
新型コロナウイルス感染症の感染状況等

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部
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療養を要する者 重症者（10倍） 新規陽性者日別（10倍） 新規陽性者7日間移動平均（10倍） 新規死亡者（7日間移動平均）（200倍） 重症者割合

※１ チャーター便を除く国内事例。令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げ
たものに変更した。
※２ 重症者割合は、集計方法を変更した令和2年5月8日から算出している。重症者割合は「療養を要する者」に占める重症者の割合。
※３ 療養を要する者・重症者と新規陽性者及び新規死亡者は表示上のスケールが異なるので（新規陽性者及び重症者数は10倍、新規死亡者は200倍に拡大して表示）、比較の場合には留意が必
要。
※４ 一部の都道府県においては、重症者数については、都道府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
※ 5 集計方法の主な見直し：令和3年5月19日公表分から沖縄県について、令和3年5月26日公表分から大阪府・京都府について、重症者の定義を従来の自治体独自の基準から国の基準に変更し集
計を行った。

重症者・新規陽性者数等の推移

8月23日
262人

8月7日
1,597人

4月30日
328人

4月11日
644人

8月9日
1,373人

8月10日
13,724人

5月8日
6,302人

6月11日
9.6％

5月４日
11,935人

※()内は１週間前の数値

療養を要する者・重症者・新規陽性者・新規死亡者（人） 重症者割合（％）

7月18日

7月18日

(46,596人)

94,841人

7月18日

712,415人
(351,418人)

24人

7月18日

(16人)

7月18日
155人

(83人)

76,164人

(37,124人)

7月18日
0.0%

(0.0%)
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7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
直近１週間合計

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 7月5日から
7月11日まで

7月12日から
7月18日まで 増減率 （人口10万対）

全 国 36,167 45,797 47,961 50,082 54,993 54,046 37,124 75,995 94,466 97,768 103,287 110,660 105,550 76,164 990,060 326,170 663,890 2.04 526.29 全 国

