


＜感染状況等と今後の見通し＞

○ 感染状況について

• 新規感染者数について、すべての地域において減少が継続しており、全国的には本年２月のピークとほぼ同じ感染レベルとなった。また、高齢者

施設と医療機関の集団感染は、減少しているものの継続している。

• 全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少が継続しているが、他の年代と比較して 10歳未満が多くなっている。また、高齢者の新規感染

者数も減少傾向となっており、重症者数は減少が継続し、死亡者数も減少に転じている。

• 本年１月以降の小児等の死亡例に関して暫定的に報告された。小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。

• 新規感染者の感染場所について、自宅の割合は全年齢では横ばい傾向となっているが、特に20代では増加傾向にある。学校再開により、学校

等では、増加傾向が継続している（積極的疫学調査の重点化により感染経路の把握は一部（約13％）にとどまることに留意が必要）。

○今後の見通しと感染の増加要因・抑制要因について

• 今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測などでは、地域差や不確実性はあるものの、多くの地域で減少

傾向が継続するが、一部地域では減少速度が鈍化する可能性がある。夏休み後の学校再開と、今後の連休の影響にも注意が必要。また、季節

性インフルエンザの例年よりも早期の流行と、新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念される。

• 感染者数に影響を与える主な要因としては、以下の要因が考えられる。

【ワクチン接種および感染による免疫等】３回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減

弱が進むことが明らかになっている。一方で、60代以上では、20−40代と比較して感染による免疫獲得は低く、また免疫の減衰についても指摘

されており、今後高齢者層での感染拡大が懸念される。

【接触パターン】夜間滞留人口について、全体的には横ばい傾向となっており、足元では増加している地域が多いものの、感染状況が全ての地

域で改善しているのに比して、動きにばらつきがみられる。

【流行株】 BA.2系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。

【気候要因】 ９月も当面は高い気温の気候が続くことが見込まれ、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。

○ 医療提供体制の状況について

• 全国的には、外来診療検査体制の負荷がみられるとともに、感染状況の改善の継続により、病床使用率については低下傾向にあり、ほとんどの

地域で５割を下回っている。重症病床使用率も低下傾向にある。また、自宅療養者・療養等調整中の数は、把握可能なすべての地域で減少傾向

にある。

• 全国的に、一般医療を含めた医療提供体制への負荷が一部継続しているものの、状況の改善がみられる。一方で、介護の現場では、施設内療

養がみられるとともに、療養者及び従事者の感染が続いている。

• 救急搬送困難事案については、全国的には改善傾向が継続している。しかし、一部地域では依然として高い水準のところもある。
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＜必要な対策＞

○ 基本的な考え方について

• 感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある方に対する適切な医療の提供と患者の療養期間の見直しなどを行う。
• こうした移行に当たっては、再度、大規模な感染拡大が生じうることも想定し、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとと
もに、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保するため、保健医療体制の強化・重点化を進めていく。

• 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。

１．ワクチン接種の更なる促進
・初回接種を終了した全ての12歳以上の者に対する「オミクロン株対応ワクチン」の接種について、10月半ばを目途に準備を進めることが必要。
・10月半ばまでの間、まず、重症化リスクの高い等の理由で行われている４回目接種の対象者へ使用するワクチンが、従来型ワクチンからオミクロ
ン株対応ワクチンへ切り替えられる。接種間隔は５か月とされたが、海外の動向等を踏まえ、接種間隔を短縮する方向性で今後検討し、10月下
旬までに結論を得ることが必要とされた。

・未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
・小児（５～11歳）の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。

２．検査の活用
・第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
・高齢者施設等について、従事者への頻回検査（施設従事者は週２～３回程度）の実施。
・有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己
検査体制」整備の更なる推進が必要。

・抗原定性検査キットについて、ＯＴＣ化によるインターネット販売など、一層利活用を進める。

３．保健医療提供体制の確保
・国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。

・確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医

療のひっ迫回避に向けた取組

・入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化

・後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を４日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上

・病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進

・オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進

・有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来

自己検査体制」整備の更なる推進

・受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じ

て地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、

こうした相談体制を強化

・職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底 3



４．療養の考え方の転換・全数届出の見直し

・全国一律での全数届出の見直しに当たり、重症化リスクの高い方を守るために保健医療体制の強化、重点化を進めるとともに、発生届の対象外

となる若い軽症者等が安心して自宅療養できる環境整備が必要。

５．自宅療養期間の見直し等

・陽性者の自宅療養期間の短縮に当たり、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出

する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。

・症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を許容するに当たり、外出時や人と接する時

は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。

６．サーベイランス等

・発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度

の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。

また、変異株について、 ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。

７．効果的な換気の徹底
・第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要
（エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等）。

