 可能と す

る 。 こ の場合において、 ゴーグルは再利用が可能であり 、 有事における その医療機

関での 1 日当たり 使用量を備蓄する こ と を推奨する 。 必要人数分の必要量を確保し

ていれば、 フ ェ イ ス シールド の備蓄をする こ と を要し ないも のと し 、 かつ、 フ ェ イ

ス シールド の使用量 2 ヵ 月分を確保し ている のと 同等と し て取り 扱う 。  

 

○ 予防計画での PPE 備蓄に係る 目標設定（ 目標値） は、 具体的には以下のよ う に設

定する 。  

 サージカルマスク N95 マスク アイソレーションガウン フェイスシールド 非滅菌手袋 

病院 ○ ○ ○ ○ ○ 

診療所 ○ ○ ○ ○ ○ 

訪問看護 
事業所 ○ ○ ○ ○ ○ 
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（ 例） 各種 PPE（ 5 物資） について使用量 2 ヵ 月分以上を備蓄する 協定締結医療機関

数： 1000 施設以上 

 

【数値目標の達成度の評価】 

○ PPE の備蓄を十分に行う 医療機関の数と し て、 協定締結医療機関の 8 割以上を数値

目標と し て設定し 、 協定によ り 5 物資についてその施設の使用量 2 ヵ 月分以上の備

蓄を実施する 医療機関の数の実績（ 協定締結ベース ） の多寡によ って、 目標が多く

達成さ れたのかど う かを評価する 。  

○ 一方、 施設数実績（ 協定締結ベース ） の多寡では、 備蓄量の情報がないため、「 使

用量 2 ヵ 月分」 に対し どの程度足り なかったのかを評価する こ と ができ ない。 こ の

ため、 補足的に、 5 物資別の使用量 1 ヵ 月分等の施設数も 把握し 、 評価する 。  

○ ま た、 施設数を数値目標と し て設定する と と も に施設数実績（ 協定締結ベース ） を

把握する こ と と する 一方、 備蓄量の情報がないため、 以下のよ う に備蓄量を補足的

に把握する 。  

① 都道府県での数値目標の設定の際に、 施設数目標に対応する 備蓄量を補足的に把

握する ため、 5 物資別の使用量 2 ヵ 月分の積み上げを行い、 その 8 割の備蓄量を把

握する 。  

② 協定締結後において、 都道府県での協定によ る 協定締結医療機関の 5 物資別の備

蓄量（ 協定締結ベース ） の積み上げを行い、 補足的に把握する 。  

※ 目標設定（ 目標値） の対象施設以外（ 薬局、 検査機関及び宿泊施設） につい

ても 、 協定で PPE 備蓄の実施を定めた施設がある 場合はその物資別の備蓄量を

把握する 。 検査機関及び宿泊療養施設については、 保健所設置市及び特別区で

の協定で PPE 備蓄の実施を定めた施設がある 場合はその物資別の備蓄量も 把握

する 。  

 

【目標値の算定手順】 

○ 協定締結医療機関の 8 割以上の数値目標（ 目標値） については、 以下のよ う な手順

によ り 算定する 。  

① 事前に実施する 医療機関の意向等の調査で、 入院、 人材派遣の協定締結医療機関

の施設数を把握する 。  

※ 発熱外来、 自宅療養者等への医療の提供、 後方支援については、 その協定締

結医療機関の数が目標値に設定さ れる ため、 それを 引用し て整理し 、 把握する 。  

② 都道府県の単位で協定締結医療機関の施設数を算出し 、 その 8 割以上が 5 物資使

用量 2 ヵ 月分以上を備蓄する も のと し て当該施設数を目標値と する 。  

 

○ ま た、 施設数目標に対応する 備蓄量の情報も 補足的に把握する ため、 都道府県での

5 物資別の使用量 2 ヵ 月分の積み上げを行い、 その 8 割の備蓄量を把握する 。 具体

的には、 以下のよ う な手順によ り 算定する 。  

① 事前に実施する 医療機関の意向等の調査で、 協定締結医療機関と なる と 想定さ れ

る 医療機関の 5 物資別の使用量 2 ヵ 月分を把握する 。  
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※ 協定締結医療機関と なる と 想定さ れる 医療機関の「 使用量 2 ヵ 月分」 は施設

と し ての使用量 2 ヵ 月分と なる 。  

※ 上記調査で回答を得ら れない等の場合、 ①G-M IS 週次報告対象医療機関につ

いては、 同週次報告での「 1 週間想定消費量」 の回答を活用する こ と や、 ②「 感

染症法に基づく 「 医療措置協定」 締結等のガイ ド ラ イ ン 」 において整理する 、  

G-M IS 週次調査等から の規模別・ 物資別の平均消費量を活用する こ と ができ る 。  

② 都道府県の単位で 5 物資別に使用量 2 ヵ 月分をその備蓄量と し て積み上げ、 その

結果に対し て 0.8 を乗じ て、 その 8 割の備蓄量を算定する 。  

 

（３）検査体制 

 

【前提】 

○ 数値目標における 検査の対象は、「 有症状者」 や「 濃厚接触者」 と する 。 その他の

者に対する 検査は、 実際の感染拡大時には状況に応じ て実施さ れる も のである が、

数値目標における 検査の対象と し ては想定し ない。  

○ 数値目標における 検査の種類は、 核酸検出検査（ PCR 検査等）（ ※） と する 。 実際

の感染拡大時には、 抗原検査の活用も 想定さ れる が、 新型コ ロ ナ対応の経験など も

踏ま える と 、 抗原検査の実用化には一定の時間が必要と なる と 考えら れる こ と か

ら 、 数値目標における 検査の対象と し ては想定し ない。  

    （ ※） 新型イ ンフルエンザ等感染症等が発生し た際に、 薬事承認さ れた試薬を用 

      いる 方法のほか、 国立感染症研究所が示す方法（ それに準じ たも のと し て国 

      が示す方法を含む。） で実施する こ と と する 。  

○ 数値目標における 地方衛生研究所等と は、 地域保健法第 26 条に規定する 調査研究、

試験検査、 情報収集・ 分析・ 提供、 研修の業務を行う 都道府県等の機関（ 当該都道

府県等が当該業務を 他の機関に行わせる 場合は、 当該機関。） を いう 。 具体的には、

地方衛生研究所と し て調査研究、 試験検査、 情報収集・ 分析・ 提供、 研修の業務を

実施する 機関のほか、 こ れら の業務の全部又は一部を実施する 自治体が設置する 研

究機関等や保健所も 含ま れる 。  

 

A) 都道府県 

○ 保健所設置市区分も 含めた都道府県内全体の数値目標を設定する 。  

※都道府県連携協議会など を 活用し 、 保健所設置市区と 緊密な情報共有、 連携を 図る こ と 。  

 

【流行初期】 

○ 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 発生等

の公表後 1 ヶ 月以内に、 発熱外来で対応する 患者数に対応でき る よ う 、 地方衛生研

究所等における 対応を中心と し つつ、 医療機関等においても 一定の対応を行う こ と

を想定し 、 下表のと おり する 。  
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 検査の実施能力 検査機器の数 

全体 

A 件/日 

【 考え方】  

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 。  

 

内

訳 

地方衛生研究所等 

B 件/日 

【 考え方】  

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対応で

確保し た体制を 踏ま えた最大検査

能力と する 。  

●台 

【 考え方】  

検査の実施能力に相当す

る 数と する 。  

医療機関（ 検体採取

及び検査の実施ま で

行う も のに限る ）  

C 件/日 

【 考え方】  

C＝A－B と する 。  

 

民間検査機関等 

 

（ 参考） 全国ベース の数値目標の目安 

協定締結医療機関（ 発熱外来） 数について約 1500 機関、 約３ 万件/人の対応を目安と

し ている こ と から 、 検査の実施能力は３ 万件以上/日を目安と し ている 。  

 

【流行初期以降】 

○ 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 発生等

の公表後６ ヶ 月以内に、 発熱外来で対応する 患者数に対応でき る よ う 、 下表のと お

り と する 。  

 

 検査の実施能力 検査機器の数 

全体 

A 件/日 

【 考え方】  

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 。

（ 注）  

 

内

訳 

地方衛生研究所等 

B 件/日 

【 考え方】  

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対応

で確保し た体制を 踏ま えた最大

検査能力と する 。  

●台 

【 考え方】  

検査の実施能力に相当する

数と する 。  

医療機関（ 検体採取 C 件/日  
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及び検査の実施ま で

行う も のに限る ）  

【 考え方】  

C＝A－B と する 。  

民間検査機関等  

（ 注） 全体の検査の実施能力の数値目標の設定の具体的方法について 

以下の、 ①×②＋③×④で設定する 。  

① 各都道府県の協定締結医療機関（発熱外来・病院）数 
② 各都道府県における過去最大の感染拡大時（2 ヶ月程度）における、G-MIS の「病院」の

「新型コロナウイルス検査実施（検体採取）総人数」について、１医療機関の 1 日当たり
平均の数 
※ 「新型コロナウイルス検査実施（検体採取）総人数」を「入力医療機関数」で除して、 

１医療機関当たりの検体採取人数を算出する。 
③ 各都道府県の協定締結医療機関（発熱外来・診療所）数 

④ 各都道府県における過去最大の感染拡大時（2 ヶ月程度）における、G-MIS の「診療所」 
の「新型コロナウイルス検査実施（検体採取）総人数」について、１医療機関の 1 日当た
り平均の数 
※ 「新型コロナウイルス検査実施（検体採取）総人数」を「入力医療機関数」で除して、 

１医療機関当たりの検体採取人数を算出する。 
      （ 補足） ②、 ④について、 各都道府県において G-M IS 以外の方法で、 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把

握でき る 場合は、 その方法を活用し ても 差し 支えない。  

 
（ ②、 ④のイ メ ージについて）  

日付 

病院 診療所 

入 力 医 療

機関数 

新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル

ス 検 査 実

施 （ 検 体

採 取 ） 総

人数 

１ 医 療 機

関 当 た り

の 検 体 採

取人数 

入 力 医 療

機関数 

新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル

ス 検 査 実

施 （ 検 体

採 取 ） 総

人数 

１ 医 療 機

関 当 た り

の 検 体 採

取人数 

2022 年 

７ 月１ 日 
A１  B１  C１  

（ ＝B１ ÷A１ ）  
a１  ｂ 1 

ｃ 1 

(＝b1÷a1)  

・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  

2022 年 

８ 月 31 日 
AN BN CN aN ｂ N cN 

1 日当たり

平均 
  

② 

（ (C1

＋・ ・ ・

CN)/N ) 

  

④ 

（ (c1

＋・ ・ ・

cN )/N）  

（参考）全国ベースの数値目標の目安 
協定締結医療機関（発熱外来）数について約 4.2 万機関を目安とし、過去最大の感染拡大時
の令和４年７〜８月の G-MIS における１医療機関の 1 日当たりの平均検体採取人数が約 12 
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人/日であることを踏まえ、検査の実施能力は約 50 万件以上/日（約 4.2 万×12 人/日）を目
安としている。 
 

B) 保健所設置市区 

○ 保健所設置市区においては、 当該保健所設置市区の地方衛生研究所等における 数値

目標を設定する こ と を基本と する 。 なお、 保健所設置市区も 民間検査機関等と 検査

等措置協定を締結する こ と ができ る ため、 民間検査機関等における 数値目標を設定

する こ と も 可能である 。  

○ 地方衛生研究所等を有し ない保健所設置市区においては、 近隣の地方衛生研究所等

を有する 保健所設置市区や地方衛生研究所等と の連携など によ り 設定し た数値目標

を括弧書き と し て記載する こ と 。  

なお、 地方衛生研究所等を有し ない保健所設置市区における 検査設備の整備数は、

数値目標の設定と し て求めないこ と と する 。  

※ 都道府県の項目において、全体の検査の実施能力の数値目標の設定方法について、発熱
外来で対応する患者数に対応するという考えの下、協定締結医療機関（発熱外来）数に
関連づける形でお示ししているところ。発熱外来との協定は都道府県が行うものであり、
保健所設置市区においてこうした考え方を適用することは困難と考えられるため、保健
所設置市区に全体の検査の実施能力の数値目標を設定することは求めない。なお、都道
府県と協議の上で、保健所設置市区として全体の検査の実施能力の数値目標を設定する
ことは差し支えない。 

 
（留意事項） 

感染症法第 10 条第 14 項において、「保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市
等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならな
い。」とされている。都道府県が、保健所設置市区分も含めた都道府県内全体の数値目標
を設定することとしており、保健所設置市区は都道府県連携協議会などを活用し、都道府
県と緊密な情報共有、連携を図ること。 

 
【流行初期】【流行初期以降】 

 検査の実施能力 検査機器の数 

地方衛生研究所等 

A 件/日 

【 考え方】  

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対応で

確保し た 体制を 踏ま えた最大検査

能力と する 。  

●台 

【 考え方】  

検査の実施能力に相当す

る 数と する 。  

 

