
第 24回 厚生科学審議会感染症分科会結核部会

日 時 :平 成 23年 2月 24日 (木 )
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これまでの議論の視点に対する対応策について
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前文

昭和二十六年の結核予防法の制定以釆およそ半世紀
が経過 し、この間の結核を取 り巻 く状況は、医学・

医療の進歩、公衆衛生水準の向上等により著 しく変
化した。現在、我が国の結核り患状況は、かつての
青少年層の結核単独かつ初感染発病を中心としたり
患から一変し、基礎疾患を有する既感染の高齢者の
り患が中心となつている。また、高齢者のみなら

藉l蓮糞貧否摺顧言『「 雇霧讐電損撃お墓巣言言時
に有 している住民層の存在についても疫学的に明ら
かになつている。二方で、結核医療に関する知見の

蓄積により、結核の診断・治療の技術は格段に向上
した。

1.国 際的には多剤耐性結核、HIV/AIDS合併
結核が大きな課題となつているが、我が国
の現状に照らして、何らかの言及が必要
か 。            |

<第二 国際的な連携、参考資料3を参照>

2.結核の診断 ,治療の技術について、特定
感染症予防指針策定以降開発された新しい

技術 (具体IPl:ウ ンパ球の菌特異蛋白刺激
によるインタニフエロンγ放出試験、耐性
遺伝子診断法、遺伝子タイピング等)を 反
映することが必要か。
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1.必要である。

2.必要である。

○:国の施策 (結核
研究所事業を含む)

◇:結核研究所の

単独事業

◆:その他の関係機関
による事業

このような結核を取り巻く状況の変化に対応するに
は、予防の適正化と治療の強化、きめ細かな個別的
対応、人権の尊重、地域格差への対応を基本とした
効率的な結核対策の実施が重要である。また、結核
対策において結核予防法が果たしてきた役割の大き
さとtい まだに結核が主要な感染症である現実とを
踏まえ、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 (平成十八
年法律第百六号)の 施行に伴 う結核予防法の廃止後
においても、感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号。以
下「法」という。)に基づき、結核の発生の予防及
びそのまん延の防止、結核患者に対する良質かつ適
正な医療の提供、結核に関する研究の推進、医薬品
の研究開発、人材養成、啓発や知識の普及ととも
に、国と地方公共団体1地方公共団体相互の連携と

役割分担を明確にし、結核対策を総合的に推進する
ことにより、結核対策の一層の充実を図る必要があ
る。

3.特定感染症予防指針策定以降の患者数の
減少を受け、低まん延化に向けた、施策の
二層の重点化を検討することが必要か。
(例 えば、健康診断を効率化し、リスクグ

ループベ焦点を当てた徹底的な対策による
低まん延化の促進、結核の根絶をめざす
等。)

<第二 発生の予防及びまん延の防止の二
法第五十三条の二の規定に基づく定期の健
康診断の視点3、 4、 7を参照>

4・ 適正技術の維持や医療提供体制の再構築
等の罹患率減少によつて生ずる新たな課題
に対応することが必要か。

<第二 医療の提供、第八 施設内 (院 内)

感染の防止等の三 保健所の機能強化を参

照>

必要である。

必要である́。
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本指針は、このような認識の下にt総合的に予防の
ための施策を推進する必要がある結核について、
国、地方公共団体、医療関係者、民間団体等が連携
して取り組んでいくべき課題について、発生の予防
及びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正
しい知識の普及等の観点から新たな取組の方向性を
示すことを目的とする。

本指針については、結核の発生動向、結核の治療等

辱閣葛皇l言雷蓼最k:全ξ蛍窪喬を二喜松爵2詰
価

え、必要があると認めるときは、これを変更してい
くものである。

´
 |

第■■原因の1究‐明
基本的考え方

国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区
(以下「都道府県等」という。)に おいては、結核に
関する情報の収集及び分析並びに公表を進めるとと
もに、海外の結核発生情報の収集については、関係
機関との連携の下に進めていくことが重要である。

○感染症発生動向調査

事業【補助金】 (結核
を含む)

発 生 査 の の

結核の発生状況はt法による届出や入退院報告、医
療費公費負担申請等を基にした発生動向調査により
把握されている。結核の発生動向情報は、まん延状
況の監視情報のほか、発見方法t発見の遅れ、診断
の質、治療の内容や成功率、入院期間等の結核対策
評価に関する重要な情報を含むものであるため、都
道府県等は、地方結核 :感染症サーベイランス委員
会め定期的な開催や、発生動向調査のデータ処理に
従事する職員の研修等を通じて、確実な情報の把握
及び処理その他精度の向上に努める必要がある。

〇結核地域格差改善等
事業・【結核研究所国庫
補助事業】
(～ H20)

〇結核登録者情報提供
等事業 【結核研究所国
庫補助事業】
(H21～ )

1.都道府県等において、地方結核・感染症
サニベイランス委員会の定期的な開催や、
発生動向調:査 のデータ処理に従事する職員
の研修等、確実な情報の把握及び処理その

他精度の向上が図られているか。

2:発生動向調査については、入力率が低い

項目がある等の課題を踏まえて、質の向
上、効率的活用のため、入力項目の見直 し
が必要か。
3.耐性結核対策の強化、リスクグループの

洗い出し等を目的として、病原体サーベイ

ランス (薬剤耐性及び分子疫学的調査)の
体制構築について検討することが必要か。

1.精 度向上のための取 り組みはま
だ普及 していない。
(地方結核・感染症サーベイラン
ス委員会の設置あり :32/107
発生動向調査の質の評価 :21/107
発生動向調査の質確保のための研
修の実施 117/107),
2.入力項目については本当に必要
なデータは何かを確認しながら随
時検討の必要がある。

3.病原体サマベイランス (薬斉1耐
性及び分子疫学的調査)の体制構

築は重要であり、詳細な内容につ
いてはまだ議論を深めていく必要
がある。
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二 |:発 生の予 防及びま ん延 の防止 ■■■ ||

1 結核予防対策においては、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 (平成十一年厚
生省告示第百十五号。以下「基本指針」という。)

第一の一に定める事前対応型行政の体制の下、国及
び地方公共団体が具体的な結核対策を企画、立案、
実施及び評価していくことが重要である。

助金】 (接触者健診、
管理健診 )

2 大都市等の特定の地域において、高発病、遅発
見、治療中断、伝播高危険等の社会的 リスクを同時

の地域 において、

に有 している結核発症率の高い住民層に対 しても有
効な施策が及ぶような体制を構築する必要がある。
そのため、我が国の現在の結核のまん延状況にかん
がみ、発生の予防及びまん延の防止のための対策の
重点は、発症のリスク等に応 じた効率的な健康診
断、初発患者の周辺の接触者健診、有症状時の早期
受療の勧奨等きめ細かな個別的対応に置 くことが重
要である。              ―

のに

1,指針策定後、感染症法及び労働安全衛生

法に基づく健康診断は、効率化を目的とし
た見直しが行われているが、それを前提と
した書きぶりにすることが必要か。

段階では、定期健康診断の政策的
有効性は低下しているものの、い
まだ有効な手段であるため、効率
的に取り組む。

1 かつて、我が国において結核が高度 にまん

ていた時代においては、定期の健康診断を幅広 く実
施することは、結核患者の発見の効率的な方法で
あつたが、り患率の低下等結核を取 り巻 く状況の変
化を受けて、現在t定期の健康診断によって患者が
発見される割合は極端に低下 しており、公衆衛生上
の結核対策における定期の健康診断の政策的有効性
は低下 してきている。
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∠.‐ 尚 師 百 こ 百 の 、 早 期 冗 兄 ・ 肩

療のためにどのような範囲の人が
リスクグループとして健診の対象
になるか整理が必要であり、研究
班等で検討していく。{65歳 以上
受診率 :26:7%、 ハイリスクグ
ルニプの対象 :外国人・老人保健
施設・住所不定者など、デン
ジャーグループ健診実施率 (医療

.

