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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集計。
※ 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（大阪府は令和4年4月14日公表分から独自基準へと変更） 。

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（％）

8月24日

8月24日

(186,729人)

226,982人

8月24日

1,943,245人
(1,787,550人)

276人

8月24日

(233人)

8月24日
637人

(610人)

243,451人

(231,472人)

8月24日
0.0%

(0.0%)
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8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日
直近１週間合計

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 8月11日から

8月17日まで

8月18日から

8月24日まで
増減率 （人口10万対）

全 国 240,169 168,793 183,587 178,329 138,577 166,174 231,472 255,508 261,004 253,248 226,128 141,018 208,516 243,451 2,895,974 1,307,101 1,588,873 1.22 1259.55 全 国

北 海 道 7660 7058 6282 6006 5290 5540 6880 8315 8632 7590 6360 5397 5587 6886 93,483 44,716 48,767 1.09 933.41 北 海 道

青 森 1710 1400 1453 1509 815 1232 1947 2043 2372 2342 1857 1298 943 2031 22,952 10,066 12,886 1.28 1,040.89 青 森

岩 手 1373 1113 1128 1107 789 969 1266 1537 1655 1645 2017 1325 1350 1835 19,109 7,745 11,364 1.47 938.76 岩 手

宮 城 3267 2044 3182 2418 1514 2947 3624 4042 4567 4784 3255 1728 4112 3896 45,380 18,996 26,384 1.39 1,146.14 宮 城

秋 田 1255 493 1103 817 732 1181 1673 1865 1746 1823 1421 735 1879 1679 18,402 7,254 11,148 1.54 1,161.85 秋 田

山 形 1462 1063 1067 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 1804 1108 1427 1803 20,461 8,394 12,067 1.44 1,129.84 山 形

福 島 2754 1635 1740 1965 1257 1571 1977 3297 3585 3490 3395 1593 2231 3191 33,681 12,899 20,782 1.61 1,133.68 福 島

茨 城 4581 3336 2282 3178 2557 1737 2620 4090 4804 4829 4275 3785 2539 4039 48,652 20,291 28,361 1.40 989.22 茨 城

栃 木 3010 846 2452 1340 1189 1767 2075 3214 2544 2917 2399 1335 2702 2668 30,458 12,679 17,779 1.40 919.69 栃 木

群 馬 2778 1601 2503 1885 1219 2246 2417 2819 2672 2790 2453 1374 2935 2514 32,206 14,649 17,557 1.20 905.42 群 馬

埼 玉 13432 10528 6778 9659 7128 5940 9990 11187 11327 11496 11449 8156 5877 10912 133,859 63,455 70,404 1.11 958.56 埼 玉

千 葉 8755 8003 5785 4603 5075 4848 6816 6797 8513 7892 7840 4419 5732 7106 92,184 43,885 48,299 1.10 768.54 千 葉

東 京 31247 20401 23773 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 15085 21770 25444 341,708 174,223 167,485 0.96 1,192.27 東 京

神 奈 川 12009 12432 9571 9703 9049 8614 9945 10009 9562 11333 10741 9212 8987 9790 140,957 71,323 69,634 0.98 753.83 神 奈 川

新 潟 3596 3312 1863 2625 1841 1391 2795 3727 4006 4002 3335 3538 1994 3623 41,648 17,423 24,225 1.39 1,100.50 新 潟

富 山 1630 1001 1241 1592 843 1283 1592 2508 2895 2679 2268 950 1941 2715 25,138 9,182 15,956 1.74 1,541.92 富 山

石 川 2265 2042 919 1995 1735 1062 1295 2343 2885 2643 2630 2025 861 2632 27,332 11,313 16,019 1.42 1,414.45 石 川

福 井 1432 1284 693 1365 1161 630 1238 1301 1863 1742 1793 1400 756 1713 18,371 7,803 10,568 1.35 1,378.08 福 井

山 梨 1359 730 1175 1072 781 1034 1595 1662 1517 1437 1325 649 1199 1406 16,941 7,746 9,195 1.19 1,135.22 山 梨

長 野 2546 1461 2326 1904 1216 1780 2271 3599 3649 3334 2590 1210 2950 3169 34,005 13,504 20,501 1.52 1,001.02 長 野

岐 阜 3717 1406 3855 2794 1986 3555 4357 4490 4155 4506 3325 1720 5116 4196 49,178 21,670 27,508 1.27 1,390.18 岐 阜