 （ 都道府県と 保健所設置市区の数値目標のイ メ ージ）  

 

【 都道府県】  

A 県の数値目標 

【 保健所設置市区】  

A 県 B 市の 

数値目標 

A 県 C 市の 

数値目標 

A 県 D 市の数

値目標 

（ 地方衛生研究
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所等を有し ない

場合）  

全体 1000 件/日 ― ― ― 

地方衛生研究所

等 

700 件/日 

（ A 県の 400＋B 市

の 200＋C 市の

100））  

200 件/日 100 件/日 （ 100 件/日）  

医療機関 
300 件/日 

― ― ― 

民間検査機関等 ― ― ― 

 

（４）宿泊療養体制 

 

【前提】 

○ 数値目標における 宿泊施設の確保居室の対象は、 民間事業者だけでなく 公的施設も

含むも のと する 。  

（ ※） 都道府県が所有する 施設については、 協定の対象と し ては想定し ないが宿泊療養と し

て活用する こ と を想定し ていれば数値目標に含むも のと する 。  

 

A)都道府県 

【流行初期（発生の公表後１ヶ月以内）】 

○ 宿泊療養体制については、 病原性の明ら かではない感染症に対し て、 流行初期は入

院医療を中心と し た体制と なる こ と が考えら れる が、 重症者を優先する 医療提供体

制への移行を想定し 、 令和 2 年５ 月頃の宿泊施設の確保居室数を目指し て確保する

も のと する 。  

○ 令和 2 年５ 月頃時点で、 宿泊施設を確保し ていなかった都道府県においては、 患者

の発生に備えて、 当該都道府県が今般の新型コ ロ ナ対応の中で宿泊療養施設を立ち

上げた時点における 宿泊療養の確保居室数を目指し て宿泊施設を確保する も のと す

る 。  

○ 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 発生等

の公表後 1 ヶ 月以内は民間事業者が対応でき ない場合も 考慮し て、 公的施設におけ

る 対応も 考慮する 。  

（ 参考） 全国ベース の数値目標の目安 

1.6 万室の対応を目安と し ている 。  

 

【流行初期以降（発生の公表後 6 ヶ月以内）】 

○ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症での対応において最大の確保数であった令和４ 年３ 月頃

の宿泊施設の確保居室数を目指し て確保し ていく こ と を目安と する 。 ま た、 国内の

一般の宿泊需要に左右さ れる こ と 等を踏ま え、 可能な限り 確保居室数を担保し た協

定を締結する こ と を目指し つつ、 定性的な内容によ る 協定の締結でも よ いこ と と す

る 。  
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○ 定性的と は数値入り の協定の締結を目指し つつ、 地域の実情に応じ 、 数値を明記せ

ずに感染症危機発生時に詳細な要件を確定する 協定を想定。 定性的な協定で数値目

標を協定に含める こ と ができ ない場合、 設定し た目標と 差分が生じ る こ と と なる が、

感染症危機が実際に発生し た際には、 その差分を迅速に解消でき る よ う 、 迅速に宿

泊施設と 協議を行う こ と と する 。  

（ 参考） 全国ベース の数値目標の目安 

7.3 万室の対応を目安と し ている 。  

 

B)保健所設置市区 

○ 保健所設置市区においては、 宿泊療養に係る 数値目標の設定は任意である が、 保健

所設置市区が民間宿泊施設等と 直接協定を締結し ている 場合には、 数値目標を設定

する こ と が考えら れる 。  

○ 都道府県の数値目標には保健所設置市区の数値目標の数を含める こ と になる ので、

保健所設置市区は都道府県連携協議会など を活用し 、 都道府県と 緊密な情報共有、

連携を図る こ と が必要である 。  

 

（５）人材の養成・資質の向上 

○ 国内において感染者が減少し ている 感染症に関する 知見を十分有する 者が少なく な

っている 一方で、 新たな感染症対策に対応でき る 知見を有する 医療現場で患者の治

療に当たる 感染症の医療専門職の他にも 、 介護施設等でク ラ ス タ ーが発生し た場合

に適切な感染拡大防止対策を行う ための感染管理の専門家、 感染症の疫学情報を分

析する 専門家、 そし て行政の中においても 感染症対策の政策立案を担う 人材など 多

様な人材が改めて必要と なっている 。  

○ 協定締結医療機関の医療従事者、 保健所職員、 都道府県職員及び保健所設置市区職 

員（ 以下「 都道府県職員等」 と いう 。） を 対象に、 研修・ 訓練を 年１ 回以上実施す

る こ と を数値目標と する 。  

 

A)協定締結医療機関 

○ 協定医療機関の研修と 訓練への参加又は実施を年１ 回以上と する 。 数値目標と し て

は都道府県内の協定締結医療機関の全てが、 研修及び訓練それぞれの実施又は国や

国立感染症研究所、 都道府県、 他の医療機関等が実施する 研修や広域的な人材派遣

が想定さ れる Ｄ ＭＡ Ｔ の研修及び訓練それぞれに職員を参加さ せる こ と と なる 。  

○ 数値目標の達成状況の把握においては、 研修を実施し た回数ではなく 、 各協定締結

医療機関が年 1 回以上研修と 訓練を実施又は参加さ せたかど う かを把握し 、 全ての

医療機関が実施又は参加さ せる こ と が目標である 。  

○ 研修・ 訓練、 加えて病床確保の協定を締結する 医療機関にあっては、 病床確保に当

たってのシフ ト や応援に係る 訓練・ 点検、 院外から 移送さ れた患者の受入れの流れ

を考慮し た訓練等を想定する 。  
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B)保健所 

○ 都道府県等や保健所が主催する 研修や訓練を年１ 回以上と する 。 数値目標と し ては

感染症有事体制に構成さ れる 人員を対象に、 全員が年１ 回研修を受講でき る よ う 実

施し た回数と なる 。  

○ 研修・ 訓練については、 職員等の参集を含めた初動対応の訓練など 、 感染症有事に

おける 早期の体制確立に資する 内容が求めら れる 。 必要に応じ て、 PPE を着用し た

訓練等の実施も 想定さ れる 。 感染症有事体制に構成さ れる 人員は保健所職員、 本庁

等から の応援職員、 IHEAT 要員、 市町村から の応援派遣等を想定。  

 

C)都道府県職員等 

○ 都道府県や 保健所設置市区が主催する 研修や訓練を 年１ 回以上と する 。 数値目標

と し ては都道府県が開催し た研修や訓練の回数と なる 。  

○ 都道府県職員等は主に感染症対策を行う 部署に従事する 職員と し 、 地方衛生研究所

等の職員を含む。  

○ 研修・ 訓練の内容については、 関係機関と 連携し た PPE の着脱や移送に係る 研

修・ 訓練等を想定する が、 都道府県等で関係機関と 調整し て研修内容を設定し ても

よ い。  

○ なお、 国や国立感染症研究所等が実施する 研修への参加に派遣し た場合も 数値目標

に含める こ と にする 。  

 

（６）保健所の体制整備 

【前提】 

○ 保健所においては、 新興感染症の流行開始（ 発生の公表） から 多く の感染症対応業

務が発生する こ と を想定し 、 業務ひっ迫防止のため、 流行開始と 同時に感染症有事

体制に移行する 。 具体的には都道府県等において以下の対応を取る 。  

• 流行開始から １ ヶ 月間の業務量に十分に対応可能な感染症有事体制を 検討し 、

当該体制を構成する 職員（ 保健所職員や本庁等から の応援職員、 IHEAT 要員等）

を確保する （ ※）。  

• ま た、 積極的疫学調査等の専門性を 必要と する 業務に係る 即応可能な外部応援

体制を構築する ため、 支援可能な IHEAT 要員を確保する 。  

• 平時から ICT を活用し つつ、 さ ら に、 流行開始から 外部委託や都道府県への業

務の一元化、 派遣職員の活用等を推進する 。  

• 職員等によ る 即応体制を確実に構築する 観点から 、 実践型訓練を 含めた感染症

対応研修を全ての対象者が年１ 回以上受講する 。  

（ ※） 急速な感染拡大が起き た場合においても 保健所業務がひっ迫し ないよ う

な有事体制を構築し ておく 必要がある こ と から 、 地域の実情にも よ る が、

例えば、 新型コ ロ ナウ イ ルス がオミ ク ロ ン株に変異し たいわゆる 「 第６

波」 と 同規模の感染が流行初期に発生し た場合の、 流行開始から １ ヶ 月

間の業務量に対応可能な人員確保数を想定。  
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○ 都道府県等においては、 以下を数値目標と する 。  

• 保健所における 流行開始から １ ヶ 月間において想定さ れる 業務量に対応する 人

員確保数 

※保健所ごと の内訳も 記載する こ と 。  

• IHEAT 要員の確保数 

※ 即応人材を確保する 観点から 、 IHEAT 研修の受講者数を記載する こ と 。  

 

＜感染症有事体制のイ メ ージ図＞

保健所が実施する
感染症対応業務

・ 積極的疫学調査
・ 健康観察
・ 電話相談
・ 移送 等

保健所
職員

流行開始から １ ヶ 月間において想定さ れる 業務量を 見込んだ
人員体制を 迅速に構築する 方策等を 検討、 計画化

業務量 人員数

流行開始から １ ヶ 月間
において想定さ れる

業務量

本庁等から の応援職員

IHEAT要員

市町村から の応援派遣等

業務量に応じ た人員体制を 迅速に構築

※ 新型コロナ感染症における対応
実績を踏まえて各保健所ごとに検討

※ 保健所ごとに平時から有事に備え計画的な準備を進めるため「健康危機対処
計画」を策定。当該計画は「予防計画」と整合させる。
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表 7 医療提供体制整備の数値目標の考え方 

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 

流行初期以降開始時点︓ 
流行初期に対応していない公的医
療機関等（対応可能な民間医療
機関を含む。） 

 

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 流行初期以降開始時点︓ 
流行初期に対応していない公的医
療機関等（対応可能な民間医療
機関を含む。） 

 

 
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 
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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 

(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 【平時】IHEAT 研修の受講者数 
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目標を設定する際の手順（例） 

○ 以下には、 目標値を設定する ために考慮が必要な事項の整理表のイ メ ージを示す。 各表

に示し た目標値以外は、 必ずし も 埋める 必要はないが、 数値目標設定の検討の際に参考

になり う る 項目の例を示し たも のである 。  

 

 ① 協定締結医療機関（入院）の確保病床数 

■目標値 

・ 各協定締結医療機関（ 入院） における 確保可能病床数（ 対応可能時期別の確保病床数）  

■対応時期別目標 

【 流行初期】  

・ 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 

【 流行初期以降】  

・ 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 

  

■検討項目（ 例）  

・ 医療機関種別（ 感染症指定医療機関／重症者対応／流行初期対応等）  

・ 医療機関の病床数《 内訳》  

・ 重症者病床 

・ 特別な 配慮が必要な 患者（ 精神疾患を 有する 患者、 妊産婦、 小児、 障害児者、  

認知症患者、 がん患者・ 透析患者、 外国人等）  

【 留意点】  

Ｐ 21~ 23 の各患者の特性や必要な配慮等を考慮する 。  

 

表 8 協定締結医療機関（ 入院） の確保病床数の数値目標設定について（ 整理表の例）  

項目 目標値 
【流行初期
以降】 
（発生公表後
６か月まで） 

   
（ 参 考 ） 新 型
コロナ実績値 
(2022 年 12 月
の 入 院 病 床
数） 

目標値 
【流行初
期】 
（発生公表後 
３ヶ月まで） 
 

（参考）新型
コロナ実績値 
(2020 年 12 月
の入院病床
数） 

確保病床数 床 床 床 床 

 うち、重症者病床 床 床 床 床 

 うち、特別に配慮が必要な患者     
  精神疾患を有する患者 床 床 床 床 

  妊産婦 床 床 床 床 

  小児 床 床 床 床 

  障害児者 床 床 床 床 

  認知症患者 床 床 床 床 
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項目 目標値 
【流行初期
以降】 
（発生公表後
６か月まで） 

   
（ 参 考 ） 新 型
コロナ実績値 
(2022 年 12 月
の 入 院 病 床
数） 

目標値 
【流行初
期】 
（発生公表後 
３ヶ月まで） 
 

（参考）新型
コロナ実績値 
(2020 年 12 月
の入院病床
数） 

  がん患者 床 床 床 床 

  透析患者 床 床 床 床 

  外国人 床 床 床 床 

 

表 9 協定締結医療機関リ ス ト （ 入院）  

医療機関名 流
行
初
期
以
降
開
始

時
点
で
対
応
可
能
な

医
療
機
関 

感
染
症
指
定
医
療
機

関
の
区
分 

重
症
者
対
応
可
否 

流
行
初
期
医
療
確
保

措
置
対
象 

受入病床数 

合
計 

重
症
者 

精
神
疾
患 

妊
産
婦 

・
・
・ 
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 ② 協定締結医療機関（発熱外来）の確保医療機関数 