機関 i5o%、 社会福祉施設 :78%、

学校 :84%)}
3.高齢者の定期健診について
は、かか りつけ医が、結核を念頭
に、受療中の高齢患者に定期的な
健診を推奨するのが効果的。 (市

町村健診委託状況調査 )

2 -方 、高齢者、地域の実情に即 した疫字間な解

析により結核発病の危険が高いとされる住民層:発
の実情に即 した疫学的な解

病すると二次感染を起こしやすい職業に就労してい
る者等の定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合
理的であると認められる者については、重点的な健
康診断の実施が重要であるとの認識の下、健康診断
の受診率の向上を目指すこととする。    |

065歳以上の者に

る定期健康診断 【政
令】

2.高齢 者 、地域 の 実 情 に即 した、地域 の実情 に

析により結核発病の危険が高いとされる住
民層 (ハイリスクグループ)t発病すると
二次感染を起こしやすい職業に就労してい
る者 (デンジヤーグループ)等の定期健康
診断の実施状況は適切であるか。

3.さ らなる健診の効率化の観点から、健診
対象とする高齢者の範囲 (年齢の定義)を
見直すことを検討することが必要か。

る定期健康診断 【政
令】

止する要請の高い事業所の従事者 (デ ン
ジヤーグループ)に ついて、最近の集団発
生事例を踏まえ、効果を評価し、範囲を見
直すことが必要か。

4.定期健康診断の対象である集団感染を防 4,範 囲の見直 しについては、さら
にサーベイランスデータから研究
班等で検証する必要がある。の集団感染を防止する要請の高い事業所の従事者に

対しても、有症状時の早期受療の勧奨及び必要に応
じた定期の健康診断の実施等の施設内感染対策を講
ずるよう地方公共団体が周知等を行うこととする。
また、精神科病院を始めとする病院、老人保健施設
等 (以下「病院等」という。)の 医学的管理下にある
施設に収容されている者に対しても、施設の管理者
は必要に応じた健康診断を実施することが適当であ
る。

3 学校、社会福祉施設等の従事者に対する健康診
断が義務付けられている施設のみならず、学習塾等

の中に、市町村の意見を踏まえ、り患率等の地域の
実情に応じ、定期の健康診断の対象者について定め
ることが重要である。市町村が定期の健康診断の対
象者を定める際には、患者発見率〇・〇二から○.:

○四パ■セントをその基準として参酌することを勧
奨する。                「

○市町村が特に必要と

認める者に対する健康
診断 【政令】

.市町村が定期の健康診断の対象者 を定め

る際の参酌基準 (患者発見率〇・〇二から
〇・〇四パーセン ト)に ういて、近年の知
見を踏まえ見直 しが必要か。

用することは技術的に困難である
ので、少なくとも都道府県レベル
以上での参酌基準であることを明
示する。

レベルでは、健康診断の

対象者数が少なく、参酌基準を適

6.低蔓延状態に向けて、 l有症状時の早期

受診」がより重要となることから「症状の
出現、増悪に際して早期受診」を加えるこ
とが必要か。

期受診を促すことが重要。
.症状の出現、増悪に際 して t5 市町村は、医療 を受けていない じん肺患者等に

対 しては、結核発症のリスクに関する普及啓発とと
もに、健康診断の受診の勧奨に努めるべきである。



輌

予■防■指|1針 1指針に基づ(施策

6 結核の高まん延地域 を管轄する市町村は、その

実情に即して当該地域において結核の発症率が高い
住民層 (夕1え ば、住所不定者、職場での健康管理が
十分とはいえない労働者、海外の高まん延地域から
の入国者等が想定される。)に対する定期の健康診
断その他の結核対策を総合的に講ずる必要がある。

○市町村が特に必要

認める者に対する健康
診断 【政令】

7施策の重点化のため、 リス クグルー プに

焦点を当てた対策の二層の強化を目的とし
て、リスクグループのうち、住所不定者・
社会経済的弱者、新入国者などについて、
対象とすべき具体的な集回の範囲 (定 義)

を整理し:必要とされる対策を示すことが
必要か。

宿所健診では捕捉できないネット
カフェ難民、研修生等の新入国者
などを考慮する必要があるが、さ
らに具体的な集団の範囲について
は、研究班等で検討。

○在日外国人医療相談
事業 【結核研究所国庫
補助事業】

8.外国人への対策について、全国的に行 う
ことが必要か。また、治療への理解を促す
積極的な対策として、都道府県が実際に
行つている事業を踏まえ、パンフレットを
備えておく以外に有効な対策を示すことが
必要か。 (例 えば、都道府県単位で通訳
サ=ビス等の環境を整えること等。)

9.外国籍ではあるものの国内居住歴の長い
者をハイリスクととらえることは必要か。
高まん延国の滞在歴をリスクと捉える考え
方からで「外国人J(国籍)で はなく、
「高まん延国の出身者」または「居住歴が
ある者」とすることが考えられるか。

では罹患率の違いがあるなど、外
国人の健診対象については、他の
健診との整合性も含めて、研究班
でさらに検討をしていく必要があ
る。

9.高 まん延国での滞在歴をリスク
とする考え方から、「国籍」では
なく、「高まん延国の出身者」ま
たは「居住歴のある者」というこ
ととすることが考えられる。

7 外国人の結核患者の い地 域 に お いて

は、保健所等の窓口に我が国の結核対策を外国語で
説明したノ、ヾンフレットを備えておく等の取組を行う
ことが重要である。また、地域における外国人の結
核の発生動向に照らし、市町村が特に必要と認める
場合には、外国人に対する定期の健康診断の体制に
特別の配慮が必要である。その際、人権の保護には
十分に配慮すべきである。

10.曙痰 検 査 を健 康 診 断 レベ ル に

おいて実施すべきかどうかについ
ては、引き続き議論が必要である
が、症状の有無や間診等により必
要な時に喀痰検査をするのであれ
ば、その結果について、非結核性
抗酸菌の可能性があることに留意
が必要。

8 健康診断の手法として、寝たきりや胸郭の変形
等の事情によって胸部エックス線検査による診断が
困難な場合、過去の結核病巣の存在により現時点で
の結核の活動性評価が困難な場合等においては、積

極的に喀痰
かくたん

検査 (特に塗抹陽性の有無の精査)

を活用することが望ましい。

において、胸部平ツクス

査にょる診断が困難な場合等1、 喀痰検査を
積極的に行うことは必要か。 (有症状の有
無等、間診により、必要な時に喀痰検査を
実施することでよいか。)
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三 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断

1 法第十七条の規定に基づ く結核に係る健康診断
は、結核のまん延を防止するため必要があると認め

るときに、結核にかかつていると疑うに足 りる正当
な理由のある者について結核感染又は発病の有無を
調べるために行われる健康診断である。これまで結
核患者の診断を行つた医師等の協力を得つつ、一般
的に保健所等における業務として実施されてきたも
ので、結核対策において重要な位置を占めるもので
ある。

○接触看健診の受診動
告、受診措置 【法第17

条】

・接触者健診については、第十七
条に基づく健康診断だけではなく
て、第十五条に基づく積極的疫学
調査も大切な構成要素であること
から、指針には第十五条も組み合
わせた視点から接触者健診の充実
強化のあり方を示す。
接触者健診の実施状況や成績に関
する地域差は非常に大きく、健診
の質の向上と平準化が重要であ
る。したがつて、従来以上に積極
的に推進していく方向とする。

2 都道府県知事、保健所を設置する市の長及び特
別区の長 (以下「都道府県知事等」という。)が法第
十七条の規定に基づく結核に係る健康診断を行う場
合にあつては、健康診断を実施することとなる保健
所等の機関において、関係者の理解と協力を得つ
つ、関係機関と密接な連携を図ることにより、感染
源及び感染経路の究明を迅速に進めていくことが重
要である。この際、特に集団感染につながる可能性
のある初発患者の発生に際しては、法第十七‐条の規
定に基づく結核に係る健康診断の勧告に従わない場
合に都道府県知事等が直接に対象者の身体に実力を
加えて行政目的を実現するいわゆる即時強制によつ
て担保されていることに留意しつつ、綿密で積極的
な対応が必要である。また、感染の場が複数の都道
府県等にわたる場合は、関係する都道府県等間又は
保健所間の密接な連携の下、健康診断の対象者を適
切に選定する必要がある。