静 岡 5947 2800 5572 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 5002 2026 6885 7971 76,474 33,334 43,140 1.29 1,187.38 静 岡

愛 知 17079 7548 12178 9996 6107 11241 18985 17993 17716 17944 14501 6120 18060 18199 193,667 83,134 110,533 1.33 1,465.49 愛 知

三 重 3125 2107 1889 2897 1309 1774 3704 4642 4607 3867 4229 1746 2858 4674 43,428 16,805 26,623 1.58 1,503.91 三 重

滋 賀 2912 2069 2667 2165 1828 1708 2148 2343 3281 2872 2513 2091 2664 3019 34,280 15,497 18,783 1.21 1,328.73 滋 賀

京 都 4968 5607 2840 4776 3389 2599 4736 4987 5174 5094 4990 3724 3256 5766 61,906 28,915 32,991 1.14 1,279.67 京 都

大 阪 22051 10031 17557 14546 9541 18826 22815 24323 22798 23098 17671 7892 22924 20807 254,880 115,367 139,513 1.21 1,578.61 大 阪

兵 庫 12382 10068 9888 8875 5881 7360 10005 12268 12260 11583 11710 7263 10195 11452 141,190 64,459 76,731 1.19 1,404.04 兵 庫

奈 良 2186 1925 2410 1600 2137 1904 2245 2251 3104 2961 2892 2743 2054 2519 32,931 14,407 18,524 1.29 1,398.59 奈 良

和 歌 山 1941 1948 1362 1420 1447 1387 1550 2191 2381 2334 1952 1411 1628 1755 24,707 11,055 13,652 1.23 1,479.76 和 歌 山

鳥 取 878 628 816 729 733 821 1088 1028 1121 1201 1001 807 1087 1082 13,020 5,693 7,327 1.29 1,323.98 鳥 取

島 根 889 367 1129 528 576 790 1621 1232 1140 1175 935 393 1488 1037 13,300 5,900 7,400 1.25 1,102.62 島 根

岡 山 3287 3293 2285 2935 2790 1802 3605 4284 4225 4399 4117 2838 2926 3884 46,670 19,997 26,673 1.33 1,412.44 岡 山

広 島 6284 5030 3252 5604 3919 2876 4255 6761 8775 6886 7293 5127 3671 7408 77,141 31,220 45,921 1.47 1,640.21 広 島

山 口 2167 1948 1702 2585 1840 1617 2913 3494 3459 2835 3122 1680 2469 3407 35,238 14,772 20,466 1.39 1,524.97 山 口

徳 島 1333 951 605 1291 991 920 1451 2213 2196 2296 2584 1676 1093 3182 22,782 7,542 15,240 2.02 2,117.96 徳 島

香 川 1489 1671 1693 1781 1040 1653 2482 2477 2766 2327 1826 1204 2129 2381 26,919 11,809 15,110 1.28 1,590.12 香 川

愛 媛 2412 1095 2718 2370 1016 2121 3316 3516 3249 3236 2680 1162 3283 3131 35,305 15,048 20,257 1.35 1,517.56 愛 媛

高 知 1409 1058 1264 1198 743 1390 1875 1834 1804 1738 1693 1060 1958 2031 21,055 8,937 12,118 1.36 1,752.35 高 知

福 岡 13780 9669 11057 8415 8076 7434 10888 13115 15726 14995 12749 9336 11198 10717 157,155 69,319 87,836 1.27 1,710.46 福 岡

佐 賀 1679 1116 1984 1096 1273 1795 2989 2517 2446 2566 1252 1147 2951 1980 26,791 11,932 14,859 1.25 1,831.18 佐 賀

長 崎 3398 2392 2569 2981 1941 1980 3342 4529 4611 3655 3657 1921 3083 4316 44,375 18,603 25,772 1.39 1,963.85 長 崎

熊 本 3745 2136 3550 2966 1814 2769 5157 5684 4263 4254 3627 1899 4618 4288 50,770 22,137 28,633 1.29 1,647.18 熊 本

大 分 2143 1524 2183 1970 1543 1914 3027 2995 2550 2524 2263 1263 2643 2844 31,386 14,304 17,082 1.19 1,519.95 大 分

宮 崎 2812 2110 2154 3011 1530 2085 3213 4114 3310 3026 2811 1429 2505 3781 37,891 16,915 20,976 1.24 1,961.15 宮 崎