■目標値 

・ 各協定締結医療機関（ 発熱外来） の機関数 

■対応時期別目標 

【 流行初期】  

・ 発生約１ 年後（ 2020 年 12 月） の新型コ ロ ナの診療・ 検査機関数 

【 流行初期以降】  

・ 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 

■検討項目 

・ 医療機関種別（ 感染症指定医療機関病院／流行初期対応／病院・ 診療所等）  

・ 各医療機関における 感染症対応状況（ かかり つけ患者以外の受入れ可否／小児の対応可

否）  

 

表 10 協定締結医療機関（ 発熱外来） の確保医療機関数の数値目標設定について（ 整理表例）  

項目 目標値 
【流行初期以
降】 
（発生公表後６か月
まで） 

   

（参考）新型コロ
ナ実績値 
(2022 年 12 月の診
療・検査機関数） 

目標値 
【流行初期以 
降】 
（発生公表後３か
月まで） 

（参考）新型コロ
ナ実績値 
(2020 年 12 月の診
療検査機関数） 

発熱外来数（健康観察・診療
医療機関数） 

機関 機関 機関 機関 

内訳）     

 感染症指定医療機関 機関 機関 機関 機関 

 病院 機関 機関 機関 機関 

 診療所 機関 機関 機関 機関 

 

表 11 医療機関リ ス ト （ 発熱外来）  

医療機関名 
流 行 初 期 以
降 開 始 時 点
で 対 応 可 能
な医療機関 

感 染 症 指 定
医 療 機 関 の
区分 

流行初
期医療
確保措
置対象 

医療機関内訳 対象患者 
病院 診 療

所 
か か り
つ け 患
者 以 外
の 受 入
可否 

小 児
の 対
応 
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 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 

■目標値 

・ 自宅・ 宿泊施設・ 高齢者施設における 療養者等に医療を 提供する 機関数（ 病院・ 診療所

数、 薬局数、 訪問看護事業所数）  

■対応時期別目標 

【 発生公表後６ か月ま で】  

・ 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》  

■検討項目 

・ 機関種別の登録機関数（ 病院・ 診療所、 薬局、 訪問看護ス テーショ ン）  

・ 登録機関における 研修受講状況 

・ 機関種別の ICT 活用状況（ 電話・ オンラ イ ン診療等の実施率）  

 

表 12 自宅療養者等への医療提供機関の数値目標設定（ 整理表例）  

項目 目標値 
（発生公表後６か月まで） 

 
（参考）新型コロナ実績値 
(R4 年 12 月の医療提供機関数） 

健康観察・診療医療機関数 機関 機関 

機関種別 病院 機関 機関 
診療所 機関 機関 
薬局 機関 機関 
訪問看護ステーション 機関 機関 

対象者別 うち、自宅療養者対応 機関 機関 

うち、宿泊療養者対応 機関 機関 

うち、高齢者施設対応 機関 機関 

うち、障害者施設対応 機関 機関 

 

表 13 医療機関リ ス ト （ 自宅療養者等への医療の提供）  

機関名 

機関種別 
電話・オ ン
ライン診 療
の実施状 況
（医療機 関
のみ） 

対象者 

病院 
診療
所 

薬局 

訪 問
看 護
ス テ
ー シ
ョン 

自 宅 療
養 者 対
応 

宿 泊 療
養 者 対
応 

高 齢 者
施 設 対
応 

障 害 者
施 設 対
応 

その他 
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④ 協定締結医療機関（後方支援）の機関数 

■目標値 

・  後方支援を行う 医療機関数 

■対応時期別目標 

【 発生公表後６ か月ま で】  

・ 新型コ ロ ナ対応で確保し た最大値の体制《 後方支援を行う 医療機関数》  

■検討項目 

・ 機関種別の機関数（ 病院、 その他）  

・ 医療機関のオンラ イ ン診療等の実施状況 

 

表 14 後方支援機関の機関数の数値目標設定について（ 整理表の例）  

項目 目標値 
【流行初期以降】 
（発生公表後６か月まで） 

 
（参考）新型コロナ実績値 
(2022 年 12 月の後方支援医療機関数） 

受入れ可能機関数 機関 機関 

 医療機関（病院） 機関 機関 
 その他 機関 機関 

 

表 15 医療機関リ ス ト （ 自宅療養者等への医療の提供）  

機関名 機関種別 オンライン診療の実施状況 
（医療機関のみ） 病院 その他 
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 ⑤ 協定締結医療機関（人材派遣）の確保人数 

■目標値 

・ 他の医療機関に派遣可能な医療人材数（ 医師数、 看護師数）  

■対応時期別目標 

【 流行初期以降】  

・ 新型コ ロ ナ対応での最大値の体制《 派遣人材数》  

■検討項目 

・ 派遣登録者の研修・ 訓練の参加状況（ PPE を着用し た診療・ 検体採取訓練、 移送訓練等）  

・ 登録医療機関の所属医療機関（ 病院・ 診療所・ その他）  

・ 登録者の内訳（ 感染症医療担当従事者／感染症予防等業務対応関係者(感染制御・ 業務継続

支援チームの医療従事者・ 感染管理専門家を含む)／DM AT／D PAT／その他）  

 

表 16 派遣可能な医療人材の数値目標設定について（ 整理表の例）  

項目 目標値 
【流行初期以降】 
（発生公表後６か月まで） 

 
（参考）新型コロナ実績値 
(2022 年 12 月の確保人数） 

登録医療機関数 機関 機関 

 医療機関（病院） 機関 機関 
 医療機関（診療所） 機関 機関 

 その他 機関 機関 

登録者の内訳   
人材派遣者数計 人 人 

 （上記のうち、県外派遣可能な
人数） 

  

 医師 人 人 

 看護師 人 人 

 その他 人 人 

 感染症医療担当従事者 人 人 
  （上記のうち、県外派遣可

能な人数） 人 人 

  医師   

  看護師   

  その他   

 感染症予防等業務対応関係者※ 人 人 

  （上記のうち、県外派遣可
能な人数） 人 人 

  医師   

  看護師   

  その他   

 DMAT（医師、看護師、その他） 人 人 

 DPAT（医師、看護師、その他） 人 人 

 その他 人 人 
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※ 地域の実情に応じ 必要が認めら れる 場合は、 感染制御・ 業務継続支援チームに所属し ている 医療

従事者・ 感染管理専門家の人数（ 及びチーム数） を内数と し て追加記入する 。  

 

表 17 医療機関リ ス ト （ 医療人材の派遣）  

機関名 

機関種別 訓
練
・
研
修
の
実
施 

対象者 
病
院 

診
療
所 

そ
の
他 

感
染
症
医
療
担
当

従
事
者 

 

感
染
症
予
防
等
業

務
対
応
関
係
者 

 D
M

A
T

 

D
P

A
T

 

そ
の
他 う

ち

県
外
派

遣
可
能 

う
ち

県
外
派

遣
可
能 
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 ⑥ 個人防護具の備蓄を十分に行う協定締結医療機関の数 

■項目 

・ 個人防護具の備蓄を十分に行う 協定締結医療機関の数 

■予防計画上の目標の対象 

 協定締結医療機関（ 病院、 診療所、 訪問看護事業所）  

■対応時期別目標 

 ※ 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 、 設定する こ と と する 。  

【 対応時期】 各協定締結医療機関の協定締結時期によ る  

【 目標】  

・ 協定締結医療機関のう ち、 病院・ 診療所・ 訪問看護事業所について、 ８ 割以上の施設におい

て、 各施設における PPE の使用量２ カ月分以上を確保する こ と 。  

【 留意点】  

・ 協定締結医療機関のう ち８ 割以上と する 施設数目標に加え、 こ れに対応する 備蓄量の情報を

補足的に把握する ため、 協定締結医療機関と なる と 想定さ れる 医療機関の物資別の使用量で

２ ヶ 月分の積み上げを行い、 その８ 割の備蓄量を把握する 。  

  

表 18 PPE 備蓄の数値目標設定について（ 整理表の例）  

【集計表】 協定締結医
療機関の施

設数 

使用量 2 ヵ月分の集計値（単位:枚） 
サージカ
ルマスク 

N95 マス
ク 

アイソレ
ーション
ガウン 

フェイスシールド 非滅菌手袋 

病院       
診療所       
訪問看護事
業所 

      

医療機関合
計:A 

      

A×0.8       
 

【施設リ
スト】 施設種類 協定内容 

施設の使用量 2 ヵ月分（単位:枚） 

サージカル 
マスク N95 マスク 

アイソレー
ションガウ

ン 

フェイス 
シールド 非滅菌手袋 

A 病院 病院 入院、発熱外来      

B 病院 病院 後方支援      

C 診療所 診療所 発熱外来      
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D 診療所 診療所 
自宅療養者等

への医療の
提供 

     

E 訪問看
護事業

所 

訪問看護事
業所 

自宅療養者等
への医療の

提供 
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 ⑦ 検査の実施件数（実施能力）、地方衛生研究所等における検査機器の数 

■目標値 

・ 検査の実施能力、 地方衛生研究所等における 検査機器の数 

■対応時期別目標 

【 流行初期】  

・ 発熱外来で対応する 患者数に対応でき る 能力の確保を目指す 

・ 検査の実施能力（ 件／日）  ※核酸検出検査（ PCR 検査等） に限る 。  

・ 地方衛生研究所等の検査機器の数（ 台）  

【 流行初期以降】  

・ 発熱外来が対応する 患者数に対応でき る 能力の確保を目指す。  

■検討項目 

・ 実施主体別検査の実施能力（ 件/日）  

実施主体（ 地方衛生研究所等／医療機関・ 民間検査機関等）  

・ 地方衛生研究所等の検査機器の数（ 台）  

 機器の例： PCR 検査機器（リアルタイム PCR を除く）／リアルタイム PCR／全自動核酸検査機器 

 

表 19 検査体制｜目標値策定表（ イ メ ージ）  

 

注： 地方衛生研究所等を有し ない保健所設置市区においては、 検査実施能力について、 近隣の地方衛生

研究所等を 有する 保健所設置市区や地方衛生研究所等と の連携など によ り 設定し た数値目標を 括弧

書き と し て記載する こ と 。 ま た、 地方衛生研究所等の検査機器の数については、 数値目標の設定は

求めない。  

 

表 20 検査機関リ ス ト  

関係機関名 区分（※１） 検査の実施能力（件/日） 契約状況（定性的な協定、協
議中等も含む） 流行初期 流行初期以降 

     
     
     

    ※１ ： 医療機関（ 病院、 診療所）、 民間検査機関等の区分 

 

  

項目 目標値 
【流行初期】 
（発生公表後１か月以内） 

目標値 
【流行初期以降】 
（発生公表後６か月以内） 

検査の実施能力（件/日） 件/日 件/日 
 地方衛生研究所等 件/日 件/日 
 医療機関、民間検査機関

等 
件/日 件/日 

地方衛生研究所等の検査機器の数 台 台 
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 ⑧ 協定締結宿泊施設の確保居室数 

■目標値 

・ 宿泊施設等（ 民間宿泊施設、 公的施設等） における 確保居室数 

■流行時期別目標 

【 流行初期】  

・ 2020 年 5 月頃の新型コ ロ ナの実績を目指す 

【 流行初期以降】  

・ 2022 年 3 月頃の新型コ ロ ナの実績を目指す 

（ 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 。）  

■検討事項 

・ 宿泊施設等の主体別（ 民間宿泊施設、 公的施設等） の確保居室数 

 

表 21 宿泊施設｜新型コ ロ ナ発生時の実績を参考と し た目標値策定表（ イ メ ージ）  

項目 目標値 
【流行初期】 
（発生公表後１か月
目途） 

 目標値 
【流行初期以
降】 
（発生公表後６
か月まで） 

 
（参考）新型コ
ロ ナ 実 績 値
（2020 年 5 月
頃） 

（参考）新型コ
ロ ナ 実 績 値
（2022 年 ３ 月
頃） 

宿泊施設（確保居室数） 室 室 室 室 
 公的施設 室 室 室 室 
 民間宿泊施設 室 室 室 室 

 定性的な協定で数値目標を 協定に含める こ と ができ ない場合、 設定し た目標と 差分が生じ る こ と と

なる が、 感染症危機が実際に発生し た際には、 その差分を迅速に解消でき る よ う 、 迅速に宿泊施設と

協議を行う こ と と する 。  

 

表 22 協定締結宿泊施設名（ 契約締結施設リ ス ト ）  

関係施設名 区分（※１） 確保可能居室数 確保可能時期 契約状況等（定性的な協
定、協議中等も含む） 

     
     
     

    ※１ ： 公的機関、 民間宿泊施設等の区分 
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 ⑨ 医療従事者や保健所職員の研修・訓練回数 