助金市長蓬順暑雇鯵F
管理健診 )

8爾籐香畢冦若言響報
【通知】     

‐

11.一般の住民及び医療従畢者に対する注

意喚起 を目的 として、集団感染が判明 した

信皐栃叢り「また傘参議基層をt懸ちヾξ奎
やかに公表することを記載することが必要
か 。        1

11.まん延を防止するために必要
な範囲で公表することは妥当と考
えられるが、具体的な公表内容に
ついては個々の症例ごとに検討す
る必要がある。また、公表する場
合は、結核に関する正しい情報を
す緒に提供するなど、初感染者に
対する配慮も重要である。
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○厚生労働科学研究の
成果として「結核の接
触者健康診断の手引き
とその解説」公表

○接触者健診の取扱に
ついて 【通知】

12.接触者健診 を一層強化す るために、
のような施策が有用であるか。 (例 えば、
各地域における接触者健診の評価の実施な
ど)

IGRA(OFT)を 有意義に活用する
こと、分子疫学的手法を積極的に
取 り入れることが重要。特に、分
子疫学的調査が正確な対象者の捕
捉に貢献すること、広域に行うこ
とで集団感染の特定に役立つこと
を踏まえでこれまでの古典的な調
査手法を保持しながらも、分子疫
学的調査の強化を進めていく。

3 結核患者の発生に際 しては、都道府県知事等
は、法第十七条の規定に基づ く結核に係る健康診断

ないわゆる即時強制によつて担保されていることに
留意しつつ、健康診断の対象者を適切に選定し、必
要かつ合理的な範囲について積極的かつ的確に実施
することが望ましい。また、健康診断の勧告等につ

装瓦管L誓驚?藉ε汚急堕潅露2お絶労詈稽客阜赤
に考慮した上で、結核に感染していると疑う、に足り
る正当な理由のある者を確実に対象とすべきであ
る。                   1

については、小児結核

の削減に大きく寄与していること
を考えれば、今後も引き続き実施
するもなお、近年の目1反応の増加
については、接種時期に現在より
ゆとりをもたせる (例 えば、現行
6カ 月以内から1歳まで延長する)

ことが、対応案の一つとして考え
られる。

種法第2、 3条、同施行
令第1条の2】

13.今後の結核対策におけ
づけを、どのように考えるか。

1 予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感

受性対策からなる感染症予防対策の中で、主として

感受性対策を受け持つ重要なものである。そのた
め、結核対策においても、BCG接種に関する正しい
知識の普及を進め、接種の意義について国民の理解
を得るとともに、予防接種法 (昭和二十二年法律第
六十八号)に よる定期のBCG接種の機会が乳児期に一

度のみであることにかんがみ、市町村においては、
適切に実施することが重要であるき   、

141子供の体調不良で当該時期に
接種できないことがあるという事
情を考慮すると、未接種者対策の
一つとして、接種期間を延長する
ということが考えられる。

14 BCG未 接種者について、未接種の

把握することが必要ではないか。またその
理由を踏まえ、未接種者対策についてどの
ようなことを行うことが必要か:    ヽ

2 市町村は、定期のBCG接種を行うに当たつて
は、地域の医師会や近隣の市町村等と十分な連携の
下、乳児健康診断との同時実施、個別接種の推進、
近隣の市町村の住民への接種の場所の提供その他対
象者が接種を円滑に受けられるような環境の確保を

催檀2垂壇兵習牌蔦[兄羊共ヱ石りγll暫薫緊管議
九十五パTセ ン トとする。



議■論■″1視■点|予■1防■指|■針||
15.コ ッホ現象については、自治

体により対応に差があり、専門家

また市民に対する啓蒙を含めて対
応をしていく必要がある。

「コッホ現象への対応について、
関における対応の妥当性を確認し、適切な

対応方法を示すことが必要か。

日後、被接種者が結核に感染

している場合には、一過性の局所反応であるIIッ ホ

現象を来すことがある。コッホ現象が出現した際に
は、被接種者が市町村にその旨を報告するように市

言[骨!]!:::::[ill:li:[段
醤菫

4国 においては、予防接種に用いるBCGについ

て、円滑な供給が確保されるよう努めることが重要

「
浩在性結核感染症の治療を

する。lで,翼窪け貨

'日

題を野褒異房尋操勇]花を
に向けた施策の重点化に

経え落標3菟量Fを曇本語導賃崎嬉警賢季
ることが必要か。

〇結核医療費公費負
【補助金】

¬
~ 

結核患者に対して、「早期に適正な医療を提供
し、疾患を治癒させること及び周囲への結核のまん

延を防止することを結核に係る医療提供に関する施
策の基本とする。
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2低まん延化に向け、医療の質を確保 し、
患者を中心とした効率的な医療提供を行つ

ていくために、結核医療提供体制の再構築
を行うことが必要か。  :      ‐

2.必要な病床数カ できてい
い大都市圏や、結核病床の閉鎖「
返上により医療アクセスが悪化 し
ている地域が問題となつており、
患者中心の医療実現のために結核
病床の確保、医療提供体制の再構
築が必要である。
●都道府県レベルで、標準治療の

他、多剤耐性結核患者や管理が複
雑な結核治療を担 う拠点病院を定
めt地域 レベルにおいて、合併症
治療を主に担う地域基幹病院を定
め、都道府県で対応困難な症例を
広域で受け入れる専門施設を定め
る。
●都道府県単位の拠点病院を中心
として、各地域の実状に応 じた地
域医療連携ネッ トワーク体制を整
備する。また、地域連携ネッ ト
ワークに対 して専門施設が支援を
提供できる体制 (専門施設ネッ ト
ワーク)を整備する。
●個別の患者の病態に応 じた治療
環境を整えるべ く、また医療アク
セスの改善を図るためにも、結核
病床とその他の病床を併せたユ
三ッ ト化病床、感染症病床の利用
を含めた一般病棟の中の陰圧病床
の整備を検討する。

2 現在我が国における結核のり患の中心は高齢者
であるため、基礎疾患を有する結核患者が増加して
おり、結核単独の治療に加えて合併症に対する治療
も含めた複合的な治療を必要とする場合も多く、求
められる治療形態が多様化、複雑化している。その
ため、我が国の現在の結核のまん延状況にかんが
み、医療においても対策の重点は発症のリスク等に
応じた結核患者に対する適正な医療の提供、治療完
遂に向けた患者支援等きめ細かな個別的対応に置く
ことが重要である。

事業 【補助金】
○結核患者収容モデル

3 結核の治療に当たつては、通正な医療が提供 ,

れない場合、疾患の治癒が阻害されるのみならず、
治療が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性があ
る。このため、適正な医療が提供されることは、公
衆衛生上も極めて重要であり、結核に係る適正な医
療について医療機関への周知を行う必要がある。

示】
◆日本結核病学会によ
る「結核医療の基準」
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4 医療現場においては、結核に係 る医療は特殊な

ものではなく、まん延の防止を担保しながら一般の
医療の延長線上で行われるべきであるとの認識の
下、良質かつ適正な医療の提供が行われるべきであ
る。このため、結核病床を有する第二種感染症指定
医療機関においては、結核患者に対して、特に隔離
の必要な期間は、結核のまん延の防止のための措置
を採つた上で、患者の負う心理的重圧にも配慮しつ
つ、療養のために必要な対応に努めるとともに、隔
離の不要な結核患者に対しては、結核以外の患者と
同様の療養環境において医療を提供する必要があ
る:また、患著に薬物療法を含めた治療の必要性に
ついて十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行
うことが重要である。