北 海 道 561 821 901 887 911 859 602 803 1349 1713 1734 1928 1833 1515 16,417 5,542 10,875 1.96 208.15 北 海 道
青 森 305 390 450 405 499 418 439 699 700 912 920 974 820 779 8,710 2,906 5,804 2.00 468.83 青 森
岩 手 124 223 208 203 304 257 181 324 597 556 584 590 554 389 5,094 1,500 3,594 2.40 296.89 岩 手
宮 城 442 491 403 432 513 425 186 730 870 808 851 958 875 598 8,582 2,892 5,690 1.97 247.18 宮 城
秋 田 82 84 92 125 128 111 106 281 268 310 326 355 309 231 2,808 728 2,080 2.86 216.78 秋 田
山 形 109 120 166 157 150 135 97 236 268 319 240 321 252 194 2,764 934 1,830 1.96 171.34 山 形
福 島 178 223 251 216 281 248 186 336 507 508 472 586 600 408 5,000 1,583 3,417 2.16 186.40 福 島
茨 城 181 339 514 490 485 574 496 487 632 942 1147 1145 1173 1139 9,744 3,079 6,665 2.16 232.47 茨 城
栃 木 236 275 334 285 297 367 230 567 704 752 774 980 852 616 7,269 2,024 5,245 2.59 271.32 栃 木
群 馬 319 357 389 396 502 437 294 725 857 942 957 1018 1002 754 8,949 2,694 6,255 2.32 322.57 群 馬
埼 玉 1089 2043 2434 2281 2546 2943 2429 2350 5002 5751 5755 6115 6547 5639 52,924 15,765 37,159 2.36 505.92 埼 玉
千 葉 1327 1659 2081 2258 2404 2593 1644 2838 3837 4097 4983 5429 4877 4181 44,208 13,966 30,242 2.17 481.22 千 葉
東 京 5302 8341 8529 8777 9716 9482 6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 12696 169,893 56,378 113,515 2.01 808.07 東 京
神 奈 川 1939 3038 3130 3677 4009 4304 4230 4991 6193 6155 7603 7638 8147 9445 74,499 24,327 50,172 2.06 543.14 神 奈 川
新 潟 191 295 274 307 307 359 271 346 585 783 718 814 775 681 6,706 2,004 4,702 2.35 213.60 新 潟
富 山 184 252 211 243 259 231 136 321 426 423 472 460 413 294 4,325 1,516 2,809 1.85 271.45 富 山
石 川 85 343 308 275 333 377 354 192 709 647 704 618 679 615 6,239 2,075 4,164 2.01 367.67 石 川
福 井 122 187 241 269 284 297 298 295 388 443 484 520 537 529 4,894 1,698 3,196 1.88 416.76 福 井
山 梨 171 172 214 183 227 172 106 411 350 396 413 481 385 304 3,985 1,245 2,740 2.20 338.28 山 梨
長 野 267 303 327 317 414 365 253 657 699 699 732 815 729 519 7,096 2,246 4,850 2.16 236.82 長 野
岐 阜 565 593 533 638 587 645 426 1229 992 1040 1044 1208 989 665 11,154 3,987 7,167 1.80 362.20 岐 阜
静 岡 678 853 894 1034 1282 1150 596 1882 2195 2250 2242 2712 2409 1464 21,641 6,487 15,154 2.34 417.10 静 岡
愛 知 2481 2737 2712 2820 3227 3088 1545 6082 6364 6132 6351 7269 6222 3258 60,288 18,610 41,678 2.24 552.58 愛 知
三 重 302 569 510 553 599 632 504 604 1068 1224 1037 1063 1184 907 10,756 3,669 7,087 1.93 400.34 三 重
滋 賀 363 396 404 333 352 401 808 740 731 1056 990 741 991 1054 9,360 3,057 6,303 2.06 445.88 滋 賀
京 都 679 1010 904 963 1195 1321 617 1323 2069 2364 1941 2214 2467 1895 20,962 6,689 14,273 2.13 553.63 京 都
大 阪 4523 4621 4615 4805 5567 5081 2515 9960 10452 9957 9745 12351 10804 4859 99,855 31,727 68,128 2.15 770.88 大 阪
兵 庫 1595 1877 2007 2201 2139 2385 1255 3225 4158 4638 5433 5068 5575 3302 44,858 13,459 31,399 2.33 574.55 兵 庫
奈 良 108 459 441 454 482 590 601 286 1040 1121 993 1223 1180 1049 10,027 3,135 6,892 2.20 520.36 奈 良
和 歌 山 279 300 314 422 402 414 361 609 630 575 632 644 791 449 6,822 2,492 4,330 1.74 469.33 和 歌 山
鳥 取 204 215 219 243 289 297 223 429 376 407 401 370 414 284 4,371 1,690 2,681 1.59 484.45 鳥 取
島 根 755 690 595 674 754 617 610 1271 1024 1006 950 915 694 391 10,946 4,695 6,251 1.33 931.42 島 根
岡 山 231 354 395 389 420 425 296 495 759 786 756 873 916 732 7,827 2,510 5,317 2.12 281.56 岡 山
広 島 359 663 640 586 661 664 455 808 1252 1271 1296 1342 1318 1012 12,327 4,028 8,299 2.06 296.42 広 島
山 口 306 277 293 290 304 294 202 527 512 672 624 770 772 424 6,267 1,966 4,301 2.19 320.48 山 口
徳 島 109 109 138 134 143 144 128 230 278 317 298 335 366 286 3,015 905 2,110 2.33 293.24 徳 島
香 川 178 211 220 192 241 316 115 383 417 580 487 593 582 413 4,928 1,473 3,455 2.35 363.59 香 川
愛 媛 582 552 539 605 654 498 258 1014 867 856 857 940 718 384 9,324 3,688 5,636 1.53 422.22 愛 媛
高 知 223 219 193 203 221 200 99 344 370 328 346 427 325 218 3,716 1,358 2,358 1.74 340.98 高 知
福 岡 1864 2366 2774 3068 3256 2757 2354 4295 5180 5718 6356 6588 5859 4187 56,622 18,439 38,183 2.07 743.55 福 岡
佐 賀 592 634 694 683 670 529 668 1205 1071 968 996 973 660 738 11,081 4,470 6,611 1.48 814.72 佐 賀
長 崎 542 537 524 555 558 592 295 849 861 897 830 912 841 568 9,361 3,603 5,758 1.60 438.77 長 崎
熊 本 1589 1443 1578 1672 1643 1493 963 2333 2561 2637 2643 2752 2350 1441 27,098 10,381 16,717 1.61 961.69 熊 本
大 分 504 518 557 585 641 668 435 1113 1124 1103 1041 1097 1083 646 11,115 3,908 7,207 1.84 641.28 大 分
宮 崎 285 571 571 557 666 573 412 706 1199 966 1009 1011 1026 832 10,384 3,635 6,749 1.86 631.00 宮 崎
鹿 児 島 791 826 851 823 953 860 671 1517 1579 1516 1599 1701 1700 1190 16,577 5,775 10,802 1.87 680.12 鹿 児 島
沖 縄 2266 2241 2389 2417 2518 2458 943 3436 3518 3565 3462 3904 4165 1990 39,272 15,232 24,040 1.58 1,638.18 沖 縄
※１　過去分の報告があった県については、報告日別に過去に遡って計上した