鹿 児 島 3956 2908 3967 3486 2626 3495 4624 4948 4583 4747 4502 3318 4199 4843 56,202 25,062 31,140 1.24 1,960.64 鹿 児 島

沖 縄 4079 3605 3125 3679 2082 4315 4837 4511 3756 3941 3244 1700 3803 3729 50,406 25,722 24,684 0.96 1,682.07 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

44 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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＜感染状況等の概要＞

• 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1,250人となり、今週先週比は1.19と先週の減少傾向から増加に転じ、

全国的にはこれまでの最高値を上回り、最も高い感染レベルが継続している。お盆や夏休みなど、社会経済活動の影響もあり、ほとんどの地域

で増加がみられた。

• 新規感染者数が増加傾向に転じたことに伴い、療養者数も増加傾向に転じた。また、病床使用率は、全国的に上昇または高止まりしている。

医療提供体制においては、救急搬送困難事案や医療従事者の欠勤などが多く見られ、コロナだけでなく一般医療を含め医療提供体制に大きな

負荷が生じており、今後のさらなる深刻化が懸念される。

また、重症者数や死亡者数も増加傾向が続き、特に死亡者数はこれまでの最高値を超えて、さらに増加することが懸念される。

実効再生産数 ： 全国的には、直近（8/7）で0.96となっており、首都圏は0.92、関西圏は0.94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96回（令和４年８月24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から
抜粋

北海道
新規感染者数は約933人（札幌市約957人）、今週先週比は1.07。30代以下が中心。病床使用率は約４割。

北関東
茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約940人、889人、900人、今週先週比は1.31、1.29、1.16。茨城、栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率
について、茨城では６割強、栃木では７割弱、群馬では６割弱。

首都圏
（１都３県）

東京の新規感染者数は約1,221人、今週先週比は0.96。30代以下が中心。病床使用率は５割強、重症病床使用率は約６割。埼玉、千葉、神奈川の新
規感染者数は約946人、764人、756人、今週先週比は1.04、1.06、0.94。病床使用率について、埼玉、千葉では６割強、神奈川では７割強。

中京・東海
愛知の新規感染者数は約1,476人、今週先週比は1.34。30代以下が中心。病床使用率は７割強。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約1,398人、
1,165人、1,449人、今週先週比は1.31、1.27、1.51。病床使用率について、岐阜では６割弱、静岡では約７割、三重では５割強。

関西圏

大阪の新規感染者数は約1,601人、今週先週比は1.22。30代以下が中心。病床使用率は７割弱、重症病床使用率は約５割。滋賀、京都、兵庫、奈良、
和歌山の新規感染者数は約1,267人、1,240人、1,378人、1,378人、1,458人、今週先週比は1.12、1.04、1.13、1.26、1.20。病床使用率について、滋賀では
約７割、京都、兵庫、奈良、和歌山では６割強。

九州

福岡の新規感染者数は約1,714人、今週先週比は1.24。30代以下が中心。病床使用率は７割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者
数は約1,956人、1,890人、1,697人、1,536人、1,908人、1,947人、今週先週比が1.45、1.33、1.38、1.26、1.20、1.27。病床使用率について、佐賀、長崎、宮
崎では５割強、熊本、鹿児島では６割強、大分では６割弱。

沖縄 新規感染者数は約1,758人、今週先週比は0.99。30代以下が中心。病床使用率は７割強、重症病床使用率は３割強。

上記以外
秋田、山形、福島、富山、島根、徳島、愛媛、高知の今週先週比は1.61、1.46、1.45、1.56、1.53、1.79、1.43、1.41。病床使用率について、青森では８割強、
新潟、岡山では６割強、長野、愛媛では７割弱、広島では７割強。
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＜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、お盆や夏休みなど、社会経済活動の活発化の影響もあり、ほとんどの地域で増加した。多くの地域や全国で、これまで
の最高値を上回り、最も高い感染レベルが継続している。また、いったん減少あるいは高止まり傾向がみられた地域でも急激な増加が継続して
いる地域がある。一方、東京、神奈川、沖縄では、足下で減少傾向もみられる。また、高齢者施設における集団感染の急増と病床のひっ迫により
実質的に施設内療養者が増加している。さらに、全国的に感染者及び濃厚接触者の急増により、医療機関や福祉施設だけでなく、社会活動全
体への影響が継続している。