○入院勧告・措置 【法
19条】
○入院に関する基準
【通知】

○退院 【法22条】
○退院に関する基準
【通知】 |

3.病 棟単位から病床単位の
していく中で院内感染予防や、患者中心の
医療の観点から、:中 長期にわたる入院の療
養環境により配慮した方策を講じることが
必要か。
4,入退院基準の妥当性について、検討を継
続していくことが必要か。
5,入 院勧告に従わない患者への対応方策を
検討することが必要か。

3.結核病床 (ユニッ ト化病床含
む)、 モデル病床について、院内
感染予防、療養環境を考慮した施
設基準を定め[る 。
.前 回に入退院基準を変更した後

の検証と評価をきちんと行うべき
であり、基準の見直しについて
は、今後も新しい技術や知見を取
り入れて研究班等で検討を進め
る。  |    、

。強制隔離については現在の法体
系の中でも可能と考えられるが:

実効性を持たせるためにはさらに
何が必要かを研究班等で検討をし
ていく必要がある。

5 医療 機 関 に お い て は 、結 核 の 合 併 率 が 高 い

を有する患者等 (後天性免疫不全症候群、じん肺及
び糖尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疲
抑制剤使用下の患者等)の管理に際し、必要に応|じ

て結核発症の有無を調べ、積極的な発病予防治療の
実施に努めるとともに、入院患者に対し、結核に関
する院内感染防止対策を講ずるよう努めなければな
らない。

は、適正な治療を受ける機会を逃すことがないよう
に早期に医療機関を受診し、結核と診断ざれた場合
には治療を完遂するよう努めなければならない。ま
た、結核の患者について、偏見や差別をもつて患者
の人権を損なわないようにしなければならない。

6 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その
予防に必要な注意を払うとともに、特に有症状時に

○毎年実施する結核予
防週間 【通知】
◆結核予防会が実施す
る結核予防全国大会等

6.結核に対する一般国民の意識が低下 して
いることから、働き盛 りや無保険者、自覚
症状を意識しない者 (他の呼吸器合併症を
持つ者、認知症、喫煙者)等 、対象に焦点
を当てた受診の遅れに対する方策を検討す
ることが必要か。

者、喫煙者に対するアピール方法

への対応 、認知症の

について充実させていく必要があ
る。          l
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う上での服薬確認の

抗結核薬の確保が必要。
(特 に二次抗結核薬などの生産が

中止される可能性のある薬の確
保、現在適応外となつている薬や
今後開発される抗結核薬の早期承
認、他の剤型の導入など)

1 世界保1建機関は、結核の早期制圧を目指して、
直接服薬確認を基本とした包括的な治療戦略 (DOTS

戦略)を提唱しており、現在までに世界各地でこの
戦略の有効性が証明されている。我が国において
も、これまで成果をあげてきた結核に係る医療の供
給基盤等を有効に活用しつつ。服薬確認を軸とした
患者支援:治療成績の評価等を含む包括的な結核対
策を構築し、人権を尊重しながら、これを推進する
こととする。 l

しておくことが必要か。
につ いて、

3:DOTSの 質を同上させ、個別的な思看支I

を行つていくための、医療機関、保健所、
社会福祉施設等を結ぶ地域連携体制のさら
なる強化をどのように促進していくか。

せ、個別的な患者支
検討会の充実、地域連携パスの導
入などを推進する。
また、都市圏の住所不定者や 日雇
い労働者が多い地域では外来医療
施設において、外来治療とDOTSを

含めた患者支援を一体的に行 う医
療提供も検討する。

3.DOTSカ ンフアレンスやコホー2 国及び地方公共団体においては、
とした患者支援を全国的に普及・推進 していくに当
たつて、先進的な地域における取組も参考にしつ
つ、保健所、医療機関t福祉部局、薬局等の関係機
関との連携及び保健師、,看護師、薬剤師等の複数職
種の連携により、積極的な活動が実施されるよう、
適切に評価及び技術的助言を行 うこととする。

○結核患者に対す る
DOTSの 推進について
(平成17年適用)

―「日本版21世紀型

菫環#樹歯「崎覆塁|

においては、地域の医療機関、栗局等と
の連携の下に服薬確認を軸とした患者支援を実施す
るため、積極的に調整を行うとともに、地域の状況

危懲テ漁健掌醤省番[窪最婁経藷警話ぜ省電奮ξ良
援の拠点として直接服薬確認の場を提供することも
検討すべきである。

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本 |

物治療の完遂であることを理解し、患者に対し服薬
確認についての説明を行い、患者の十分な同意を得
た上で、入院中はもとより、退院後も治療が確実に
継続されるよう、医療機関等と保健所等が連携し
て、人権を尊重しながら、服薬確認を軸とした患者
支援を実施できる体制を構築することが重要であ
る。

【補助金】 療機関における院内DOTSの着実な実施が重
要であるが、実施率と質の向上を一層図つ
ていくことが必要か。

9.治 療完遂のための思者教育の視点か ら 9.l地域 DOTS」 が有効に成 り立つ

ためにも、入院中の「院内DOTS」

の患者教育を十分に行う必要があ
ることを再認識 し、これを徹底し
ていく。
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に係る医療の提供のための

に対する啓発
めための地域連携の取り組みをシ
ステム化するなど、保健所等の
リーダーシップが重要。

10.結核の診断の遅れに対して、
方策を明示することが必要か。

に係 る医療は、1 結核患者に係 る医療は(結核病床を有する第二

種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のみで

ξ縫農警2を 9百 黙麓遮ヒ百催轡響挙管恩曇ぶ:下
る。すなわち、結核患者が、最初に診察を受ける医
療機関は、多くの場合二般の医療機関であるため、

な曇?馬電繕霧|:書写慧稽義昆奢ド警層艦量青繕謄
:

し、同時に医療機関内において結核のまん延の防止

のために必要な措置を講ずることが重要である。

一の 4の 項を参照 )

「

T結核病床を有する第二種感染症指定医療機関に

鵜謀導|きぉ晨辱驀場婚曇ネ舞勇貢言EE暑蓋
|げ

丁警
た、結核病床とT般病床を一つの看護単位として治
療に当たる場合もあることから、国の定める施設基

準・診療機能の基準等に基づき、適切な医療提供体
制を維持及び構築することとする。

事業 【補助金】
○法第38条の 2の規定
に基づく厚労大臣の定

畠R曇筆壻響票F辱
機

重要性について、結核研究所、地

方衛生研究所、病院や検査セン

ターなどの各関係機関が相互理解
の下、協調 して進めていく必要が

ある。

11.精度管理の役割と

に行うか具体的に示す ことが必要か。

11.結核菌検査の精度管理について、Il・ 1'口 飛ス ●コ Tえ 上工 V′ ↑H′X目 ■
=l｀

‐ ノ V  ｀ ヽ ′ l Hl′

機関による精度管理体制の構築をどのよう
3~医療機関及び民間の検査機関においては、外部
機関によつて行われる系統的な結核菌検査の精度管
理体制を構築すること等により、結核患者の診断の
ための結核菌検査の精度を適正に保つ必要がある。

得るように努める、また介護や福
祉分野との連携を行うなど、保健
所が地域のインフラの活用を主導
的に進めていくことが重要であ
る。

12.地域医療連携ネッ トワーク構
築のためには、医師会等の協力をいて、都道府県等が具体的にどのように進

めていくかを示すことが必要か。

ッ トワークの構築につ4~■般の医療機関における結核患者への適正な医
療の提供が確保されるようゞ都道府県等において

は〈医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要で

5 障害等により行動制限のある高齢者等の治療に
ついて、患者の日常生活にかんがみ、接触範囲等が

非常に限られる場合において、医療機関は、入院治

療以外の医療の提供についても適宜検討すべきであ

る。
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四 |‐
1研究 開 発 の

1 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進され
るべきであることか ら、結核に関する調査及び研究
は、結核対策の基本となるべきものである。このた
めt国 としても、必要な調査及び研究の方向性の提
示、海外の研究機関等も含めた関係機関との連携の
確保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を
通じて、調査及び研究を積極的に推進することとす
る。