８．基本的な感染対策の再点検と徹底

・以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。

・不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続

・３密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける

・飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する

・咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える

・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする

・できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む

・イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスク

を最小限にする対策の実施が必要
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≪参考：オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見≫

【感染性・伝播性】 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約２日（デルタ株は約５日）に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感
染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と
同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。

【感染の場・感染経路】 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会（換気が不十分な屋内や飲食の機会等）で起きており、感染経路もこれま
でと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。

【重症度】 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析され
たオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフル
エンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡
大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死
亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、今回の感染拡大では、前回に引き
続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今回の感染拡大における
死亡者は、前回の感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。

【ウイルスの排出期間】 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後７日目までが感染力が高く、５日間待機後でもまだ
３分の１の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。８日目（７日間待機後）になると、多くの患者（約85％）は感染力のあるウイルスを
排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ７日目以降では６分の１に減少したとの報告がある。

【ワクチン効果】 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間
は一定程度保たれているものの、その後50％以下に低下することが報告されている。一方で、３回目接種によりオミクロン株感染に対する感染
予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、３回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。 ４回目
接種については、重症化予防効果は６週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。

【オミクロン株の亜系統】 世界的には、BA.5系統の占める割合の増加とともに陽性者数の増加が見られ、 BA.5系統はBA.2系統と比較して感染
者増加の優位性が示唆されたが、現在、陽性者数が減少傾向となっている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾
向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、
BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。
WHOレポートでは、 BA.5系統の重症度については、既存のオミクロン株と比較して、上昇及び変化なしのいずれのデータもあり、引き続き情報
収集が必要であるとしている。また、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告
があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、 BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増え
ている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。国内のゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加し、
概ね置き換わっている。

また、本年６月以降インドを中心に報告されているBA.2.75系統、及び米国・英国を中心に報告されているBA.4.6系統は国内で検出されている
が、他の系統と比較した感染性や重症度等に関する明らかな知見は海外でも得られていない。これらのウイルスの特性について、引き続き、諸
外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

5



1

新規陽性者数の推移等
（HER-SYSデータ）

第99回（令和４年９月１４日）
新型コロナウイルス感染症対策分科会

参考資料１－２
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（注１）当該期間（週）中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。
（注２）計算に用いた人口は、令和２年国勢調査（令和２年10月１日現在）

7/3～7/9 7/10～7/16 7/17～7/23 7/24～7/30 7/31～8/6 8/7～8/13 8/14～8/20 8/21～8/27 8/28～9/3 9/4～9/10

0～4歳 403.2 753.4 1119.4 1482.6 1647.8 1503.9 1573.7 1560.4 1243.8 956.2 

5～9歳 603.5 1200.2 1794.4 2060.4 1994.7 1743.5 1710.1 1581.8 1319.4 1101.6 

10～14歳 520.3 1145.3 1839.2 1855.9 1622.9 1364.3 1542.4 1276.1 960.4 824.6 

15～19歳 394.6 893.2 1440.7 1535.9 1402.4 1267.0 1569.4 1285.2 836.9 693.3 

20～24歳 401.9 819.8 1387.7 1622.9 1628.7 1420.3 1920.9 1438.2 838.9 549.2 

25～29歳 399.2 795.7 1393.8 1691.9 1732.5 1475.2 1870.2 1404.0 890.2 596.8 

30～34歳 346.9 696.3 1183.5 1501.4 1589.3 1405.6 1616.2 1301.8 918.8 650.2 

35～39歳 341.2 694.3 1163.9 1492.7 1566.9 1390.9 1549.5 1259.9 925.0 676.9 

40～44歳 285.2 591.2 1026.6 1327.8 1378.5 1203.2 1366.3 1109.7 791.1 574.9 

45～49歳 232.2 487.1 863.7 1136.9 1200.1 1054.2 1210.2 989.1 670.4 471.5 

50～54歳 206.9 445.1 775.4 1051.6 1140.7 1015.3 1184.7 975.1 644.1 439.5 

55～59歳 162.6 347.9 615.8 849.6 946.3 858.1 1012.8 832.9 556.6 371.4 

60～64歳 129.2 281.3 490.1 683.2 791.7 728.4 857.1 699.0 465.0 305.8 

65～69歳 93.4 195.7 343.3 477.2 558.6 510.6 594.1 496.6 337.3 223.8 

70～74歳 79.0 174.7 295.6 415.9 494.1 451.7 532.4 448.3 301.1 201.9 

75～79歳 62.8 137.1 239.4 345.7 416.3 390.5 449.2 387.9 260.9 178.5 

80～84歳 65.3 143.0 256.2 379.9 470.0 446.4 503.6 432.1 297.2 207.1 

85歳以上 88.5 193.1 357.4 543.6 693.1 692.5 738.6 637.3 447.0 312.4 

【参考】
〇 前ページの全国の人口10万人当たり７日間累積新規陽性者数のグラフの値は、以下のとおり。

＊9/13 9:00時点の入力データを基に算出
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（注１）当該期間（週）中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。
（注２）計算に用いた人口は、令和２年国勢調査（令和２年10月１日現在）