※２　人口10万対の人数は、「令和２年国勢調査」（総務省）により算出している

増減率が１より大
きく、直近１週間
合計が１以上の
都道府県数

直近1週間の新規
陽性者数ゼロの都
道府県数

47 0

都道府県別新規陽性者数（自治体公表値）（空港検疫、チャーター便、クルーズ船案件を除く）

報告日
直近２週間の合計
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＜感染状況について＞

•全国の新規感染者数（報告日別）は、直近の１週間では10万人あたり約290人となり、今週先週比は2.14と急速に増加している。
また、全ての都道府県や年代で増加している。

•新規感染者数の増加に伴い、療養者数は増加し、病床使用率は総じて低水準にあるものの上昇傾向にある。
•現時点では、重症者数や死亡者数は低水準で推移している。

実効再生産数 ： 全国的には、直近（6/26）で1.14と１を上回る水準となっており、首都圏では1.19、関西圏では1.16となっている。

＜地域の動向＞ ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近１週間合計の対人口10万人の値。

直近の感染状況の評価等
第90回（令和４年７月13日）
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード資料１より抜粋

北海道
新規感染者数は約111人（札幌市約135人）、今週先週比は1.37。30代以下が中心。病床使用率は１割弱。

北関東
茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約118人、122人、160人、今週先週比は2.05、2.58、2.70。茨城、栃木では30代以下が中心、群馬では20
代以下が中心。病床使用率について、茨城、群馬では１割強、栃木では約１割。

首都圏
（１都３県）

東京の新規感染者数は約446人、今週先週比は2.37。30代以下が中心。病床使用率は２割強、重症病床使用率は３割強。埼玉、千葉、神奈
川の新規感染者数は約232人、246人、296人、今週先週比は2.19、2.33、2.41。病床使用率について、埼玉、千葉、神奈川では２割強。

中京・東海
愛知の新規感染者数は約294人、今週先週比は2.26。20代以下が中心。病床使用率は２割弱。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約235人、
212人、224人、今週先週比は2.18、2.65、2.07。病床使用率について、岐阜、静岡では２割弱、三重では約３割。

関西圏

大阪の新規感染者数は約421人、今週先週比は2.22。30代以下が中心。病床使用率は２割強、重症病床使用率は１割弱。滋賀、京都、兵庫、
奈良、和歌山の新規感染者数は約243人、284人、276人、250人、306人、今週先週比は2.29、2.27、2.13、3.01、2.09。病床使用率について、京
都では約２割、和歌山では４割強、滋賀では４割強、兵庫では３割弱、奈良では１割強。

九州

福岡の新規感染者数は約406人、今週先週比は2.27。20代以下が中心。病床使用率は２割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規
感染者数は約626人、298人、640人、402人、379人、409人、今週先週比が2.00、1.58、1.75、2.24、2.24、1.97。病床使用率について、佐賀では
約３割、長崎では２割強、熊本では５割弱、大分では約３割、鹿児島では３割強、宮崎では約２割。

沖縄
新規感染者数は約1,118人と全国で最も高く、今週先週比は1.52。30代以下が中心。病床使用率は５割強、重症病床使用率は２割強。

上記以外
岩手、秋田、山梨、長野、鳥取、島根の今週先週比は2.77、3.57、2.61、2.58、2.18、1.80、島根の新規感染者数は約776人。病床使用率につい
て、青森では３割弱、福島では２割強、島根では３割強。