• 全国の年代別の新規感染者数は、10歳未満を除き全年代で増加に転じており、特に20代の増加幅が大きくなっている。一方で、これまでの傾向
と同様、新規感染者の急増から遅れて重症者・死亡者が増加しており、特に死亡者は急速な増加が継続しており、今後死亡者はこれまでの最高
値を超えて、さらに増加することが懸念される。

• 新規感染者の感染場所について、自宅の割合の増加傾向が継続し、学校等ではこれまでの減少傾向から増加傾向がみられる。また、事業所
（職場）の割合も20-60代で増加に転じている。（大都市部では積極的疫学調査が重点化され、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）。

○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、多くの地域で増加傾向あるいは高止まりが続く可能
性がある。今後は夏休みが終了し学校が再開する影響が出てくることも懸念される。早期に感染者数が減少する可能性は低く、医療提供体制の
厳しい状況が継続することが予想される。

• 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、今後高齢者層への更なる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で、足下では、東京や大阪など多くの地域で減少傾向で推移している。
【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。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】 8月後半となったが高い気温の気候が続き、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増大するとともに、病床使用率については全国的に上昇または高止まりし、ほとんどの地域で５割を超
えている。重症病床使用率も東京と大阪では５割を超えている。一方で、自宅療養者・療養等調整中の数も多くの地域で高止まりするか増加傾
向が継続している。

• 沖縄県を含め全国的に、医療従事者の感染が増加していることにより、十分に人員を配置できない状態が継続し、一般医療を含めた医療提供
体制への負荷が長期化している。また、介護の現場でも、施設内療養が増加するとともに、療養者及び従事者の感染の増加により厳しい状況が
続いている。

• 検査の陽性率は高止まりが継続し、評価が難しい状況。また、症状がある人など必要な方に検査が適切に受けられているか懸念がある。
• 救急搬送困難事案については、全国の数値は減少したものの、地域によっては、依然として事案数の増加を認めており、注意が必要である。ま
た、猛暑日が続いた影響による救急搬送の増加にも十分な注意が必要である。 4



＜必要な対策＞

○ 基本的な考え方について

• 感染が拡大している中で、日本社会が既に学んできた様々な知見をもとに、感染リスクを伴う接触機会を可能な限り減らすことが求められる。
また、社会経済活動を維持するためにも、それぞれが感染しない／感染させない方法に取り組むことが必要。

• そのために、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。また、今後重症者や死亡者を極力増やさないよう感染者を減らす努力を行うとともに、医療提供体制の強化及び医療機関や保健
所の更なる負担軽減について、これまで以上に取り組む必要。

１．ワクチン接種の更なる促進

・国内で新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究により、BA.5の流行期において、未接種と比較した２回接種後５ヶ月後の発症予防
効果は低程度であった。一方で、3回（ブースター）接種により発症予防効果が中〜高程度まで高まる可能性が示された。２回接種と比較した３回
接種の相対的な有効率についても一定程度見込まれることが暫定報告された。

・「オミクロン株対応ワクチン」による追加接種について、初回接種終了者を対象として、本年10月半ば以降の実施に向けた準備を進める。

・４回目接種については、重症化予防を目的として、対象者（60才以上の高齢者及び60才未満の重症化リスクのある者等）の早期接種に向けて
引き続き取り組む必要。また、足下の感染拡大を踏まえ、重症化リスクが高い方が多数集まる医療機関・高齢者施設等の従事者に対象が拡大
された。

・ ３回目接種までは組換えタンパクによるワクチンの接種も選択できる。 ３回目接種は、初回接種によるオミクロン株に対する感染予防効果や
重症化予防効果の経時的な減弱が回復されることが確認されている。現在の感染状況を踏まえると、できるだけ早い時期に初回接種及び３回
目接種を検討するよう促進していくことが必要。

・小児（５～11歳）の接種について、今般、オミクロン株流行下での一定の知見が得られたことから、予防接種・ワクチン分科会において、小児に
ついて接種の努力義務を課すことが妥当とされた。

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。

・高齢者施設等の従事者への頻回検査（施設従事者は週２～３回程度）の実施が必要。

・地域の実情に応じて、高齢者施設等の利用者への節目での検査の推奨。

・地域の実情に応じて、クラスターが発生している場合には、保育所・幼稚園等の教職員・保育士への頻回検査の実施が必要。

・自治体や学校等の判断で、子どもへの健康観察を徹底し、何らかの症状がある者等には検査を行うことが必要。

・大人数での会食や高齢者と接する場合の事前検査をさらに推奨。

・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。

・この取組を進めるためにも国が抗原定性検査キットの買上げ・都道府県配布や、調整支援を行うなど、流通含め安定的な供給が重要。

・医療用抗原定性検査キットについて、ＯＴＣ化を通じた利活用を進めることが必要。

３．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る夏場において、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）。 5