7/3～7/9 7/10～7/16 7/17～7/23 7/24～7/30 7/31～8/6 8/7～8/13 8/14～8/20 8/21～8/27 8/28～9/3 9/4～9/10

0～4歳 402.2 762.9 1131.4 1488.8 1646.9 1499.5 1559.7 1545.6 1250.6 1010.1 

5～9歳 607.3 1221.8 1822.1 2077.4 1996.1 1732.0 1691.8 1562.1 1325.4 1166.1 

10～14歳 530.1 1177.3 1890.6 1890.3 1641.3 1365.5 1532.9 1260.4 964.9 874.3 

15～19歳 404.8 915.8 1467.5 1555.9 1414.7 1271.5 1559.3 1274.0 839.0 727.6 

20～24歳 413.4 842.2 1411.9 1643.4 1644.3 1431.7 1905.9 1429.0 841.3 576.0 

25～29歳 409.1 818.3 1424.2 1721.9 1752.6 1487.3 1867.0 1396.3 894.2 624.0 

30～34歳 354.1 711.8 1208.3 1525.2 1606.6 1412.1 1608.2 1292.0 923.1 681.6 

35～39歳 346.8 709.9 1187.4 1510.5 1579.1 1392.8 1544.2 1248.3 925.7 711.8 

40～44歳 290.0 605.1 1048.5 1348.4 1390.7 1208.5 1360.6 1099.1 793.6 604.3 

45～49歳 235.6 498.4 882.9 1155.1 1215.2 1061.3 1206.1 982.6 672.4 493.9 

50～54歳 211.4 456.8 795.1 1072.0 1157.3 1027.4 1184.9 969.8 646.5 460.2 

55～59歳 166.4 358.2 633.8 870.7 964.5 870.4 1015.1 830.1 561.3 390.0 

60～64歳 131.4 289.5 504.0 701.1 807.8 740.1 861.5 696.9 469.9 320.0 

65～69歳 95.2 200.7 351.7 488.7 569.0 518.3 593.6 494.5 336.6 223.6 

70～74歳 80.3 178.4 302.4 424.5 501.4 456.1 532.6 446.6 300.0 201.4 

75～79歳 63.8 140.2 246.0 351.9 423.0 395.8 450.3 388.7 260.3 177.3 

80～84歳 65.9 145.6 262.7 387.4 477.9 453.8 506.3 432.3 296.5 206.3 

85歳以上 89.1 193.9 364.4 555.3 703.4 701.7 742.2 632.3 441.2 310.1 

【参考】
〇 前ページの全国の人口10万人当たり７日間累積新規陽性者数のグラフの値は、以下のとおり。

＊9/13 9:00時点の入力データを基に算出





























































HER-SYS上で死亡場所が「自宅」とされている事例について
〇 HER-SYS上、令和３年10月１日～令和４年９月13日までの間に発生届の提出があり、最終的に死
亡となった事例のうち、死亡場所が「自宅」と入力されたものが331件。
（９月13日15時入力時点。今後の入力状況により、数字に変動があり得る。）

男性 191

女性 140

＜②年齢構成＞ ＜③性別＞
10歳未満 0

10代 0
20代 15
30代 15
40代 12
50代 22
60代 22
70代 47

80代以上 198
不詳 0

10月 0 件 ７月 54 件
11月 0 件 ８月 124 件
12月 0 件 ９月 10 件
１月 28 件 合計 331件 ※1,2,3

２月 73 件

３月 33 件

４月 4 件

５月 5 件

６月 0 件

＜①月別件数＞

※１ 上記件数は、発生届が提出された月で集計している。
※２ 総件数のうち、届出時点で亡くなっていた件数は８件である。
※３ 総件数のうち、重症化リスク因子が「あり」とされていた件数は212件である。

年齢別内訳は以下のとおり。

65

10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

0 件 0 件 1 件 0 件 5 件 9 件 15 件 37 件 145 件