3
4 / 11



＜今後の見通しと必要な対策＞

○ 感染状況について

•新規感染者数について、すべての都道府県で増加しており、また、多くの地域では増加幅が大きくなり、急速に感染拡大している。
また、沖縄県は引き続き他の地域よりも感染レベルが高く、かつ、これまでで最も高い状況となった。

•年代別の新規感染者数では、全国的には全ての年代で増加しており、特に50代以下の年齢層で増加幅が大きい。
•新規感染者の感染場所について、学校等及び自宅における割合がそれぞれ増加傾向にある（大都市部では積極的疫学調査が
重点化されており、感染経路の十分な把握がされていないことに留意が必要）。東京都では飲食や職場での感染の増加も報告さ
れている。

•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では、多くの地域で新規感染者数の増加が続く
ことが見込まれる。また、 ①ワクチンの３回目接種と感染により獲得された免疫は徐々に減衰していること、 ②今後３連休や夏休
みの影響もあり、接触の増加等が予想されること、③オミクロン株のBA.5等の系統への置き換わりが進んでいること等から、今後
引き続き感染者数の急速な増加の継続も懸念されるところであり、医療提供体制への影響も含めて注視していく必要がある。

○ 感染の増加要因と抑制要因について

感染状況には、以下のような感染の増加要因と抑制要因の変化が影響するものと考えられる。
【ワクチン接種等について】３回目接種が進んでいるが、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、今後減弱が進むことが予想され、留意が必要。また、これまでの感染により獲得した免疫についても、
今後同様に減弱が進むことが予想される。

【接触パターンについて】夜間滞留人口について、足元では減少している地域も見られるものの、大都市中心に多くの地域で増加
傾向がみられる。これらの中には、昨年末のピークに迫る地域や超える地域もあるため、今後の感染状況への影響に注意が
必要。

【流行株について】 BA.2系統の流行から、BA.5系統等を中心に置き換わりが進んでいる。特にBA.5系統は、感染者数がより増加し
やすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されるため、感染者数の増加要因となりえる。

【気候要因について】気温の上昇により屋内での活動が増える時期であるが、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。

○ 医療提供体制について

•全国的には、病床使用率は総じて低水準にあるものの、新規感染者数の増加に伴い、大都市を始め、一部の地域において上昇
傾向となった。特に、沖縄県では、病床使用率が全国に比較して高い傾向にある。

•救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、全国的に増加傾向である。また、熱中症による救急
搬送の増加にも十分な注意が必要である。

4

第90回（令和４年７月13日）
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード資料１より抜粋
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○オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組

【サーベイランス等】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を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による
確認が求められる。

【自治体における取組】新規感染者数はすべての都道府県で増加しており、自治体では、引き続き検査・保健・医療提供体制の点
検・強化が必要である。

地域の感染拡大状況に遅れることなく、迅速・スムーズに検査でき安心して自宅療養できる体制の強化、病床の更なる確保等
これまで整備してきた検査・保健・医療提供体制の点検・強化に改めて取り組むことが必要。

先般、効果的かつ負担の少ない医療・介護現場における感染対策が、新たに示されたところであり、感染リスクや感染対策に
関する知見が蓄積される中で、各施設の実情に合わせた無理のない感染対策を考えていくことが重要。

高齢者施設等に対する医療支援体制の強化・徹底にあたっては、医療関係部局と介護関係部局が連携し、地域の関係者とも
協議しつつ、これまで整備してきた体制をしっかりと機能させていくことが重要。

健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的に保健所業務を実施するとともに、地域に
必要な保健所機能を維持するため、外部委託や本庁での一元化による体制を確保することが重要。

【ワクチン未接種者、３回目及び４回目接種者への情報提供等】

自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、３回目及び４回目接種
を着実に実施していくことも必要。３回目接種の主な目的は発症予防・重症化予防である。 ３回目接種率について、７月12日公
表時点で65歳以上高齢者では約90％、全体では約62％となった。対象者への３回目の接種を今後も着実に実施し、希望する
方にはできるだけ多く接種していただくことが求められている。４回目接種については、重症化予防を目的として、60歳以上の
者と、重症化リスクの高い基礎疾患を有する者、その他重症化リスクが高いと医師が認める方を対象として開始された。また、
新たなワクチンを１～３回目接種用として接種開始できるようになった。このワクチンは、従来の新型コロナワクチンとは異なる
種類であり、ワクチンの多様性を確保できるとともに、国内で製造が行われることからワクチン供給の安定性の確保につながる
ものである。