費、結核研究所補助、
政府開発援助結核研究
所補助 【補助金】

プゃ感染が起こるリスクのある場の特定の
ための感染経路の把握、また海外からの結
核の輸入の国内感染に与える影響を検証す
るために、分子疫学的調査・研究の強化を
していくことが必要か。

リスクグルー 1.分子疫学的調査|.分子疫学的調査・研究の強化
していくことが必要である。

2 BCGを含む結核に有効なワクチ ン、抗菌薬等の

結核に係る医薬品は、結核の予防や結核患者に対す
る適正な医療の提供に不可欠なものであり、これら
の研究開発は、国と民間が相互に連携を図つて進め
ていくことが重要である。このため、国において
は、結核に係る医療のために必要な医薬品に関する
研究開発を推進していくとともに、民間においても
このような医薬品の研究開発が適切に推進されるよ
う必要な支援を行うこととする。

費、結核研究所補助
【補助金】

二 国における研究開発の推進    、

要とする研究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する
検査法の開発のための研究、多剤耐性結核の治療法
等の開発のための研究等の結核対策に直接結びつく
応用研究を推進し、海外及び民間との積極的な連携
や地方公共団体における調査及び研究の支援を進め
ることが重要である。

1 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を ○厚生労働科学
費、結核研究所補助
【補助金】

;

2開発された革新的技術 (具体例 :耐性遺
伝子診断法、遺伝子タイピング等)に つい
て、臨床現場に適用するために必要な調査
や制度の整備を推進していぐことが必要
か 。                .

2,3.新 技術、新薬の開発が着々と
進んでいるが、これを早期に臨床
現場に適用するために、引き続
き、臨床研究等については積極的
に実施していくとともに、行政、
メーカー、学界などの関係機関が
情報共有を行うことが重要であ
る。

努めることとするも特に、現状では治療が困難な多
剤耐性結核患者の治療法等新たな抗結核薬の開発等
についても、引き続き調査研究に取り組んでいくこ
ととする。なお、これらの研究開発に当たつては、
続結核薬等の副作用の減少等、安全性の向上にも配
慮することとする。

2 国においては、資金力や技術力の面で民間では
研究開発が困難な医薬品等について、必要な支援に 費、結核研究所補助

【補助金】

生労働科学研 3.開 発された医薬品を早期に臨床現場で使
用可能とすることを目的とした、積極的な
関連情報収集などを行つていくことが必要
か 。
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発の

における調査及び研究の推進に当たつ
ては、保健所と都道府県等の関係部局が連携を図り
つつ、計画的に取り組むことが重要である。また、
保健所においては、地域における結核対策の中核的
機関との位置付けから、結核対策に必要な疫学的な
調査及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上に
努めるとともに、地域における総合的な結核の情報
の発信拠点としての役割を果たしていくことが重要
である。

医薬品の研究開発は、 の発生の予防及びその

ん延の防止に資するものであるとの観点か ら、製薬
企業等においても、その能力に応 じて推進 されるこ

とが望ましい。

五■国

国等においては、結核対策に関して、海外の政府機
関、研究機関、世界保健機関等の国際機関等との情
報交換や国際的取組への協力を進めるとともに、結
核に関する研究や人材養成においても国際的な協力
を行うこととする」

1 アフリカやアジア地域においては、後天性免疫
不全症候群の流行の影響や結核対策の失敗からくる

多剤耐性結核の増加等により、現在もなお結核対策
が政策上重要な位置を占めている国及び地域が多
い。世界保健機関等と協力し、これらの国の結核対
策を推進することは、国際保健水準の向上に貢献す
るのみならず、在日外国人の結核のり患率の低下に
も寄与することから、我が国の結核対策の延長上の
問題としてとらえられるものである。したがつて、
国は世界保健機関等と連携しながら、国際的な取組
を積極的に行つていくこととする。



予‐■防■1旨■‐針 指針に基づ|く 1施
‐策 議■論11の ■視‐■点

2 国は政府開発援助による二国間協力事業によ
り、途上国の結核対策のための人材の養成や研究の
推進を図るとともに、これ らの国との研究協力関係
の構築や情報の共有に努めることとする。

力
○結核研究所補助、政
府開発援助結核研究所
補助 【補助金】

の七害1以上が医療機関の受診で発
いる一方で、結核に関する知見を十分に有する医師
が少なくなっている現状を踏まえ、結核の早期の確
実な診断及び結核患者の治療成功率の向上のため
に、国及び都道府県等は、結核に関する幅広い知識
や標準治療法を含む研究成果の医療現場への普及等
の役割を担うことができる人材の養成を行うことと
する。また、大学医学部を始めとする、医師等の医
療関係職種の養成課程等においても、結核に関する
教育等を通じて、医師等の医療関係職種の間での結
核に関する知識の浸透に努めることが求められる。

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】
◇その他、結核研究所
が行う研修事業

病床離れ)使用できないことがあるとの指
摘に対応するために、学会等との連携や、
卒後教育との連携をどのように図つていく
かについて、検討することが必要ではない
か。 |´
2.症例の相談体制確保のため、結核研究
所、高度専門施設を中心とした広域ネット
ワークの構築や、既存のネットワニク
(NHO、 結核療法研究協議会など)の活性

化の具体的な方法を検討していくことが必
要ではないか。          '
<第 16回結核部会「今後の医療のあり方に
関するこれまでの議論の概要」より>

1.結核病床、モデル病床があつても医療ス
タッフが不足 し (医師不足t看護師の結核

が有機的に協調して教育研修を実
施していくことが望ましく、今ま
で以上に手を携えて取り組むべき
である。

2.結核医療に従事する医師や看護
師が減少している中、地域におけ
る症例の相談体制確保のため、結
核研究所や地域の結核拠点病院等
の各関係機関がネツトワーク強化
と、その有効活用を具体的に図つ
ていく工夫が必要である。

関、結核研究所など、各関係機関

の

1 国は、結核に関する最新の臨床知識及び板罷両
修得並びに新たな結核対策における医療機関の役割
について認識を深めることを目的として、感染症指
定医療機関の医師はもとより、一般の医療機関の医
師、薬剤師、診療放射線技師、保健師、助産師、看
護師、准看護師、臨床検査技師等に対する研修に関
しても必要な支援を行つていくこととする。

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【ネ甫助
金】       |
◇その他、結核研究所
が行う研修事業  |
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2 回は、結核行政の第T線に立つ職員の資買を向
上させ、結核対策を効果的に進めていくため、保健

所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修の支援
に関して、検討を加えつつ適切に行つていくことと
する。      .

○結核研究所補助 (結

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】

♀る9暑修撃肇
研究所

=関する人

都道府県等は、結核に関する研修会に保健所及び地
方衛生研究所等の職員を積極的に派遣するととも
に、都道府県等が結核に関する講習会等を開催する
こと等により保健所及び地方衛生研究所等の職員に
対する研修の充実を図ることが重要である。さら
に、これらにより得られた結核に関する知見を保健
所等において活用することが重要である。また、.感

染症指定医療機関においては、その勤務する医師の
能力の向上のための研修等を実施するとともに(医
師会等の医療関係団体においては、会員等に対して
結核に関する情報提供及び研修を行うことが重要で
ある。

第七■晋■啓景1及び1本準の専軍‐
― 基本的考え方

1 国及び地方公共団体においては、結核に関する
適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うこと
が重要である。また、結核のまん延の防止のための
措置を講ずるに当たつては、人権の尊重に留意する
こととする。    ｀

○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】
◆結核予防会等による
普及啓発事業

1,国 や地方自治体の関与による地域運携推
進のための普及啓発をどのように行つてい
くことが必要か。

11地区別講習会などを通した国、
地方、現場の連携は重要である。
今後も講習会を継続していくこと
が必要であるということ以上に、
連携においては密接な意思の疎通
と意識共有のための作業が必要で
ある。