■目標値 

・ 医療機関並びに保健所職員や保健所以外の職員に対する 研修実施回数 

■対応時期別目標 

・【 平時】 各１ 年１ 回以上 

■検討事項 

・ 各協定医療機関別や都道府県職員等に対する 研修・ 訓練１ 年 1 回以上実施し た（ 又は参加

さ せた） 割合の他、 研修・ 訓練への参加人数等を機関別に把握 

・ 保健所の感染症有事体制に構成さ れる 人員を 対象に、 全員が年１ 回以上受講でき る よ う 実

施する 研修・ 訓練の回数を記載 

 

表 23 研修・ 訓練回数（ 医療従事者・ 都道府県職員） の目標値策定表（ イ メ ージ）  

項目 目標値 参加人数平均 
研修・訓練を（１年１回以上）実施、又は職員を参加させる機関
数（合計） 
注) 協定のメニューや、病院・診療所ごとに分けて把握することも考えられる 

全協定医療機関数と
同数 (100％) が目標

となる機関 

 

【集計表】 【把握する数値】  
 （A）研修・訓練（※１）を（１年１回以上）実施又は職員を参

加（※２）させた機関数 
（※１）研修・訓練の内容については p5４参照 
（※２）国や国立感染症研究所、 都道府県、 他の医療機

関等が実施する 研修・ 訓練への参加 

（A）   機関  

 （B）全協定締結医療機関数 (B)                 機関  
 （C）達成状況：（A）/（B） （C）  (割合) 

（100％が目標） 
 

都道府県等の職員等 目標値：年○回以上 − 
 都道府県等の職員等に実施した研修・訓練等の回数（※１） 回  
研修の内訳 
 研修・訓練を実施した回数 回 人 
 国立感染症研究所等が実施する研修・訓練に職員を参加させ

た回数 
回 人 

（※１）研修・訓練の内容については P60 参照 
 

表 24 研修・ 訓練回数（ 保健所） の目標設定（ イ メ ージ）  

項目 目標値 

保健所の感染症有事体制の構成人員（※1）を
対象とした研修・訓練の回数（※2） 

回 

※1「⑩保健所の感染症対応業務を行う人員確保数」の対象となる人員を指す。 
※2 都道府県の計画の場合、都道府県や都道府県型保健所が主催する研修・訓練だけでなく、保健

所設置市区や市区型保健所が主催する研修・訓練も含めた数とする。 
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参考 
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 ⑩ 保健所の感染症対応業務を行う人員確保数、IHEAT 要員の確保数 

■目標値 

・ 保健所における 流行開始から １ ヶ 月間において想定さ れる 業務量に対応する 人員確保数 

※地域の実情にも よ る が、 例えば、 新型コ ロ ナウ イ ルス がオミ ク ロ ン株に変異し たいわゆる 「 第６

波」 と 同規模の感染が流行初期に発生し た場合の、 流行開始から １ ヶ 月間の業務量に対応可能な人

員確保数を想定。  

・ IHEAT 要員の確保数 

 ※即応人材を確保する 観点から 、 各都道府県等で確保し ている IHEAT 要員のう ち、 過去１ 年以内に

IHEAT 研修を受講し た人数（ 年度末時点） を記載。  

■対応時期別目標 

・【 流行初期】 想定さ れる 業務量に対応する 人員体制 

■検討事項 

・ 都道府県内（ 保健所設置市区含む） の保健所ごと の人員確保数 

・ 都道府県内（ 保健所設置市区含む） の保健所ごと の IHEAT 研修受講者数 

※保健所設置市区においては、 当該市区の保健所における 人員確保数・ 研修受講者数のみ記載する 。  

 

表 25 都道府県の目標設定（ イ メ ージ）  

項目 目標値 

流行開始から１ヶ月間において想定される業務量に対応する人員確保数（合計）    人 

都道府県型保健所 A 保健所 人 

B 保健所 人 

C 保健所 人 

市 区 型 保 健 所
（※） 

D 保健所 人 
E 保健所 人 

即応可能な IHEAT 要員の確保数（IHEAT 研修受講者数）（合計）    人 

都道府県型保健所 A 保健所 人 

B 保健所 人 

C 保健所 人 

市 区 型 保 健 所
（※） 

D 保健所 人 
E 保健所 人 

  ※市区型保健所における 確保数は、 都道府県内の保健所設置市区から 報告さ れた数を 記載する 。  

 

表 26 保健所設置市区の目標設定（ イ メ ージ）  

項目 目標値 

流行開始から１ヶ月間において想定される業務量に対応する人員確保数    人 

即応可能な IHEAT 要員の確保数（IHEAT 研修受講者数）    人 
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第３章 予防計画改定について 

３.１ 予防計画記載時の留意点 

都道府県等が予防計画を 策定する 際の参考と なる よ う 、 表左に基本指針のう ち都道府県等

が関わる 主な改定箇所を 抜粋（ 改定箇所に下線） し た。 予防計画は、 国の記載事項を 参考に

都道府県等において地域の実情に応じ て検討し て記載する こ と と なる が、 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 て表右欄に記載し た。  

 

（任意） 感染症の予防の推進の基本的な方向 

○基本指針の第１は、予防計画の必須事項とはなっていないが、総論的事項として、多くの都
道府県が記載している。第１として記載しない場合でも、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、記載するようにする。 

○保健所設置市区において予防計画を策定する旨を追記する旨。 
○都道府県連携協議会の設置、保健所と地方衛生研究所等の体制整備、人材育成等の取組を計

画的に実施する旨を追記する。 
 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第一 感染症の予防の推進の基本的な方向 

一 事前対応型行政の構築 

  また、都道府県は、都道府県、保健所設置市

等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験

者の団体、消防機関その他の関係機関（高齢者施

設等の関係団体等を含む。）で構成される都道府

県連携協議会を通じ、予防計画等について協議を

行うとともに、予防計画に基づく取組状況を毎年

報告し、進捗確認を行うことで、平時より感染症

の発生及びまん延を防止していくための取り組み

を関係者が一体となって PDCA サイクルに基づく

改善を図り、実施状況について検証することが必

要である。また、都道府県は、都道府県、保健所

設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学

識経験者の団体、消防機関その他の関係機関（高

齢者施設等の関係団体等を含む。）で構成される

都道府県連携協議会を通じ、予防計画等について

協議を行うとともに、予防計画に基づく取組状況

を毎年報告し、進捗確認を行うことで、平時より

感染症の発生及びまん延を防止していくための取

組を関係者が一体となってＰＤＣＡサイクルに基

づく改善を図り、実施状況について検証すること

が必要である。 

二〜四 （略） 

五 国及び地方公共団体の果たすべき役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント１ 

・予防計画に基づく取組状況を毎年報告、進捗確認を行

うなど、PDCA サイクルに基づく改善を図る仕組みを取

り入れることを記載【P40～41 参照】 

 

 

ポイント２ 

・都道府県連携協議会の設置について記載 

 運営規則・運営体制・検討事項について検討し、別途

運営規則等を制定、又は予防計画に概要を記載【P81

～82 参照】 

・都道府県連携協議会の構成メンバーについては構成

員・関係者間の役割分担等について、地域の実情に応

じて柔軟に対応 

・幅広い関係者の理解を得つつ、平時からの体制の準備
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
2 都道府県連携協議会は、法に基づく予防計画

の策定等を通じて、都道府県、保健所設置市等

その他の関係者の平時からの意思疎通、情報共

有、連携の推進を目的に、各都道府県において

それぞれの実情に即して設置すること。その上

で、予防計画の協議等を行う場でもある連携協

議会で議論する内容は広範に及ぶため、全体を

統括する役割と、予防計画の項目等に沿って、

各論点ごとに議論する役割に分けることが重要

である。都道府県連携協議会は、法に基づく予

防計画の策定等を通じて、都道府県、保健所設

置市等その他の関係者の平時からの意思疎通、

情報共有、連携の推進を目的に、各都道府県に

おいてそれぞれの実情に即して設置すること。

その上で、予防計画の協議等を行う場でもある

都道府県連携協議会で議論する内容は広範に及

ぶため、全体を統括する役割と、予防計画の項

目等に沿って、各論点ごとに議論する役割に分

けることが重要である。 

3  予防計画の作成者たる都道府県と、当該都道

府県の管内の保健所設置市等は、各々の予防

計画に沿って感染症対策を行うが、保健所設

置市等においても、基本指針及び都道府県が

策定する予防計画に即して予防計画を策定す

ることに鑑み、都道府県連携協議会等を通じ

て、予防計画を立案する段階から、相互に連

携して感染症対策を行う必要がある。 

4  都道府県等においては、保健所については地

域における感染症対策の中核的機関として、

また、地方衛生研究所等（地域保健法第二十

六条に規定する業務を行う同法第五条第一項

に規定する地方公共団体の機関（当該地方公

共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合

は、当該機関）をいう。以下同じ。）につい

ては都道府県等における感染症の技術的かつ

専門的な機関として明確に位置付けるととも

に、それぞれの役割が十分に果たされるよ

う、体制整備や人材育成等の取組を計画的に

行うことが重要である。また、国において都

道府県等が行う取組みを支援することが重要

である。 

5  (略) 

6  都道府県は、平時から感染症対応が可能な専

門職を含む人材の確保、他の地方公共団体等

への人材派遣、国及び他の地方公共団体から

の人材の受入れ等に関する体制を構築する必

要がある。新型インフルエンザ等感染症等発

について協議をしておくことが重要であるため、全体

を統括する場においては、都道府県・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、看護協会及び栄養士会等の職能団体など幅広い

関係機関の参加を求めることが重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント３ 

・保健所設置市区において予防計画を策定する旨を追記 

 

 

 

 

 

 

ポイント４ 

・保健所と地方衛生研究所等の体制整備、人材育成等の

取組を計画的に実施することを追記 
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
生等公表期間には、情報集約、地方公共団体

間調整、業務の一元化等の対応により、保健

所設置市等を支援する必要がある。 

7  （略）また、新型インフルエンザ等感染症等

発生等公表期間において、迅速に体制を移行

し、対策が実行できるよう、医療提供体制、

保健所、検査及び宿泊療養の対応能力を構築

することが必要である。 

8 市町村は、自宅療養者等の療養環境の整備等、

都道府県が実施する施策への協力や感染状況

等の情報提供、相談対応を通じて住民に身近

な立場から感染症の発生及びまん延の防止を

図る必要がある。 

 

  



81 

 

 

参考資料１ 

 

都道府県連携協議会の運営規則について 

 都道府県連携協議会については、地域の実情に応じた柔軟な取り扱いが前提である。 
 検討内容は広範に及ぶことが想定されるため、全体を統括する役割と予防計画の項目等に沿って各論
点毎に議論をする役割に分け、両方とも年１回程度実施する考え方が示されている。 

 

都道府県連携協議会の体制の検討、決定 

 連携協議会の構成メンバーについては「都道府県、保健所設置市区、感染症指定医療機関、診療に関
する学識経験者の団体及び消防機関、その他の関係機関」と規定されているが、構成員・関係者間の
役割分担等について、地域の実情に応じて柔軟に対応する。 

 幅広い関係者の理解を得つつ、平時からの体制の準備について協議をしておくことが重要であるた
め、全体を統括する場においては、以下のような幅広い関係機関の参加を求めることが示されてい
る。 

 都道府県・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、看護協会及び栄
養士会等の職能団体、消防機関、高齢者施設等の関係団体、介護・障害福祉サービス事業所の関係団
体、保健所、地方衛生研究所等、検疫所、教育機関、なお、新型コロナウイルス感染症対策を協議す
る協議会等を活用することも想定されている。 

 

都道府県連携協議会での検討事項について 

 都道府県連携協議会においては、次に掲げる新興感染症にかかる事項について、協議することが考え
られる。 

 

表 27 都道府県連携協議会における 検討事項（ 例）  

ⅰ） 医療体制 

 新興感染症発生時の流行初期・ 流行初

期以降の入院医療体制及び入院調整に

関する こ と  

 新興感染症発生時の外来診療体制に関

する こ と  

 新興感染症発生時の宿泊療養・ 自宅療

養者等への医療提供に関する こ と  

ⅱ） 検査体制 

  新興感染症発生時の検査体制や検査の

方針に関する こ と  

 

ⅲ） 宿泊施設体制 

 宿泊施設の確保に関する こ と  

ⅳ） 人材育成関係 

 新興感染症発生時の感染症専門家の育

成・ 確保に関する こ と  

 医療人材の派遣等に関する こ と  

ⅴ） 移送体制 

 新興感染症発生時の移送に関する 役割

分担、 人員体制に関する こ と  

 

 ⅵ） 宿泊・ 自宅療養者等の療養生活（ 高齢者 

  施設等における 療養も 含む）  

  宿泊・ 自宅療養者の生活支援に関する

こ と  
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ⅶ） 保健所体制 

 保健所体制及びサーベイ ラ ンス に関す

る こ と  

ⅷ） その他 

 新興感染症発生時の情報共有の在り 方

（ 都道府県・ 市町村等の情報共有範

囲）  

 新興感染症発生時の情報公開範囲等

（ 都道府県・ 市町村間で共有し た患者

情報の公開範囲、 公開のタ イ ミ ング等

をあら かじ め協議）  
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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」を合わせた内容となっている。 