５歳から11歳までの子どもへのワクチン接種については、特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定は
これらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や
周囲の大人がワクチンの３回目接種を行うことも重要。

【水際対策】海外及び国内の現在の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。また、出国前
検査は継続して求めつつ流入リスクに応じた対応を行うとともに、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、
全ゲノム解析を継続させることが必要。 5
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○ オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底

感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
【学校・幼稚園・保育所等】児童・生徒の感染リスクが高まる場面を職員や子ども・保護者等と共有しつつ、子どもの感染対策はもとより、
教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策を徹底する。その上で、できるだけ教育活動や社会機能な
どの継続に取り組むことが必要。子どもや職員が少しでも体調が悪い場合は、休暇を取得できる環境を確保することが重要。あわせて、
家庭内での感染対策の徹底も求められる。また、２歳未満の児童についてはマスク着用は推奨しないこと、２歳以上の就学前児について
は、熱中症のリスクや表情が見えにくくなることによる影響も懸念されることから、マスク着用を一律には求めず、無理に着用させないこと
について、保育所等に対し周知・徹底することが必要。学校においては、体育の授業・運動部活動や登下校の際にはマスク着用が必要
ないことを学校現場に周知・徹底することが必要。

【高齢者施設等】高齢者の感染を抑制するため、対策の徹底が必要。このため、従業者等へは積極的な検査を実施する。また、重症化
予防のため、入所者に対するワクチンの４回目接種を進める。さらに、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援体制を
確保し、施設で感染が確認された際には早期に迅速な介入が重要。
【職場等】社会機能維持のため、業務継続計画の再点検と活用に加え、テレワークの活用や休暇取得の促進等の取組が求められる。ま
た、アプリの活用を含めて従業員の体調管理を徹底し、少しでも体調が悪い場合には休暇を取得できる環境を確保することが必要。さら
に、職域におけるワクチンの３回目接種を積極的に進めるべきである。

○現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠

新規感染者数はすべての都道府県で増加している。これから３連休や夏休みなどを迎え、接触の増加等が予想される。このため、感染者
数の増加をできるだけ抑制するために、基本的な感染対策と日頃の体調管理を徹底し、感染リスクの低減に向けた取組に協力いただくこと
が必要。
【ワクチン接種について】感染拡大に備えて、高齢者および重症化リスクのある対象者はワクチンの４回目接種が推奨される。また、３回目接
種も、その種類に関わらず、受けていただくことが重要。新型コロナウイルス感染症に罹患すると、若年者でも重症化することがあり、ま
た、遷延症状が見られる場合もあることから、高齢者はもとより、若年者も自らの健康を守るために接種していただくことが求められる。こ
れまで１・２回目接種できていない方々にも改めて接種を検討していただくことが重要。

【感染対策の徹底】基本的な感染対策として、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続することが必要。また、三つの
密（密集、密閉、密接）が重なるところは最も感染リスクが高いが、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。

【外出等に際して】混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う
人と少人数で。飲食はできるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスク着用の徹底が必要。一方で、屋外については、近距離
で会話する場合を除き、マスク着用は必要ない。特に、夏場については、熱中症予防の観点から屋外ではマスクを外すことを推奨する。
また、

【体調管理について】軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をするこ
とが必要。特に、高齢者をはじめ、重症化リスクの高い方と会う機会がある場合には、訪問などの前に体調の確認をするとともに、抗原
検査キット等を活用した事前検査の推奨が必要。 6
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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。
今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、80歳以上の占める割合が高くなっている。例えば、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。高齢の感染者や基礎疾患を有する感染者の基礎疾患の増悪や、心不全や誤嚥性肺炎等の発症にも
注意が必要。

【ウイルスの排出期間】オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目
以降において、排出する可能性が低くなることが示された。なお、無症状者では、診断日から８日目以降において排出していないことが示
された。