2 保健所においては、地域における結核対策の中
核的機関として、結核についての情報提供、相談等
を行う必要がある。 1

3 医師その他の医療関係者においては、患者等ヘ

の十分な説明と同意に基づいた医療を提供すること
が重要である。
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4 国民においては、結核について正しい知識を持
ち、自らが感染予防に努めるとともに、結核患者が
差別や偏見を受けることがないよう配慮することが
重要である。

第ハ■1施設内|(院 内)感染の1防上等■||■ |‐|||

内)感染の防

にお いては、
理下にあるものの、その性質上、患者及び従事者に
は結核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事
例も少なくないという現状にかんがみ、院内感染対
策委員会等を中心に院内感染の防止並びに発生時の
感染源及び感染経路調査等に取 り組むことが重要で
ある。また、実際に行つている対策及び発生時の対
応に関する情報について、都道府県等や他の施設に
提供することにより、その共有化を図ることが望ま
しい。          ヽ

2 学校、社会福祉施設、学習塾等において結核が
発生し、及びまん延しないよう、都道府県等にあっ
ては、施設内感染の予防に関する最新の医学的知見
等を踏まえた情報をこれらの施設の管理者に適切に
提供することが重要である。

3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん
延の防止を目的に、施設内 (院内)感染に関する情報
や研究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得
つつ、病院等、学校、.社会福祉施設、学習塾等の関
係者に普及していくことが重要であるきまた、これ
らの施設の管理者にあうては、提供された情報に基
づき、必要な措置を講ずるとともに、普段からの施
設内 (院内)の患者、生徒、収容されている者及び職
員の健康管理等により、患者が早期に発見されるよ
うに努めることが重要である:外来患者やデイケア
等を利用する通所者に対しても、十分な配慮がなさ

ることが望ましい。
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ガイ ドライン作り、重症例への対
応等、小児結核診療体制の確保の
ための取り組みが必要である。ま
た、特別に小児結核症例の登録シ
ステムが必要であるかということ
については引き続き検討していく
必要がある。

1.小児結核を診療できる医師の早
成、小児結核症例への相談対応、

1.小児重症患者発生時の医療提供体守
保についてt記述することが必要か。

結核感染危険率の減少を反映して、小児結核におい
ても著しい改善が認められているが、小児結核対策
を取り巻く状況の変化に伴い、個別的対応が必要で
あるとの観点から、接触者健診の迅速な実施、化学
予防の徹底、結核診断能力の向上、小児結核発生動
向調査等の充実を図ることが重要である。

ヒが効果的に行われている
ところがある一方で、必要性につ
いては地域の事情に影響されると
ころがある。引き続き検討をつづ
けていくことが必要である。

2.結 核対策における技術的適正性の維持の

ためには、国や民間の研究機関の技術的支

援のもと、対策実施組織の集約化を図つて
いくことが必要か。

術的適正性の維持の保健所は、結核対策において、市町村からの求めに
応 じた技術支援、法第十七条の規定に基づ く結核に

係る健康診断の実施、憾染症の診査に関する協議会
の運営等による適正な医療の普及、訪間等による患
者の治療支援、地域への結核に関する情報の発信及
び技術支援・指導、届出に基づく発生動向の把握及
び分析等様々な役割を果たしている。都道府県等
は、保健所による公的関与の優先度を考慮して業務
の重点化や効率化を行うとともに、保健所が公衆衛
生対策上の重要な拠点であることにかんがみ、結核
対策の技術的拠点としての位置付けを明確にすべき

〒 具体的な目標

1・ 具体的な目標候補 (案 )が挙げ
られるが、さらに検討が必要であ

1.今後、効果的な結核対策の計画、実施、
評価を行うために、具体的な目標としてど
のようなものが考えられるか。

ことにより、我が国
が、世界保健機関のいう中まん延国・結核改善足踏
み国を脱し、近い将来、結核を公衆衛生上の課題か
ら解消することを目標とするざ具体的には、国にお
いては、二千十年 (平成二十二年)ま でに、喀痰塗抹
陽性肺結核患者に対する直接服薬確認治療率を九十
五パーセント以上、治療失敗 :脱落率を五パニセン
ト以下、人口十万人対り患率を十八以下とすること

を目指すこととする。

二■目標の達成状況の評価及び展開

―に定める目標を達成するためには、本事旨針に掲「

た取組の進ちょく状況について、定期的に把握 し、
専門家等の意見を聴きながら評価を行うとともに、
必要に応 じて、取組の見直 しを行 うことが重要であ
る。



結核に関する特定感染症予防指針 新旧対照表

改 ■1正
:1案 行現

昭和二十六年に制定された結核予防法を基に、平成十六年に第二次

平成十九年に、結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)

に統合され、本指針の名称も「結核に関する特定感染症予防指針」と

改められた。

国際的には、結核は未だに三大感染症の一つであり、自 I∨ や後天

性免疫不全症 ll■ 群との合併結核のまん延や多剤耐性菌結核の国境を

越えた伝播が大きな課題となつているが、これまで我が国は世界保健

間の結核を取り巻 く状況は、医学・医療の進歩、公衆衛生水準の向上

等により著 しく変化した。現在、我が国の結核り患状況は、かつての

青少年層の結核単独かつ初感染発病を中心としたり患から一変し、基

礎疾患を有する既感染の高齢者のり患が中心となつている。また、高

齢者のみならず、一部の大都市等の特定の地域において、高発病、遅

発見、治療中断、伝播高危険等の要素を同時に有している住民層の存

在についても疫学的に明らかになっている。ァ方で、結核医療に関す

る知見の蓄積により、結核の診断・治療の技術は格段に向上した。

このような結核を取り巻 く状況の変化に対応するには、予防の適正

機関等との協力の下、研究、検査、治療技術などの分野で国際貢献 し 化と治療の強化、きめ細かな個別的対応、人権の尊重、地域格差への

てきており、特に人材育成などで成果をあげている。 我が国の結核

患者数は緩やかではあるが減少傾向にあり、人口十万人に対するり患

率は、二十を下回る状況に達したところである。特に小児結核対策に

おいては、効果的なBcG接種により、著しい成果をあげてきた。し

かしながら、平成二十一年には約二万四千人の新規患者が発生するな

ど、依然として我が国におけも主要な感染症であり、り患率が減少し

対策において結核予防法が果たしてきた役割の大きさと、いまだに結

核が主要な感染症である現実とを踏まえ、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 (平成十八年

法律第百六号)の 施行に伴う結核予防法の廃止後において1も 、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第

ている主な要因はtリト菌をしてない患者の減少であり、まん延防止を

徹底するためには、排菌をしている患者への対応が重要であることか

ら、今後も結核対策の手を緩めることはできない。

またIり 患の中心が基礎疾患を有する既感染の高齢者であることは

これまでと同様であるが、そのほかにも、結核患者の発生が都市部で

多く、疫学的な解析により結核発病の危険が高し`とされる幾つかの特

かとなつている。

結核対策においては、診断技術の進歩や、直接服薬確認 (以下「D

oTSIと いう。)の普及など、結核の診断や治療の水準は格段に向

に関する研究の推進、医薬品の研究開発、人材養成、啓発や知識の普

及とともに、国と地方公共団体、地方公共団体相互の連携と役割分担

を明確にし、結核対策を総合的に推進することにより、結核対策の一

層の充実を図る必要がある。

本指針は、こめような認識の下に:総合的に予防のための施策を推

進する必要がある結核について、国t地方公共団体、医療関係者、民

間団体等が連携して取り組んでいくべき課題について、発生の予防及

びまん延の防止、良質かつ適切な



観点から新たな取組の方向性を示すことを目的とする。   1
本指針については、結核の発生動向:結核の治療等に関する科学的

知見、本指針の進ちょく状況の評価等を勘案してヽ少なくとも五年ご

とに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更していく

ものである。

上した。一方で、患者数は減少しているものの、それにより結核医療

及び結核を診療できる医療機関も減少しているため、地域によつて

齢者がり患の中心である昨今の状況においては 求ヽめられる治療形態

が多様化、複雑化しており、対応できる医療提供体制を構築する必要

がある。  .
このような変化に対応しつつ、結核の発生の予防とまん延の防止、

健康診断及び患者に対する良質かつ適正な医療の提供、結核に関する

基礎医学、臨床及び疫学などの研究の推進、医薬品の開発、人材の育

成、知識の普及啓発を図らなければならない。これらを総合的に推進

するため、国と地方公共団体、地方公共団体間相互の連携と役害1分担

を明確にして医療提供体制を再構築することにより、結核対策のァ層

の充実を図る必要がある。また、現在のように国境を越えた人や物の

移動が活発になっている中で、引き続き、世界の結核対策に貢献する

ことは、我が国の結核対策上、非常に重要なことである。   | ‐

本指針はこのような認識の下に、予防のための総合的な施策を推進

する必要がある結核について、国、地方公共団体、医療関係者、民間

団体等が連携して取り組んでいくべき課題に対し、新たな取組の方向

性を示すことを目的とする。取り組むべき多くの課題の中で、特に強

調されるところは、患者発生動向調査の一層の充実、薬剤感受性検査

及び分子疫学的手法を応用しての病原体サーベイランス体制の構築、

世界保健機関のいう結核高負担菌などの結核がまん延している国の

出身者または居住歴のある者 (以下「高まん延国出身者」という。)