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・専門職能団体や高齢者施設等関係団体との連携 
 ・地方衛生研究所等の体制強化 
 ・保健所との連携 
 ・検疫所との連携 
が追加されている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第二 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

一 （略） 

二 感染症発生動向調査 

1・2 （略） 

3  このため、国及び都道府県等においては、

（略） 最新の医学的知見を踏まえた感染症

発生動向調査の実施方法の見直しについての

検討やデジタル化が進む中での迅速かつ効果

的に情報を収集・分析する方策について検討

を推進することが重要である。 

4・5 （略） 

6 （略）また、二類感染症、三類感染症、四類感

染症又は五類感染症の疑似症について厚生労

働大臣が認めたときは、指定届出機関以外の

病院又は診療所の医師に対し、都道府県知事

への届出を求めることが可能である。 

三〜五 （略） 

六 検疫所における感染症の国内への侵入予防対策 

1～3 （略）  

4 検疫所長は、医療機関に迅速かつ適確に入院を

委託することができる体制を整備するため、

必要に応じて、医療機関の管理者と協議し、

合意が成立したときは、協定を締結する。当

該協定を締結しようとするときは、あらかじ

め当該協定に係る医療機関の所在地を管轄す

る都道府県知事の意見を聴く。また、当該協

定を締結したときは、当該協定に係る医療機

関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、

遅滞なく、当該協定の内容を通知する。 

七 関係各機関及び関係団体との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント５ 

・都道府県等での感染症情報を電磁的方法により迅速か

つ効果的に収集・分析する方策について検討し記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント６ 

・検疫所と都道府県管内の医療機関との協定締結に関す

る協議について記載 
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
感染症の予防を効果的かつ効率的に進めてい

くためには、国や地方公共団体の感染症対策部

門、食品保健部門、環境衛生部門等が適切に連携

を図っていくことが基本であるが、学校、企業等

の関係機関及び団体等とも連携を図ることが重要

である。さらに、国と地方公共団体の連携体制、

地方公共団体相互の連携体制、行政機関と医師会

等の専門職能団体や高齢者施設等関係団体等の関

係団体の連携体制を、都道府県連携協議会等を通

じて構築しておく必要がある。 

さらに、広域での対応に備え、国と地方公共

団体の連携強化や都道府県等間の連携強化を図る

ほか、管内及び管内周辺に検疫所がある都道府県

等においては、検疫所との連携体制をあらかじめ

構築しておく必要がある。 

八 （略） 

 

 

 

 

ポイント７ 

・関係各機関及び関係団体との連携体制を具体的に記

載。なかでも、都道府県連携協議会を活用した専門職

能団体や高齢者施設等関係団体との連携体制、保健所

間の連携や検疫所との連携について記載（都道府県管

内に検疫所がない都道府県においても関係する検疫所

との連携体制について記載） 

また、都道府県間の連携強化を図る方法や、隣接する

都道府県との連携体制などを記載 

 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第三 感染症のまん延の防止のための施策に関する事

項 

一 患者等発生後の対応時の対応に関する考え方 

1・2 （略） 

3 都道府県知事は、情報（新興感染症の発生の

状況、動向及び原因に関する情報に限る。）

の公表に関し、当該情報に関する住民の理解

の増進に資するため必要があると認めるとき

は、市町村長に対し、必要な協力を求めるこ

とが重要である。また、当該協力のために必

要があると認めるときは、協力を求めた市町

村長に対し、個人情報の保護に留意の上、患

者数及び患者の居住地域等の情報を提供する

ことができる 

4・5 （略） 

6 事前対応型行政を進める観点から、都道府県

等においては、特定の地域に感染症が集団発

生した場合における医師会等の専門職能団体

や高齢者施設等関係団体等、近隣の地方公共

団体との役割分担及び連携体制について、ま

ん延の防止の観点からあらかじめ定めておく

ことが必要である。 

7・8 （略）二〜四 （略） 

五 積極的疫学調査 

1 （略） 

2 積極的疫学調査については、対象者の協力が得

られるようその趣旨をよく説明し、理解を得

 

 

 

ポイント８ 

・感染症の情報公表に関する市町村長との連携体制につ

いて記載 

・新型コロナ対応を踏まえた患者情報の公表の方針につ

いて記載 

 

 

 

 

 

 

ポイント９ 

・感染症集団発生時の対応について、専門職能団体や高

齢者施設等との連携体制についてクラスター対応支援

の状況を踏まえ記載【P90（医療体制）において具体

的に記載】 
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
ることに努めることが重要である。また、一

類感染症、二類感染症、若しくは新型インフ

ルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見

がある者については、正当な理由なく応じな

い場合には、指示、罰則の対象となること

を、人権に配慮しあらかじめ丁寧に説明する

ことが求められる。 

3～5 （略） 

六〜九 （略） 

十 患者等発生後の対応時における検疫所の対応 

1・2 （略） 

3  隔離又は停留等を行うに当たっては、関係

者との連携を図りながら、必要な療養施設等

を確保する。 

   なお、検疫手続きの対象となる入国者につ

いて、一類感染症、二類感染症、三類感染

症、四類感染症、新型インフルエンザ等感染

症若しくは指定感染症の病原体の保有が明ら

かになった場合又は 2 により入国者の健康状

態の異状を確認した場合には、関係都道府県

等への通知により、国内の感染症対策との連

携を図る。 

十一・十二 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 10 

・管内に検疫所がない都道府県も含め、当該都道府県の

入国者が検疫所にて感染症の病原体の保有が明らかに

なった場合の連携体制について記載 
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 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 2 号）  

○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することに留意
する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第四 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 

一 （略） 

二 国における感染症及び病原体等に関する情報の

収集、調査及び研究の推進 

1・2 （略） 

 3 医療ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）を推進する中で、国は、感染症の情報を迅速

に収集し共有する観点から全国的な感染症発生動

向調査の情報基盤を整備し、都道府県は、国又は

他の都道府県に対する発生届及び積極的疫学調査

に関する情報の報告等を電磁的方法により行うこ

とが重要である。また、新興感染症に係る入院患

者の重症度等を効率的に把握する基盤を整備する

とともに、新興感染症データバンク事業による病

原体情報の収集や、国が収集した様々な情報の連

結をした上での重症度等の感染症情報に関する調

査・分析、都道府県等の本庁や保健所、大学その

他研究機関等への情報提供を迅速に実施すること

が重要である。 

4・5 （略） 

三 地方公共団体における情報の収集、調査及び研

究の推進 

1～4 （略） 

5 感染症発生等の発生届及び積極的疫学調査に

関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感染

症対策の推進に活かしていくための仕組みと

して、厚生労働省令で定める感染症指定医療

機関の医師が都道府県に対して届出等を行う

場合には、電磁的方法によることが必要であ

る。また、収集した様々な情報について個人

を特定しないようにした上で、連結して分析

することも重要である。 

6 感染症指定医療機関は、新興感染症の対応を

行い、知見の収集及び分析を行う。 

7 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の

医師は、新型インフルエンザ等感染症の患者

又は新感染症の所見がある者が入院した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 11 

・医療ＤＸの推進に向けて、都道府県等で行う取組等を

検討の上、記載 

・収集した情報についての分析の実施主体、分析方法等

を記載。 

※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点にも留意する。 

 

 

 

 

 

ポイント 12 

・感染症・病原体等の調査・研究に関する関係機関とし

て、大学研究機関、地方衛生研究所等を追記。関係機

関の役割に応じた連携体制について記載 

・感染症指定医療機関（特定・第一種・第二種感染症指

定医療機関及び第一種協定指定医療機関）が国立感染

症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究セン

ターを中心とした感染症に関する医薬品等の治験及び

研究開発のネットワークに参加し、感染症の発生時に

新興再興感染症データバンク事業（ＲＥＢＩＮＤ）へ

協力をしていくことを記載 

 

・ 関係機関との連携を構築するに当たり、感染症法に

基づく都道府県連携協議会等を活用し、本庁や保健

所、地方衛生研究所、国立感染症研究所、民間検査機

関等と意見交換や必要な調整等を通じて、連携を強化

新設 
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
や、当該患者又は所見がある者が退院又は死

亡した場合にも電磁的方法で報告することが

求められる。 

四 関係各機関及び関係団体との連携 

     感染症及び病原体等に関する調査及び研究に

当たっては、関係各機関及び関係団体が適切

な役割分担を行うことが重要である。このた

め、国立感染症研究所、国立研究開発法人国

立国際医療研究センター、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構、大学研究機関、地方

衛生研究所等をはじめとする関係研究機関等

は、相互に十分な連携を図ることが必要であ

る。 

  五 （略） 

する必要がある。 

・ 国立感染症研究所を含む国立試験研究機関、地方衛

生研究所等における調査及び研究については、新たな

政策課題を認識した上で、その課題設定及び分析評価

を行うとともに、検査精度及び検査件数等の規模の双

方の要請を満たすものとする。また、調査及び研究の

成果等は、関係法令を踏まえつつ、関係機関及び国民

に対して、積極的に提供する必要がある。 

 

 

 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 3 号）  

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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することが望ましい 
とされている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第五 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 

一 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上

に関する基本的な考え方 

1・2 （略） 

 

3 新興感染症のまん延が想定される感染症が発

生した際に、検査が流行初期の段階から円滑

に実施されるよう、都道府県連携協議会等を

活用し、関係者や関係機関と協議の上、平時

から計画的な準備を行うことが重要である。

また、併せて民間の検査機関等の連携を推進

することが重要である。 

二 （略） 

三 都道府県等における病原体等の検査の推進 

1 都道府県等は、広域にわたり又は大規模に感

染症が発生し、又はまん延した場合を想定

し、都道府県連携協議会等を活用し、地方衛

生研究所等や保健所における病原体等の検査

に係る役割分担を明確にした上で、それぞれ

の連携を図ること。また、必要な対応につい

て、保健所設置市等とも連携しながら、あら

 

 

 

ポイント 13 

・新興感染症の発生時を想定した検査体制のあり方につ

いて、民間の検査機関等も含めた連携体制について記

載 

 

 

 

 

 

 

ポイント 14 

・三の項目の中で、「検査の実施体制・検査能力向上」

の方向性を規定する 

 

 

ポイント 15 

・新型コロナ対応の経験を踏まえ、新興感染症が発生し

た場合の流行初期・流行初期以降（大臣公表後６ヶ

月）における検査体制について、目標値（第６）も踏
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
かじめ近隣の都道府県等との協力体制につい

て協議しておくことが望ましい。 

2 地方衛生研究所等を有する都道府県等は、地

方衛生研究所等が十分な試験検査機能を発揮

できるよう、計画的な人員の確保や配置を行

う等、平時から体制整備を行うことが重要で

ある。地方衛生研究所等を有していない都道

府県等は、地方衛生研究所等を有する都道府

県等との連携を確保すること等により試験検

査に必要な対応を行うことが重要である。 

3 地方衛生研究所等は、新興感染症の発生初期

において検査を担うことを想定し、平時から

の研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の

設備の整備、検査試薬等の物品の確保等を通

じ、自らの試験検査機能の向上に努めるとと

もに、地域の検査機関の資質の向上と精度管

理に向けて、積極的な情報の収集及び提供や

技術的指導を行い、質の向上を図ることが重

要である。（略） 

4 都道府県等は、新興感染症等のまん延時に備

え、検査体制を速やかに整備できるよう、都

道府県知事等と民間検査機関又は医療機関と

の検査等措置協定等により、平時から計画的

に準備を行う必要がある。 

四〜六 （略） 

まえ、地方衛生研究所等の役割や保健所設置市等との

連携体制を協議 

 

 

ポイント 16 

・新興感染症の発生を想定した地方衛生研究所等の計画

的な人員確保・配置の方針を記載 

【以下「地方衛生研究所等について」を参照】 

 

ポイント 17 

・平時から国が実施する研修に参加することや、地方衛

生研究所等自ら研修を行うなど、検査機能の向上を図

るための方策について検討。また、緊急時を想定した

検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品の確保の

方針についても検討する。 

 

ポイント 18 

・目標値（第６）も踏まえ、医療機関や民間検査機関と

の検査体制にかかる協定について記載 

 