【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。

【オミクロン株の亜系統】

世界におけるBA.4系統及びBA.5系統の占める割合が増加しており、これらの系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆され
ている。世界的には、BA.4系統及びBA.5系統へ置き換わりつつある中で、陽性者数が増加傾向となっている。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。
WHOレポートでは、複数の国から集積した知見によると、BA.4系統及びBA.5系統に関して、既存のオミクロン株と比較した重症度の上昇
は見られないとしている。一方で、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1および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.4および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。
BA.4系統及びBA.5系統は全て国内及び検疫で検出されている。ゲノムサーベイランスによると、引き続き国内ではBA.2系統が主流であ
るが、BA.5系統については検出割合が増加しており、置き換わりが進んでいる。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としている。 7
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新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出状況（国立感染症研究所）
国内 新型コロナゲノムの PANGO lineage 変遷（2022/07/08 現在）

※地方衛生研究所で解析されたゲノム解析結果を含む。
※変異株PCR検査での陽性検体を優先してゲノム解読していたこともあるため、正確な母数でPANGO lineage判定できない可能性がある。
※デルタ株は、PANGO系統のB.1.617.2系統とその亜系統にあたるAY系統を含む。
※オミクロン株は、PANGO系統のB.1.1.529系統とその亜系統にあたるBA系統を含む。
※各都道府県のゲノムサーベイランスの状況については、厚生労働省HPの新型コロナウイルス感染症について/国内の発生状況/変異株に関する参考資料、において公表しています。

8

2022-23週
2022/06/06 - 06/12

2022-23週 2022/06/06 - 06/12

※その他の株は検出されていない。
※内訳は、BA.1 0.4％、BA.2 97.3％、BA.5  1.4%
デルタ株 0％、それ以外 0.9％

Lineage 2022-23(w)
B.1.1.529 1
BA.1.1 7
BA.1.1.2 3
BA.2 494
BA.2.1 2
BA.2.10 154
BA.2.10.1 18
BA.2.10.2 64
BA.2.12.1 33
BA.2.18 20
BA.2.23 1
BA.2.24 402
BA.2.29 361
BA.2.3 274
BA.2.3.1 398
BA.2.3.11 66
BA.2.3.13 247
BA.2.3.16 1
BA.2.3.18 36
BA.2.3.7 1
BA.2.38 7
BA.2.56 41
BA.2.56.1 2
BA.2.65 2
BA.2.7 1
BA.2.72 3
BA.2.73 1
BA.2.9 4
BA.4 1
BA.4.1 1
BA.5.1 10
BA.5.2 12
BA.5.2.1 11
BA.5.3.1 2
BA.5.5 2
BE.1 1
Unassigned 22

第90回（令和４年７月13日）
新型コロナウイルス感染症対策

アドバイザリーボード資料４より抜粋

9 / 11



9

第90回（令和４年７月13日）
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード資料３－２
（鈴木先生提出資料）より抜粋

10 / 11



※投与者数は資料作成時点で国に報告のあったもの（概数）

新型コロナウイルス感染症の治療薬の現状

薬 剤 種 別 薬 剤 名 取組状況

①経口抗ウイルス薬
（ポリメラーゼ阻害薬）

モルヌピラビル
（ラゲブリオ）

【MSD】

・令和３年12月投与開始（12月24日特例承認）

・合計160万人分を確保、これまでに160万人分全てが納入済み

②経口抗ウイルス薬
（プロテアーゼ阻害薬）

ニルマトレルビル
／リトナビル

（パキロビッド
パック）

【ファイザー】

・令和４年２月投与開始（２月10日特例承認）

・合計200万人分を確保、これまでに179万人分が納入済み

※２月27日までは試験運用期間として実績を積み上げ、2月28日以降、全国の医療機関の入院・外
来で処方を可能とした。

③中和抗体薬
ソトロビマブ

（ゼビュディ）
【GSK】

・令和３年９月投与開始（９月27日特例承認）

・これまでに合計２９万人分が納入済み
※R4.4.18に添付文書が改訂され、オミクロン株のBA.2系統に対して効果が減弱するおそれがあり、

他の治療薬が使用できない場合に投与を検討することとされた。

④点滴抗ウイルス薬
（ポリメラーゼ阻害薬）

レムデシビル
【ギリアド】

・令和３年10月から薬価収載に伴う一般流通開始

・軽症から重症者の治療に必要な数量数ヶ月分を国内向けに確保しており、

感染状況に応じ追加で輸入が可能

※R4.3.18に添付文書が改訂され、重症化リスク因子を有する軽症患者を投与対象に追加。

7月19日時点

投与者数 235,900人

投与者数 14,100人

投与者数 150,000人
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