を含むハイリスクグループと発病すると二次感染を起こしやすい職

業に就労している者 (以下「デインジヤーグループ」という。)に重

進歩した技術を利用した迅速で確実な接触者健診の実施と無症状病

原体保有者のうち治療を要する者 (以下、「潜在性結核感染症患者」

という。)に対する徹底した発病予防を充実することであるもまた、

としては、患者に



ω

療のための病室や病棟のあり方の検討、抗結核薬の確保、DOTSの
普及が必要である。その他、結核診療に必要な医師、保健師、看護師

などの人材の養成、国民に対する普及啓発、患者の人権の尊重、抗結

核薬やワクチンの開発などの研究の一層の推進等が必要である。さら

に、これらを実行することにより、対策が功を奏したか否かを判断す

るため|ご、五年後に到達すべき目標数値を掲げることとした。

本指針に示す取組を具体化するための国及び地方公共団体の役割

分担及び財政的基盤については、関係機関における努力と協調を行つ

ていくことが望ましい。

本指針については、その進捗状況と結核発生動向等状況の定期的な

要があると認めるときは、これを変更していくものである。

第一 原因の究明
二 基本的考え方               :

国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区 (以下「都道

府県等Jと いう。)に おいては、結核に関する情報の収集及び分析

並びに公表を進めるとともに、海外の結核発生情報の収集について

は、関係機関との連携の下に進めていくことが重要である。

二 結核発生動向調査の体制等の充実強化

結核の発生状況は1法による届出や入退院報告、医療費公費負担

申請等の結核登録者情報を基にした発生動向調査 (以下「患者発生

サーベイランス」という。)により把握されている。結核の発生動

向情報は、まん延状況の監視情報のほか、発見方法、発見の遅れ、

診断の質、治療の内容や成功率、入院期間等の結核対策評価に関す
る重要な情報を含むものであるため、都道府県等は、地方結核・感

染症サーベイランス委員会の定期的な開催や、患者発生サーベイラ

ンスのデータ処理に従事する職員の研修等を通じて、確実な情報の

把握及び処理その他精度の向上にさらに努める必要がある。

ま た サーベ

第一 原因の究明
― 基本的考え方

国並びに都道府県t保健所を設置する市及び特別区 (以下「都道

府県等」という。)に おいては、結核に関する情報の収集及び分析

並びに公表を進めるとともに、海外の結核発生情報の収集について

は、関係機関との連携の下に進めていくことが重要である。

二 結核発生動向調査の体制等の充実強化        ヽ

_結核の発生状況は、法による届出や入退院報告、医療費公費負担

申請等を基にした発生動向調査により把握されている。結核の発生

動向情報は、まん延状況の監視情報のほか、発見方法て発見の遅れ、

診断の質、治療の内容や成功率
′
、入院期間等の結核対策評価に関す

る重要な情報を含むものであるため、都道府県等は、地方結核・感

染症サニベイランス委員会の定期的な開催や、発生動向調査のデー

タ処理に従事する職員の研修等を通じて、確実な情報の把握及び処

理その他精度の向上に努める必要がある。
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ベイランスにおいて

取扱いには十分な配慮が必要である。

第二 発生の予防及びまん延の防止 発生の予防及びまん延の防止

立案、実施及び評価していくことが重要である。
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ら、医療従事者への啓発も重要である。

籍卍疋鯖塁令ま曇暉訛齢ネ
法第五十三条の二の規定に基づく定期の健康診断

しており、公衆衛生上の結核対策における定期の健康診断の

政策的有効性は低下 してきているところであるが、特定の

て患者が発見される割合は極端に低下しており、公衆衛生■

の結核対策における定期の健康診断の政策的有効性は

:[誓::[言:驚][ζ:[1li:言i[Ё言をl[!
め細かな個別的対応に置くことが重要である。

の多 くは

立案、実施及び評価していくことが重要である。

の特定の Sいて
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2 T方、高歯,者、ハイリスクグループ、
プ等の定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的である

と認められる者については、,重点的な健康診断の実施が重要
であるとの認識の下、健康診断の受診率の向上を目指すこと

とする。
また、高齢者については、普段より定期的に診療している

医師 (以下「主治医等Jと いう。)が、結核発病のハイリスク

因子を念頭に置いて、胸部エックス線の比較読影を含めた効

果的な健康診断を実施できるよう、必要に応じて、主治医等
に健康診断を委託する等の工夫も重要である。

3 学校:社会福祉施設等の従事者に対する健康診断が義務付

けられている施設のみならず、学習塾等の集団感染を防止す

る要請の高い事業所の従事者に対しても、有症1本 時の早期受

療の勧奨及び必要に応じた定期の健康診断の実施等の施設内
:感染対策を講ずるよう地方公共団体が周知等を行うこととす

る。また、精神科病院を始めとする病院、老人保健施設等 (以

下「病院等」という。)の医学的管理下にある施設に1又容され

ている者に対しても、施設の管理者は必要に応じた健康診断

を実施することが適当である。      |
4 基本指針に則して都道府県が策定する予防計画の中に、市

町村の意見を踏まえ、り患率等の地域の実情に応じ、定期の

健康診断の対象者について定めることが重要である。市時本t
が定期の健康診断の対象者を定める際には、者「道府県単位ま
たは対象者百方人程度その患者発見率がO・ ○二から○・○
山パーセント以上をその基準として参酌することを勧奨す

る。
5 市町村は、医療を受けていないじん肺患者等に対しては、

結核発症のリスクに関する普及啓発とともに、健康診断の受

診や有症状時の早期受診の勧奨に努めるべきである。
6 結核の高まん延地域を管轄する市町村は、その実情に即し

て当該地域において結核の発症率が高い住民層(夕1え ば、住所

てきている。

2 T方 、高齢者、地域の実情に即 した疫学的な解析により結

核発病の危険が高いとされる住民層、発病すると二次感染を

起こしやすい職業に就労 している者等の定期の健康診断の実

施が政策上有効かつ合理的であると認められる者について

は、重点的な健康診断の実施が重要であるとの認識の下、健

康診断の受診率の向上を目指すこととする。

3 :学校、社会福祉施設等の従事者に対する健康診断が義務付

けられている施設のみならず、学習塾等の集団感染を防止す

る要請の高い事業所の従事者に対しても、有症状時の早期受

療の勧奨及び必要に応じた定期の健康診断の実施等の施設内

感染対策を講ずるよう地方公共団体が周知等を行うこととす

る:また、精神科病院を始めとする病院、老人保健施設等 (以

下「病院等」という。)の医学的管理下にある施設に収容され

ている者に対しても、施設の管理者は必要に応じた健康診断

を実施することが適当である。

4 基本指針に則して都道府県が策定する予防計画の中に、市町

村の言見を踏まえてり患率等の地域の実情に応じ、定期の健康

診断の対象者について定めることが重要である。市町村が定期

の健康診断の対象者を定める際には,患者発見率Q・
・○二から

○“○四パーセントをその基準として参酌することを勧奨す
る。            「

5 市町村は、医療を受けていないじん肺患者等に対 しては、結

核発症のリスクに関する普及啓発 とともに、健康診断の受診の

勧奨に努めるべきである。

6 結核の高まん延地域を管轄する市町村は、その実情に即 して

当該地域において結核め発症率が高い住民層(伸lえ ば、住所不
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バンフレットを備えておく等の取組を行うことが重要であ