４．保健医療提供体制の確保

・更なる感染拡大に備え、国の支援のもと、都道府県等は、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

・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

・抗原定性検査キットの供給体制の強化及び発熱外来を経ない在宅療養の仕組みの先行事例の把握・周知

・また、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

・診療・検査医療機関における治療薬の登録状況の公表など、治療薬を適切・早期に投与できる体制の構築・強化

・救急搬送困難事案への対応。コロナ患者以外の患者受入体制の確認とともに、熱中症予防の普及啓発、熱中症による救急搬送

が増えていることを注意喚起。

・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

・保健所業務がひっ迫しないよう、入院調整本部による入院調整や業務の外部委託・一元化などの負担軽減を更に推進

・自宅療養者・療養等調整中の数や高齢者施設内での療養等の増加を踏まえ、酸素濃縮装置の確保等、一時的に酸素投与を必要とする患者へ

の酸素投与体制の点検・確保。

５．サーベイランス等

・届け出項目の重点化、感染拡大による検査診断・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。

６．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。 ・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

・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 ・咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える

・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 ・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 6



≪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、80歳以上の占める割合が高く、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
に排出する可能性が低くなることが示され、無症状者では、診断日から８日目以降は排出していないことが示されている。

【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、直近では陽性者数は減少に転じている。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ており、
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。 7



直近の感染状況等（１）

8

〇新規感染者数の動向 （対人口10万人（人）） 〇検査体制の動向 （検査数、陽性者割合）

※  ↑は前週と比べ増加、↓は減少、→は同水準を意味する。
※ 検査数は、退院時検査等も含む検査の総数であり、令和４年３月21日以降は従来含まれている「PCR検査実施件数（地衛研・保健所、民間検査会社及び大学・医療機関

の都道府県別集計）」に「抗原検査実施（検体採取）人数（地衛研・保健所及び大学・医療機関の都道府県別集計）」を追加。
※ 「陽性者割合」は、分子の「各都道府県の発表日ベースの新規陽性者数（疑似症患者を含む）」に対し、「検査数（退院時検査等を含む）」を分母として機械的に算出。また、