【地方衛生研究所等について】 

〇計画的な人員の確保や配置 

・人員確保の具体的な方法（採用方針、地域の関係団体

との調整等）について記載すること 

・管区内におけるローテーション配置の計画があれば記

載すること 

・有事において、地方衛生研究所等の職員だけでは対応

できない場合を想定し、平時から自治体設置の公的検

査機関等、民間検査機関等を含め人員を把握の上、有

事の際に協力してもらうネットワークづくりや協定を

締結するなどの対応について記載すること 

〇研修や実践的な訓練の実施 

・国立感染症研究所等の国立試験研究機関等が実施する

研修への職員の計画的な参加について記載すること 

・地方衛生研究所等の職員が研修受講後に、内容を所内

で横展開できるよう、研修会や職員配置の工夫につい

て記載すること 

・平時から円滑に有事体制に移行し検査が実施できるよ

う実践型訓練の定期的な実施や支援について記載する

こと 

〇検査機器等の設備の整備 

・地方衛生研究所等に、周辺の機器も含めたリストアッ

プ、平時からのメンテナンスを実施させるとともに、

老朽化した機器の更新等の予算確保等の計画的な対応

について記載すること 

〇検査試薬等の物品の確保 

・地方衛生研究所等と調整の上、平時から必要な物品
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
（試薬、消毒薬等衛生用品、PPE、消耗品など）のリ

スト化、備蓄の実施について記載すること 

〇その他 

・平時から国立感染症研究所、本庁、保健所、医療機関

等の関係機関と協力し、情報ネットワークの体制を構

築し、情報発信について、本庁と役割分担を確認する

こと 

・民間検査機関等に対する技術指導 

 以上に関し平時から計画的な体制整備等について検討

すること。 
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 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  

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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 
について規定することが望ましいとされている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関す

る事項  

一 感染症に係る医療提供の考え方 

1〜3 略（第一種協定指定医療機関、第二種協定

指定医療機関等を追記） 

4 都道府県は、新興感染症が発生した際に、速

やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医

療等が提供できるよう、都道府県医療審議会

や都道府県連携協議会等を活用し、関係者や

関係機関と協議の上、平時から計画的な準備

を行うことが重要である。その際、主に当該

感染症に対応する医療機関等と当該感染症以

外を対応する医療機関等の役割分担が図られ

るよう調整しておくことが重要である。 

二 （略） 

三 都道府県における感染症に係る医療を提供する

体制 

1〜3 略（第一種感染症指定医療機関・第二種感

染症指定医療機関について規定） 

4 （略）特に、全国的かつ急速なまん延が想定

される新興感染症については、入院患者数及

び外来受診者の急増が想定されることから、

平時から、法に基づき締結する医療措置協定

等により、当該感染症患者の入院体制及び外

来体制や、当該感染症の後方支援体制を迅速

に確保できるようにしておくことが適当であ

る。 

5  都道府県は、新型インフルエンザ等感染症発

生等公表期間に新興感染症の入院を担当する

医療機関と平時に医療措置協定を締結し第一

種協定指定医療機関に指定する。 

6 都道府県は、新型インフルエンザ等感染症発

生等公表期間に新興感染症の発熱外来、自宅

 

 

ポイント 19 

・基本指針を参考に「感染症に係る医療提供の考え方」

を規定 

・改正感染症法で新設された第一種協定指定医療機関、

第二種協定指定医療機関について追記 

 

 

ポイント 20 

・新興感染症発生時に当該感染症へ対応する医療機関

（協定締結医療機関）と、当該感染症以外を担当する

医療機関を定め、役割分担をすることを記載。 

 

 

 

 

 

 

ポイント 21 

・第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機

関の整備目標について規定 

 

 

ポイント 22 

・「第一種協定指定医療機関」および「第二種協定指定

医療機関」について記載するとともに、医療機関名を

リスト化または公表するウェブサイトを記載 

※記載内容は「第 8 次医療計画等に関する検討会『意

見のとりまとめ（新興再興感染症発生・まん延時にお

ける医療）』令和 5年 3月 20日、「１．都道府県と医療

機関との協定締結にあたっての基本的方針」」を参考

とする。 
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
療養者等への医療の提供を担当する医療機

関、薬局等と平時に医療措置協定を締結し、

第二種協定指定医療機関に指定する。 

7  新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期

間前においては、特定感染症指定医療機関、

第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症

指定医療機関の感染症病床を中心に対応す

る。都道府県は、新型インフルエンザ等感染

症等発生等公表期間に５又は６の医療機関に

代わって患者を受け入れる医療機関又は感染

症医療担当従事者等を派遣する医療機関と平

時に医療措置協定を締結するとともに、回復

した患者の退院先となる介護老人保健施設等

の高齢者施設等とも連携した上で、後方支援

体制を整備する。また、医療人材の応援体制

を整備するともに、（略）都道府県の区域を

越えた医療人材の応援を要請する場合の方針

について、平時から確認しておくことが重要

である。 

8  新興感染症が発生した際に、流行初期の段階

から入院・発熱外来対応を行う旨の医療措置

協定を締結し、実際に対応した医療機関につ

いては、流行初期医療確保措置の対象とな

る。 

9  新興感染症の発生及びまん延に備え、５から

７までの医療措置協定を締結するに当たって

は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19 を

いう。以下同じ。）における医療提供体制を

参考とし、各都道府県単位で必要な医療提供

体制を確保することを基本としつつ、重症者

用の病床の確保も行うとともに、各地域の実

情に応じて、特に配慮が必要な患者（精神疾

患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、

障害者児、高齢者、認知症である者、がん患

者、外国人等）、感染症以外の患者への対応

を含めて切れ目のない医療提供体制の整備を

図ることが重要である。 

10  公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療

支援病院については、各地域におけるその機

能や役割を踏まえ、新型インフルエンザ等発

生等公表期間に新興感染症に係る医療を提供

する体制の確保に必要な措置を講ずることを

義務付ける。 

11 ６の第二種協定指定医療機関のうち、新型イ

ンフルエンザ等発生等公表期間に、高齢者施

設等の療養者に対し、新興感染症に係る医療

の提供を行う医療機関、薬局等と平時に医療

 

 

 

 

ポイント 23 

・医療人材派遣や後方支援医療機関について記載すると

ともに、協定を結ぶ医療機関名をリスト化または公表

するウェブサイトを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 24 

・流行初期の対応を行う医療機関について、協定を結ぶ

医療機関名をリスト化または公表するウェブサイトを

記載 

 

 

ポイント 25 

・重症用病床や特に配慮が必要な患者（精神疾患を有す

る患者、妊産婦、小児、透析患者、障害者児、高齢

者、認知症である者、がん患者、外国人等）への医療

提供体制について記載 

 

ポイント 26 

・公的医療機関等の医療提供体制にかかる役割について

記載 

 

 

 

 

ポイント 27 

・高齢者施設等の療養者に対する医療提供体制につい

て、クラスター発生時の医療人材派遣等を含めて検

討、記載（高齢者施設等の範囲は地域の実情に応じ

て、医療関係者・高齢者施設等の関係者等の意見を踏

まえつつ、適宜設定すること） 
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基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
措置協定を締結し、特に高齢者施設等に対す

る医療支援体制を確認する。 

12 新興感染症の汎流行時に、地域におけるその

予防又は治療に必要な医薬品の供給及び流通

を適確に行うため、必要な医薬品等の確保に

努め、新興感染症等に対応する医療機関及び

薬局等が、必要に応じて使用できるようにす

ることが望ましい。また、医療機関と平時に

法に基づき医療措置協定を締結するに当たっ

ては、診療等の際に用いる個人防護具等の備

蓄を求めておくことにより、個人防護具の備

蓄の実施が医療措置協定に適切に位置づけら

れるよう努める。 

四 （略） 

五 関係各機関及び関係団体との連携 

1・2 略 

3 一般の医療機関は、多くの場合感染症の患者

を診察する最初の医療機関となることから、

当該医療機関での対応が感染症の予防の観点

からも、感染症の患者に対する良質かつ適切

な医療の提供の観点からも極めて重要であ

る。このため、国、都道府県等は、それぞれ

医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団

体との連携を通じて、一般の医療機関との有

機的な連携を図ることが重要である。また、

都道府県においては、都道府県連携協議会や

都道府県医療審議会等を通じ、平時から、医

療関係団体以外の、高齢者施設等の関係団体

や障害者施設等の関係団体等とも連携し、新

型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間

における医療提供体制を検討しておくことが

必要である。 

六 （略） 

 

 

 

ポイント 28 

・医薬品の供給・流通、備蓄・確保に関する事項や協定

による個人防護具の備蓄に関する事項を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 29 

・医療提供体制の確保にあたって連携する医師会、歯科

医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体や高齢

者施設等関係団体との連携、及び協議の場について記

載 
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 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 5 号）  

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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 
について規定することが望ましいとされている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関す

る事項 

一 感染症の患者の移送のための体制の確保に関す

る考え方 

  都道府県知事又は保健所設置市等の長が入院を勧

告した患者又は入院させた患者の医療機関への移送

は、都道府県知事又は保健所設置市等の長が行う業

務とされているが、その体制の確保に当たっては、

一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感

染症、指定感染症、新感染症の発生及びまん延時に

積極的疫学調査等も担う保健所のみでは対応が困難

な場合において、地方公共団体内における役割分担

や、消防機関との連携、民間事業者等への業務委託

等を図ることが重要である。 

二 国における感染症の患者の移送のための体制の

確保の方策 

国は、新感染症の所見がある者の移送については、

都道府県等に積極的に協力することが重要であ

る。また、感染症の特性に応じた移送に係る考え

方等を示し、都道府県等が円滑に移送体制を構築

できるように支援することが重要である。 

 
三 都道府県等における感染症の患者の移送のため

の体制の確保の方策 

1 感染症の患者の移送について、平時から地方公共

団体内で連携し、役割分担、人員体制を整備して

おくことが重要である。 

2 都道府県連携協議会等を通じ、消防機関と連携

し、感染症の患者の病状を踏まえた移送の対象及

び感染症の特性を踏まえた安全な移送体制の確保

について、地域の救急搬送体制の確保の観点にも

十分留意して役割分担を協議し、協定を締結して

おくことが重要である。 

 

ポイント 30 

・感染症患者の移送にかかる基本的な考え方を記載 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ポイント 31 

・新興感染症発生時の他、一類感染症・二類感染症につ

いて、国の考え方等を参考にしながら、移送に係る人

員体制に係る役割分担を定め、記載。また、移送に必

要な車両を確保することや、民間事業者等へ委託や消

防機関との連携等についても記載 

※例えば、軽症者、重症者、配慮が必要な方、等に区

分し、搬送主体を決めておく【P36 参照】 
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3  一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等

感染症、指定感染症、新感染症の発生に備え、移

送に必要な車両の確保、民間移送機関や民間救急

等との役割分担をあらかじめ決めておくことが望

ましい。また、高齢者施設等に入所しており配慮

を必要とする方の移送については高齢者施設等の

関係団体等とも連携し、移送の際の留意事項を含

めて協議することが重要である。 

4  都道府県等の区域を越えた移送が必要な緊急時に

おける対応方法について、あらかじめ協議をする

こと。 

5 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ感

染症及び指定感染症の患者又は疑似症患者並びに

新興感染症の所見がある者若しくは当該新感染症

にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある

者の発生に備え、平時から、関係者を含めた移送

訓練や演習等を定期的に計画し、実施することが

望ましい。 

四 関係各機関及び関係団体との連携 

 法第二十一条（法第二十六条第一項又は第二項に

おいて準用する場合を含む。）又は法第四十七条の

規定による移送を行うに当たり、保健所等との協定

に基づき消防機関と連携する場合には、第十二の三

の４の入院調整体制の構築等により、円滑な移送が

行われるよう努めること。また、平時から消防機関

に対して医療機関の受入体制の情報を共有する枠組

みの整備が重要である。 
さらに、消防機関が傷病者を搬送した後、当該傷

病者が、法第十二条第一項第一号等に規定する患者

等であると医療機関が判断した場合には、医療機関

から消防機関に対して、当該感染症等に関し適切に

情報等を提供することが重要である。 
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 七 宿泊施設の確保に関する事項 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第７ 号）  

○基本指針上、「十 宿泊施設の確保に関する事項」は施設確保に特化し、運用は「十一 外出自粛対象者
の療養生活の環境整備に関する事項」に集約されている点に留意する。 

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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区の役割分担に係る事項 
について規定することが望ましいとされている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第十 宿泊施設の確保に関する事項 

一 宿泊施設の確保に関する事項の基本的な考え方 

  新興感染症が発生した場合には、重症者を優先す

る医療体制へ移行することも想定される。都道府県

等は、自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制のひ

っ迫を防ぐ等の観点から、新興感染症の特性や、感

染力その他当該感染症の発生及びまん延の状況を考

慮しつつ、宿泊施設の体制を整備できるよう、地域

の実情に応じて、都道府県連携協議会等を活用し、

関係者や関係機関と協議の上、平時から計画的な準

備を行うことが重要である。 

二 （略） 

三 都道府県等における宿泊施設の確保に関する事

項の方策 

都道府県等は、民間宿泊業者等と感染症発生及び

まん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定

を締結すること等により、平時から宿泊施設の確保

を行うとともに、感染症発生初期に民間宿泊業者の

協力を得られないことが見込まれる場合は、公的施

設の活用を併せて検討する。 

四 関係各機関及び関係団体との連携 

 都道府県等は、検査等措置協定を締結する宿泊施

設等との円滑な連携を図るために、地域の実情に応

じて、都道府県連携協議会等を活用することが望ま

しい。 

五 （略） 

 