検査数報告の遅れ等の影響により100％を超える場合があり、他の都道府県についても結果の解釈には留意が必要。

7/25～7/31 8/1～8/7 8/8～8/14

2,221,967件↑ 63.3% ↑ 2,131,026件↓ 70.7% ↑ 1,762,230件↓ 77.8% ↑

62,250件↑ 59.1% ↑ 82,318件↑ 53.2% ↓ 54,650件↓ 83.1% ↑

131,003件↑ 62.5% ↑ 116,405件↓ 72.6% ↑ 90,767件↓ 76.4% ↑

91,801件↑ 72.4% ↑ 86,566件↓ 75.9% ↑ 60,078件↓ 82.6% ↑

277,971件↑ 81.0% ↓ 273,265件↓ 81.3% ↑ 177,991件↓ 100.8% ↑

110,969件↑ 89.0% ↑ 100,852件↓ 95.7% ↑ 80,053件↓ 103.6% ↑

109,367件↑ 83.2% ↑ 108,636件↓ 92.5% ↑ 96,042件↓ 91.6% ↓

52,731件↑ 64.0% ↑ 45,036件↓ 79.8% ↑ 38,734件↓ 83.7% ↑

260,845件↑ 53.8% ↑ 237,166件↓ 59.0% ↑ 190,112件↓ 63.8% ↑

76,274件↑ 87.0% ↑ 66,717件↓ 107.2% ↑ 56,088件↓ 128.2% ↑

115,347件↑ 72.5% ↓ 104,045件↓ 79.0% ↑ 90,210件↓ 82.4% ↑

27,040件↑125.2%↓ 22,811件↓ 154.1% ↑ 17,984件↓ 147.1% ↓

8/3～8/9 8/10～8/16 8/17～8/23

全国 1,194.33人（1,506,601人）↑ 1,051.17人（1,326,006人）↓ 1,250.05人（1,576,894人）↑

北海道 864.96人 （45,191人） ↑ 872.96人 （45,609人） ↑ 933.29人 （48,761人） ↑

埼玉 1,135.41人 （83,393人） ↑ 905.41人 （66,500人） ↓ 946.01人 （69,482人） ↑

千葉 1,037.68人 （65,213人） ↓ 723.39人 （45,461人） ↓ 763.93人 （48,009人） ↑

東京 1,539.96人 （216,328人） ↓ 1,274.60人 （179,050人） ↓ 1,220.54人 （171,457人） ↓

神奈川 1,037.24人 （95,813人） ↓ 804.81人 （74,343人） ↓ 755.51人 （69,789人） ↓

愛知 1,323.97人 （99,859人） ↑ 1,100.59人 （83,011人） ↓ 1,475.91人 （111,319人） ↑

京都 1,369.58人 （35,309人） ↑ 1,189.14人 （30,657人） ↓ 1,239.72人 （31,961人） ↑

大阪 1,596.06人 （141,055人） ↑ 1,315.75人 （116,282人） ↓ 1,601.34人 （141,521人） ↑

兵庫 1,347.37人 （73,634人） ↑ 1,220.64人 （66,708人） ↓ 1,377.57人 （75,284人） ↑

福岡 1,577.17人 （80,991人） ↓ 1,376.59人 （70,691人） ↓ 1,713.79人 （88,007人） ↑

沖縄 2,261.70人 （33,190人） ↓ 1,768.20人 （25,948人） ↓ 1,757.57人 （25,792人） ↓
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※ 「入院患者数の動向」は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」による。この調査では、記載日の０時時点で調査・公表している。
↑は前週と比べ増加、↓は減少、→は同水準を意味する。

〇入院患者数の動向 〇重症者数の動向（入院者数（対受入確保病床数） （入院者数（対受入確保病床数）

8/3 8/10 8/17

1,710人(30.7%) ↑ 1,908人(34.3%) ↑ 1,928人(34.6%) ↑

4人(2.9%) → 7人(5.0%) ↑ 7人(5.1%) →

32人(16.8%) ↑ 35人(18.3%) ↑ 38人(19.9%) ↑

16人(9.3%) ↑ 19人(11.3%) ↑ 12人(7.1%) ↓

610人(60.6%) ↑ 647人(64.3%) ↑ 643人(63.9%) ↓

43人(20.5%) ↑ 75人(35.7%) ↑ 71人(33.8%) ↓

25人(14.5%) ↑ 44人(25.6%) ↑ 38人(22.1%) ↓

104人(59.4%) ↑ 77人(44.0%) ↓ 78人(44.6%) ↑

683人(44.2%) ↑ 776人(50.3%) ↑ 776人(49.9%) →

31人(21.8%) ↑ 35人(24.6%) ↑ 42人(29.6%) ↑

22人(10.1%) ↑ 25人(11.5%) ↑ 17人(7.8%) ↓

25人(39.1%) → 22人(34.4%) ↓ 21人(32.8%) ↓

8/3 8/10 8/17

全国 25,659人(56.1%) ↑ 28,698人(61.9%) ↑ 28,872人(61.7%) ↑

北海道 677人(30.1%) ↑ 784人(34.9%) ↑ 948人(42.1%) ↑

埼玉 1,210人(65.7%) ↑ 1,266人(67.4%) ↑ 1,274人(67.8%) ↑

千葉 1,138人(60.2%) ↑ 1,274人(68.8%) ↑ 1,223人(64.6%) ↓

東京 3,929人(53.6%) ↑ 4,105人(56.0%) ↑ 4,234人(57.8%) ↑

神奈川 1,849人(88.0%) ↑ 2,064人(98.3%) ↑ 1,904人(90.7%) ↓

愛知 1,036人(60.1%) ↑ 1,425人(82.7%) ↑ 1,214人(70.5%) ↓

京都 475人(48.4%) ↑ 495人(49.6%) ↑ 585人(58.7%) ↑

大阪 2,811人(58.6%) ↑ 3,210人(66.5%) ↑ 3,176人(65.7%) ↓

兵庫 1,049人(64.4%) ↑ 1,074人(65.9%) ↑ 1,098人(67.4%) ↑

福岡 1,316人(73.7%) ↑ 1,402人(76.8%) ↑ 1,432人(76.7%) ↑

沖縄 667人(76.1%) ↑ 643人(71.8%) ↓ 695人(74.8%) ↑