ポイント 32 

・保健所設置市区において、宿泊施設の確保を行う場合

は、都道府県と保健所設置市区の役割分担について記

載 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 33 

・新興感染症発生時の宿泊施設としての活用について、

平時から民間宿泊施設と協議を進め、確保の方法につ

いて記載。併せて、流行初期段階の公的施設の活用方

針等についても検討し、利用が想定される施設名等を

記載 
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 八 外出自粛対象者等の環境整備に関する事項 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 8 号）  

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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市町村並びに関係機関及び関係団体との連携に係

る事項 
について規定することが望ましいとされている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第十一 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者

又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備

に関する事項 

一 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又

は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備

の基本的な考え方 

  新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の外出

自粛対象者（外出自粛に係る法の規定が適用される

指定感染症にあっては、当該感染症の外出自粛対象

者。以下「外出自粛対象者」という。）について

は、体調悪化時等に、適切な医療に繋げることがで

きる健康観察の体制を整備することが重要である。

また、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

活上の支援を行うことが重要である。 

また、外出自粛対象者が高齢者施設等や障害者施

設等において過ごす場合は、施設内で感染がまん延

しないような環境を構築することが求められる。 

二 （略） 

三 都道府県等における新型インフルエンザ等感染

症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の

療養生活の環境整備の方策 

1  都道府県等は、医療機関、医師会、薬剤師会、看

護協会や民間事業者への委託等や市町村（保健所

設置市等を除く。以下この第十一において同

じ。）の協力を活用しつつ外出自粛対象者の健康

観察の体制を確保することが重要である。 

2 都道府県等は、第十で設置した宿泊施設の運営に

係る体制確保の方策を平時から検討し、宿泊施設

運営業務マニュアル等を整備しておくことが必要

である。また、感染症発生及びまん延時には、医

療体制の状況を踏まえつつ、迅速に職員、資機材

等を確保する等、円滑な宿泊施設の運営体制の構

築、実施を図る。 

3 都道府県等は、外出自粛対象者が外出しなくとも

生活できるようにするため、市町村の協力や民間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 34 

・外来自粛対象者の健康観察を行う人員体制について、

患者急増時にも円滑に対応できるように関係者間で協

議し、記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 35 

・感染症の発生・まん延時に円滑に宿泊施設を運営でき
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事業者への委託を活用しつつ、食料品等の生活必

需品等を支給するなどの支援を行うとともに、自

宅療養時においても、薬物療法を適切に受けられ

るように必要な医薬品を支給できる体制を確保す

ること。また、介護保険の居宅サービスや障害福

祉サービス等を受けている場合には、介護サービ

ス事業所者や障害福祉サービス事業者等との連携

も重要である。 

4 都道府県等は、健康観察や生活支援等を効率的に

行うため、ICT を積極的に活用することが重要で

ある。 

5 都道府県等は、高齢者施設等や障害者施設等にお

いて、医療措置協定を締結した医療機関と連携

し、必要に応じてゾーニング等の感染対策の助言

を行うことができる体制を平時から確保してお

き、新興感染症の発生及びまん延時において施設

内における感染のまん延を防止することが重要で

ある。 

四 関係各機関及び関係団体との連携 

1 都道府県等は、外出自粛対象者の健康観察や生活

支援等に当たっては、積極的に市町村と連携し、

必要な範囲で患者情報の提供を行うこと。なお、

市町村の協力を得る場合は、都道府県連携協議会

等を活用し、あらかじめ情報提供の具体的な内容

や役割分担、費用負担のあり方について、協議し

ておくことが重要である。 

2 都道府県等は、外出自粛対象者の健康観察や生活

支援等の実施に当たっては、第二種協定指定医療

機関や地域の医師会、薬剤師会、看護協会又は民

間事業者に委託することなどについても検討する

ことが重要である。 

3 都道府県等は、福祉ニーズのある外出自粛対象者

が適切な支援を受けられるよう、都道府県連携協

議会等を通じて介護サービス事業者、障害福祉サ

ービス事業者等と連携を深めることが重要であ

る。 

五 （略） 

るよう、新型コロナ対応のノウハウを宿泊施設運営業

務マニュアルにとりまとめ、施設の運営・宿泊療養者

の管理に必要な人員体制、資機材について規定してお

くとともに、定期的に点検を行う 

 

 

 

 

ポイント 36 

・外出自粛対象者の生活支援について、市町村や民間事

業者との連携体制・役割分担を協議し、記載 

 

ポイント 37 

・平時からの高齢者施設や障害者施設等と医療機関との

連携体制を記載（高齢者施設等の範囲は地域の実情に

応じて、医療関係者・高齢者施設等の関係者等の意見

を踏まえつつ、適宜設定すること） 

 

 

ポイント 38 

・外出自粛対象者の健康観察や生活支援についての市町

村との役割分担について、具体的な業務内容と役割、

費用負担のあり方を協議し、記載（費用負担につい

て、例えば、食事や基礎的な生活必需品の提供につい

ては都道府県が負担し、市町村が独自に行う生活支援

については市町村が負担することや、買い物代行とし

て支援を行い、療養者に実費負担を求めることが考え

られる。） 

・また、感染症発生・まん延時における防災担当部局と

の連携（例：自宅療養者の名簿を災害時又は定期的に

情報提供する等）を検討し、記載することが望ましい 

 

ポイント 39 

・第二種協定指定医療機関や地域の医師会、薬剤師会、

看護協会又は民間事業者を含めた関係機関・関係団体

との連携について記載（重症化リスクの高い陽性者の

健康観察は保健所や医療機関が重点的に行うことが適

当であるが、重症化リスクの低い陽性者や濃厚接触者

の方の健康観察については、医療機関等のみならず、

民間事業者の活用が可能） 
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 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 9 号）  

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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 

について規定することが望ましいとされている点に留意する。 
 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第十二 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 

一 法第四十四条の五第一項（法第四十四条の八に

おいて準用する場合を含む。）、第五十一条の四

第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定によ

る総合調整又は法第五十一条の五第一項、第六十

三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指

示の方針の基本的な考え方 

1 法第六十三条の三第一項において、都道府県知事

は、平時から新型インフルエンザ等感染症等発生

等公表期間に至るまで、感染症の発生及びまん延

を防止するため必要がある場合、感染症対策全般

について、保健所設置市等の長、市町村長及び関

係機関に対して総合調整を行うこととされてい

る。また、新型インフルエンザ等感染症等発生等

公表期間において、国民の生死に直結する緊急性

を有する入院勧告又は入院措置を実施するために

必要な場合に限り、都道府県知事は保健所設置市

等の長への指示を行うことが適当である。 

2 感染症対策の実施については、基本的に都道府県

が主体となって総合調整を行うが、感染症の専門

家や保健師等の派遣、患者の移送等について、複

数の都道府県や医療機関等に対して広域的な総合

調整を行う必要がある場合は、厚生労働大臣が都

道府県知事、保健所設置市等の長、医療機関等に

対して総合調整を行う。また、感染症の発生を予

防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要

がある場合等において、厚生労働大臣が都道府県

知事又は保健所設置市等の長に対して指示を行

う。 

二 （略） 

 

 

 

 

ポイント 40 

・都道府県知事が行う総合調整や指示の概要を整理して

おく 

※入院調整の記載内容は「第 8 次医療計画等に関する検

討会『意見のとりまとめ（新興再興感染症発生・まん

延時における医療）』令和5年 3月 20 日、「P9⑥入院調

整について」を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 41 

・都道府県知事が総合調整や指示を行う場面・要件や関

係機関との情報共有の在り方を整理し、平時から関係

者間で共有しておく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 
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三 都道府県における法第六十三条の三第一項の規

定による総合調整又は法第六十三条の四の規定に

よる指示の方針 

1 都道府県知事による総合調整は、平時であっても

感染症対策にあたり必要がある場合に実行できる

こととし、保健所設置市等の長、市町村長の他、

医療機関や感染症試験研究等機関といった民間機

関も対象とする。新型インフルエンザ等感染症発

生等公表期間における総合調整・指示の発動場

面・要件等については、平時から関係者に共有す

ることが重要である。なお、必要がある場合に限

り、保健所設置市等の長は都道府県知事に対して

総合調整を要請することが適当である。 

2 都道府県知事は、総合調整を行うために必要があ

ると認めるときは、保健所設置市等の長や他の関

係機関等に対し、報告又は資料の提供を求めるこ

とが適当である。 

3  都道府県知事による指示は、新型インフルエン

ザ等感染症発生等公表期間の際、国民の生死に直

結する緊急性を有する入院勧告や入院措置を実施

するために必要な場合に限り、保健所設置市等の

長に対してのみ行うことができることに留意する

必要がある。 

4 都道府県においては、確保した病床に円滑に患者

が入院できるようにするため、都道府県連携協議

会等を活用し、保健所や医療機関、高齢者施設等

との連携強化を図り、保健所設置市等に対する平

時からの体制整備等に係る総合調整権限や、新型

インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の指示

権限を適切に行使しながら、円滑な入院調整体制

の構築、実施を図る。 

四 （略） 
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 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 10 号）  

○ タイトルに「資質の向上」が追加されている点に留意する。 
○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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 

について規定することが望ましいとされている点に留意する。 
 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画の記載時の留意点 
第十五 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 

一 （略） 

 

二 （略） 

三 都道府県等における感染症に関する人材の養成

及び資質の向上 

都道府県知事等は、国立保健医療科学院、国立感

染症研究所等で実施される感染症対策・感染症検査

等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース

（FETP-J）等に保健所及び地方衛生研究所職員等を

積極的に派遣するとともに、都道府県等が感染症に

関する講習会等を開催すること等により、保健所の

職員等に対する研修の充実を図ることが重要であ

る。さらに、これらにより感染症に関する知識を習

得した者を地方衛生研究所等や保健所等において活

用等を行うことが重要である。 

加えて、都道府県等は IHEAT 要員の確保や研修、

IHEAT 要員との連絡体制の整備や IHEAT 要員及びそ

の所属機関との連携の強化などを通じて、IHEAT 要

員による支援体制を確保することが重要である。 

保健所においては、平時から、IHEAT 要員への実

践的な訓練の実施や IHEAT 要員の支援を受けるため

の体制を整備するなど IHEAT 要員の活用を想定した

準備を行うことが重要である。 

四 医療機関等における感染症に関する人材の養成

及び資質の向上 

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療

機関を含む感染症指定医療機関においては、感染症

対応を行う医療従事者等の新興感染症の発生を想定

した必要な研修・訓練を実施すること又は国、都道

府県国、都道府県等若しくは医療機関が実施する当

該研修・訓練に医療従事者を参加させることによ

り、体制強化を図ることが重要である。また、新型

 

 

ポイント 42 

・国が実施する都道府県職員、保健所及び地方衛生研究

所等の職員等の資質向上・維持のための研修等に都道

府県等職員を派遣する計画について記載 

 

ポイント 43 

・年１回以上の研修・訓練の目標値（第６）も踏まえ、

都道府県等による研修・訓練の実施に関する事項につ

いて記載 

 

・保健所においては、新興感染症の流行開始から多くの

感染症対応業務が発生する。そのため、保健所におけ

る即応体制を確実に構築する観点から、都道府県等及

び保健所は、感染症有事体制に構成される人員を対象

に、全員が年１回以上受講できるよう、保健所におけ

る実践型訓練を含めた感染症対応研修・訓練を実施す

ること。 

 

 

ポイント 44 

・IHEAT 要員の養成・登録・管理・資質向上に関する事

項について記載 

・都道府県は、広域自治体として、保健所設置市区との

事前の調整に基づき、保健所設置自治体の実施する

IHEAT 研修に対し、必要に応じて講師派遣や、部分開

催、共催等による支援、企画への助言等を行うこと。 

・保健所設置自治体及び保健所は、都道府県と連携し、

当該保健所設置自治体へ支援を行う IHEAT 要員に対

し、実践的な訓練を含む研修を、少なくとも年１回受

講させること。また、保健所設置自治体が実施する研

修を受講した IHEAT 要員に対し、国が実施する感染症

の高度な研修等への受講を促すこと。 
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インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において

は、感染症医療担当従事者等を他の医療機関、宿泊

施設及び高齢者施設等に派遣できるように平時から

研修や訓練を実施しておくことが重要である。 

五 医師会等における感染症に関する人材の養成及

び資質の向上 

医師会等の医療関係団体においては、会員等に対

して感染症に関する情報提供及び研修を行うことが

重要である。 

六・七 （略） 

 

 

 

ポイント 45 

・協定締結医療機関から派遣される人材の養成・登録・

管理・資質向上に関する事項について記載 

 

ポイント 46 

・感染症指定医療機関及び医師会等の医療関係団体との

連携のための方策に関する事項を記載 
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 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 11 号）  

○ 予防計画策定に当たっての留意点として、 
 ・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 

について規定することが望ましいとされている点に留意する。 
 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第十六 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 

一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関

する基本的な考え方 

1 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、

地域保健法に基づき厚生労働大臣が策定する基本

指針とも整合性をとりながら、必要な情報の収

集、分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミ

ュニケーション等を行う機関であるとともに、感

染症の感染拡大時にも健康づくり等地域保健対策

も継続できることが重要である。また、平時より

有事に備えた体制を構築し、有事の際には速やか

に体制を切り替えることができる仕組みが必要で

ある。 

2 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用しな

がら関係機関及び関係団体と連携するとともに、

各地方公共団体の保健衛生部門等における役割分

担を明確化することが重要である。 

3 感染症発生時に迅速に対応できるよう、感染症に

関する情報が、責任者に対して迅速かつ適切に伝

達され、一元的に管理される体制を構築すること

が重要である。あわせて、外部人材の活用も含め

た必要な人員の確保、受入体制の整備、必要な機

器及び機材の整備、物品の備蓄等を通じて健康危

機発生時に備えて、各保健所の平時からの計画的

な体制整備が必要である。また、業務の一元化、

外部委託、ＩＣＴ活用も視野にいれて体制を検討

することが重要である。 

 

二 国における感染症の予防に関する保健所の体制

の確保に関する方策 

1 国は、健康危機における保健所の体制を確保す

るため、各保健所が健康危機対処計画を策定でき

 

 

 

 

 

ポイント 47 

・感染症対応における保健所業務の役割分担の明確化

と、関係機関との連携を含めた体制について記載 

 

 

 

 

 

 

ポイント 48 

・保健所業務に係る保健所と関係機関等との連携に係る

事項について記載 

・都道府県等は、健康観察や入院調整等の業務につい

て、保健所と医療機関等の関係機関との役割分担や連

携に係る事項について、予防計画に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 



103 

 

るようガイドラインを作成し、都道府県等を支援

する。 

2 国は、都道府県等の区域を越えた応援派遣の仕

組みを整備し、有事の際に都道府県等が円滑に応

援派遣等の仕組みを活用できるようにすることが

重要である。 

 

三 都道府県等における感染症の予防に関する保健

所の体制の確保 

1 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、

地方公共団体間の役割分担や連携内容を平時から

調整する。感染症のまん延が長期間継続すること

も考慮し、必要となる保健所の人員数を想定し、

感染症発生時においてその体制を迅速に切り替え

ることができるようにすることが重要である。 

2 都道府県等は広域的な感染症のまん延の防止の観

点から、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に

係る積極的疫学調査等の専門的業務を十分に実施

するために、感染症の拡大を想定し、保健所にお

ける人員体制や設備等を整備することが重要であ

る。体制の整備に当たっては、必要な機器及び機

材の整備、物品の備蓄を始め、業務の外部委託や

都道府県における一元的な実施、ICT の活用など

を通じた業務の効率化を積極的に進めるととも

に、IHEAT 要員や市町村等からの応援体制を含め

た人員体制、受入体制の構築（応援派遣要請のタ

イミングの想定を含む）や、住民及び職員等の精

神保健福祉対策等が重要である。 

3 都道府県等は、地域の健康危機管理体制を確保す

るため、保健所に保健所長を補佐する統括保健師

等の総合的なマネジメントを担う保健師を配置す

ることが重要である。 

四 関係機関及び関係団体との連携 

1 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、

市町村、学術機関、消防機関などの関係機関、専

門職能団体等と保健所業務に係る内容について連

携することが重要である。 

2 保健所は、感染症発生時における連携体制を確保

するため、平時から地方公共団体の本庁部門や地

方衛生研究所等と協議し役割分担を確認するとと

もに、管内の市町村と協議し、感染症発生時にお

ける協力について検討することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 49 

・感染症危機発生時における保健所の人員体制、応援派

遣の受入れ体制等について記載 

※対象職種、育成目標、研修内容（想定される研修会

等）及び参加人数（育成人数）等を整理しておく 

 
・都道府県等は、予防計画で数値目標として定めた保健

所の人員確保及び即応人材としての IHEAT 要員の確保に

あたって、保健所と連携して適切な体制の構築を行うこ

と。 

 

・都道府県等は、感染症危機時に迅速に対応できる保健

所体制を整備するために、保健所による健康危機対処計

画の策定を支援し、保健所が策定する健康危機対処計画

の実現に必要な予算、人員、物資の確保等を行うこと。 

 

・また、都道府県等は、予防計画に都道府県等と保健所

の役割分担を明確に記載するとともに、都道府県におい

て一元化する可能性がある業務やその時期についても記

載すること。 
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 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 

（ 感染症法第 10 条第 2 項第 12 号）  

■基本指針の主な変更内容 
（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 

○基本指針の第 14 は、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、 

 ・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 
について規定することが望ましいとされている点に留意する。 

 

基本指針の記載事項（抜粋） 予防計画記載時の留意点 
第十四 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 

一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基本的な考え方 

国及び地方公共団体においては適切な情報の公

表、正しい知識の普及等を行うことが、医師等にお

いては患者等への十分な説明と同意に基づいた医療

を提供することが、国民においては感染症について

正しい知識を持ち、自らが予防するとともに、患者

等が差別を受けることがないよう配慮していくこと

が重要である。さらに、国及び地方公共団体は、感

染症のまん延の防止のための措置を行うに当たって

は、人権を尊重することが必要である。 

 

二（略） 

三 地方公共団体における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

関する方策 

地方公共団体は、診療、就学、就業、交通機関の

利用等の場面において、患者等への差別や偏見の排

除等のため、国に準じた施策を講ずるとともに、相

談機能の充実等住民に身近なサービスを充実するこ

 

 

 

 

ポイント 50 

・患者等への差別や偏見の排除、感染症についての正し

い知識の普及に関する取組次項について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存 

新設 
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とが重要である。特に、保健所は、地域における感

染症対策の中核的機関として、感染症についての情

報提供、相談等のリスクコミュニケーションを行う

ことが重要である。また、都道府県連携協議会等で

議論を行う際には、患者の人権を考慮して感染症対

策の議論を行うことが重要である。 

 

四 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その他の方策 

1 患者等のプライバシーを保護するため、国及び都

道府県等は、医師が都道府県知事等へ感染症患者

に関する届出を行った場合には、状況に応じて、

患者等へ当該届出の事実等を通知するように努め

るよう徹底を図ることが重要である。 

2 報道機関においては、常時、的確な情報を提供す

ることが重要であるが、個人情報に注意を払い、

感染症に関し、誤った情報や不適当な報道がなさ

れたときには、速やかにその訂正がなされるよう

に、国及び都道府県等は、報道機関との連携を平

常時から密接に行う等の体制整備を図ることが重

要である。 

 

五 関係各機関との連携 

国の行政機関間、国及び地方公共団体間、地方公

共団体間等における密接な連携のため、定期会議の

開催等が行われることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 51 

・患者情報の流出防止のための具体的方策について記載 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 52 

・関係機関との連携方策について記載 
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 六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生

労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項 

 数値目標一覧（ 例）  

区分 項目 必須事
項 

  
区分 

目標値 

単位   流行初
期 

単位 
流行初期

以降 
単位 

(1) 医療提供
体制 

①病床（確保病床
数） 

〇 （合計） 各協定締結医療機関（入院）における確保可能病床数   床   床 病床数 

任意 （内数） 流行初期医療確保措置     床   床 病床数 

任意 （内数） 重症者病床     床   床 病床数 

任意 （内数） 

 特に配慮が必要な患者 

精神疾患を有する患者   床   床 病床数 

任意 （内数） 妊産婦   床   床 病床数 

任意 （内数） 小児   床   床 病床数 

任意 （内数） 障害児者   床   床 病床数 

任意 （内数） 認知症患者   床   床 病床数 

任意 （内数） がん患者   床   床 病床数 

任意 （内数） 透析患者   床   床 病床数 

任意 （内数） 外国人   床   床 病床数 

 ②発熱外来（健康
観察・診療医療機関
数） 

〇 （合計） 各協定締結医療機関（発熱外来）の機関数   機関   機関 医療機関数 

③ 自宅療養者への医
療の提供 

〇 （合計） 自宅・宿泊施設・高齢者施設における療養者等に医療を提供する機関数   機関   機関 医療機関数 

〇 （内数） 
機関種別 

病院   機関   機関 医療機関数 

〇 （内数） 診療所   機関   機関 医療機関数 

新設・数値目標 
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区分 項目 必須事
項 

  
区分 

目標値 

単位   流行初
期 

単位 
流行初期

以降 
単位 

〇 （内数） 訪問看護ステーション   機関   機関 機関数 

〇 （内数） 薬局   か所   か所 薬局数 

任意 （内数） 

対応者種別 

自宅療養者対応   機関   機関 医療機関数 

任意 （内数） 宿泊療養者対応   機関   機関 医療機関数 

任意 （内数） 高齢者施設対応   機関   機関 医療機関数 

任意 （内数） 障害者施設対応   機関   機関 医療機関数 

④ 後方支援 〇 （合計） 後方支援を行う医療機関数        機関 療機関数 

⑤医療人材の確保人
数（派遣可能数） 

〇 （合計） 県外派遣可能な人数（医師数、看護師数）        人 派遣可能人数 

〇 （内数）   医師      人 派遣可能人数 

〇 （内数）  看護師    人 派遣可能人数 

〇 （内数）  その他    人 派遣可能人数 

任意 （内数）   上記のうち、県外派遣可能
な人数      人 派遣可能人数 

○ （剛毅）  感染症医療担当従事者      

○ （内数）   医師      人 派遣可能人数 

○ （内数）  看護師    人 派遣可能人数 

○ （内数）  その他    人 派遣可能人数 

   感染症予防等業務対応関
係者      

任意 （内数）   上記のうち、県外派遣可能
な人数      人 派遣可能人数 

○ （内数）  医師    人 派遣可能人数 

○ （内数）  看護師    人 派遣可能人数 
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区分 項目 必須事
項 

  
区分 

目標値 

単位   流行初
期 

単位 
流行初期

以降 
単位 

○ （内数）  その他    人 派遣可能人渦 

○ （内数）  DMAT（医師、看護師、そ
の他）    人 派遣可能人数 

○ （内数）  DPAT（医師、看護師、その
他）    人 派遣可能人数 

任意 （内数）  その他    人 派遣可能人数 

(2) 物資の確
保 

⑥個人防護具の備蓄
を十分に行う医療機

関の数 

〇 （合計） 協定締結医療機関数  機関  医療機関数 

〇 （内数）  うち、十分な PPE を備蓄  機関  医療機関数 

任意 （内数） 協定締結機関数（病院）  機関 医療機関数 

任意 （内数） うち、十分な PPE を備蓄 機関 医療機関数 

任意 （内数） 協定締結機関数（診療所）  機関  医療機関数 

任意 （内数）  うち、十分な PPE を備蓄 機関 医療機関数 

任意 （内数） 協定締結機関数（訪問看護事業所）  機関 医療機関数 

任意 （内数）  うち、十分な PPE を備蓄 機関 医療機関数 

(3) 検査体制 ⑦ 検査能力、検査機
器確保数 

〇 （合計） 検査の実施能力     件/日   
件/

日 
検査件数 

  （内数） 
  

地方衛生研究所等   件/日   
件/

日 
検査件数 

  （内数） 医療機関、民間検査会社
等   件/日   

件/
日 

検査件数 

〇   地方衛生研究所等の検査機器の数     台  台 設備台数 

(4) 宿泊療養
体制 

⑧ 宿泊施設確保居
数 

〇 （合計） 確保居室数     室   室 居室数 

      公的施設   室   室 居室数 

      民間宿泊施設   室   室 居室数 

(5) 人材の養
成・資質の向上 ⑨ 研修・訓練回数 〇 （合計） 研修・訓練を（年１回以上）実施した回数／割合       

研修・ 訓練の

回数 
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区分 項目 必須事
項 

  
区分 

目標値 

単位   流行初
期 

単位 
流行初期

以降 
単位 

〇 （合計）   医療機関   機関   機関 医療機関数 

      （割合）   割   割   

〇 （合計）   保健所   回   回 
研修・ 訓練の

回数 

〇 （合計）   都道府県等職員   回   回 
研修・ 訓練の

回数 

(6) 保健所の
体制整備 

⑩人員確保数 
即応可能な IHEAT
要員の確保数
（IHEAT 研修受講
者数） 

〇 
 （合計） 

流行開始から１ヶ月間において想定される業務量
に対応する人員確保数 
即応可能な IHEAT 要員の確保数（IHEAT 研
修受講者数） 

  
  

人 

 

人数 

（内数）  保健所 人 人数 
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