不定者、職場での健康管理が十分とはいえない労{動者、海外

の高まん延地域からの入国者等が想定される。)に対する定期

定者、職場での健康管理が十分とはいえない労働者(海外の高

まん延地域からの入国者等が想定される。)に対する定期の健

査)を活用することが望ましい。

三 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断

1 法第■七条の規定に基づく結核に係る健康診断は、結核の事

ん延を防上するため必要があると認めるときに、結核にかかつ

ていると疑うに足りる正当な理由のある者について結核感染

又は発病の有無を調べるために行われる健康診断である。これ

まで結核患者の診断を行つた医師等の協力を得つつ、T般的に

保健所等における業務として実施されてきたもので、結核対策

において重要な位置を占めるものである。

2 都道府県知事、保健所を設置する市の長及び特別区の長 (以

下「都道府県知事等」という。)が法第十七条の規定に基づく

結核に係る健康診断を行う場合にあつては、健康診断を実施す

8 健康診断の手法として、寝たきりや胸郭の変形等の事情に

ょらて胸部エックス線検査による診断が困難な場合、過去の結

警辱言寒「憲IT
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酸菌の可能性があることに留意すべきである。
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t[11:]詈
[1警:[i:EIEl:il睦][讐[

結核に係る健康診断を行う場合にあつては、健康診断を実施す

ることとなる保健所等の機関において、法第十五条の規定に ることとなる保健所等の機関において、関係者の理解と協力を



可

得つつ、関係機関と密接な連携を図ることにより、感染源及び

感染経路の究明を迅速に進めていくことが重要である。この

際t特に集団感染につながる可能性のある初発患者の発生に際

しては、法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の勧告
に従わない場合に都道府県知事等が直接に対象者の身体に実

力を加えて行政目的を実現するいわゆる即時強制によって担

保されていることに留意しつつ、綿密で積極的な対応が必要で

ある。また、感染の場が複数の都道府県等にわたる場合は、関

係する都道府県等間又は保健所間の密接な連携の下、健康診断

の対象者を適切に選定する必要がある。

(新規追加 )

結核患者の発生に際しては、都道府県知事等は、法第十七条

の規定に基づく結核に係る健康診断がいわゆる即時強制に

よつて担保されていることに留意しつつ、健康診断の対象者を

適切に選定し、必要かつ合理的な範囲について積極的かつ的確

に実施することが望ましい。また、健康診断の勧告等について

は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときに、

結核の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、結核に感

染していると疑うに足りる正当な理由のある者を確実に対象

とすべきである。  |

(新輝追加)

３
一
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"
究明を迅速に進めていくことが重要である。この際、特に集団

感染につながる可能性のある初発患者の発生に際しては、法第

十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の勧告に従わない

場合に都道府県知事等が直接に対象者の身体に実力を加えて

行政目的を実現するいわゆる即時強制によつて担保されてい

ることに留意 しつつ、綿密で積極的な対応が必要である。また、

感染の場が複数の都道府県等にわたる場合は、関係する都道府

県等間又は保健所間の密接な連携の下、健康診断の対象者を適

切に選定する必要がある:

3 都道府県知事等は、集団感染が判明した場合には、住民及び

医療従事者に対する注意喚起を目的として、国への報告ととも

な範囲で情報を公表する。その際には、個人情報の取扱いに十

分な配慮をしながら(1固 々の症例ごとに具体的な公表範囲を検

討すべきである。また、患者等への誤解や偏見の防止のため、

結核に関する正確な情報も併せて提供する等の配慮も必要で

ある。

4 結核患者の発生に際 しては、都道府県知事等は、法第十七条

の規定に基づ く結核に係る健康診断がいわゆる即時強制に

よつて担保されていることに留意しつつ、健康診断の対象者を

適切に選定 し、必要かつ合理的な範囲について積極的かつ的確

に実施することが望ましい。また、健康診断の勧告等について

は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときに、

結核の感染経路その他の事情を十分に考慮 した上で、結核に感

染していると疑うに足 りる正当な理由のある者を確実に対象

とすべきである。

ュ 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の強化に当

たっては、必要かつ合理的な範囲において対象者の範囲を広げ

るはか、IGRAを 有意義に活用すること、分子疫学的調査手

こ取 り入れることが重要で に 、



|

必要がある。

B́CG接種
1 予防接種はt感染源対策、感染経路対策及び感受性対策から

なる感染症予防対策の中で、主として感受性対策を受け持つ重

要なものである。BCG接種においてはtノ lヽ児結核の削減に大

きく寄与していると考えられるため:結核対策においても、B

CG接種に関する
=し

い知識の普及を進め、接種の意義につい

て国民の理解を得るとともに、予防接種法(昭和二十三年法律
第六十八号)に よる定期のBCG接種の機会が乳児期に一度の
みであることにかんがみ、市町村においては、引き続き、適切
に実施することが重要である。

2 市町村は、定期のBCG接種を行うに当たつては、地域の医

師会や近隣の市町村等と十分な連携の下、乳児健康診断との同

時実施、個別接種の推進、近隣の市町村の住民への接種の場所

め提供その他対象者が接種を円滑に受けられるような環境の

確保を地域の実情に即して行い、もつてBCGの接種対象年齢

における接種率の目標値を九十五パーセントとする。

3 BCGを 接種して数日後、被接種者が結核に感染している場

合には、T過性の局所反応であるコシホ現象を来すことがあ

る。コッホ現象が出現した際には、被接種者が市町村にその旨

を報告するように市町村等が周知するととも1手 、市町村から保

健所に必要な情報提供をすることが望ましい。また、医療機関
の受診を勧奨する等当該被接種者が必要な検査等を受けられ

るようにすることが適当である。被接種者が適正な対応を受け

られるよう、コウホ現象が発現 した際の適切な対応方法を医療

に「到矢ロ に、イ主5ι に コ L` に関

BCG接 種

1 予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策から

なる感染症予防対策の中で、主として感受性対策を受け持つ重

要なものである。そのため、結核対策においても、BCG接種

に関する正しい知識の普及を進め(接種の意義について国民の

理解を得るとともに、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八

号)に よる定期のBCG接種の機会が乳児期に一度のみである

ことにかんがみ、市町村においては、適切に実施することが車
要である。    |

2 市町村は、定期のBCG接種を行うに当たつては、地域の医

師会や近隣の市時村等と十分な連携の下、乳児健康診断との同

時実施、個別接種の推進、近隣の市町村の住民べの接種の場所

の提供その他対象者が接種を円滑に受けられるような環境の

確保を地域の実情に即して行い、もつてBCcの接種率の目標

値を生後六月時点で九十パーセント、デ歳時点で九十五パーセ

ントとする。

3 BCCを接種して数日後、被接種者が結核に感染している場

合に|ま 、一過性の局所反応であるコッホ現象を来すことがあ

る。コッホ現象が出現した際には、被接種者が市町村にその旨

を報告するように市町村等が周知するとともに、市町村から保

健所に必要な情報提供をすることが望ましい。また、医療機関

の受診を勧奨する等当該被接種者が必要な検査等を受けられ

るようにすることが適当である。



る正確な情報を周知する必要がある。

4 国においては、予防接種に用いるBCGに ういて、円滑な供

給が確保されるよう努めることが重要である。

第二 医療の提供

「

 基本的考え方

1 結核患者に対して、早期に適正な医療を提供し、疾患を治癒

させること及び周囲への結核のまん延を防止することを結核

に係る医療提供に関する施策の基本とする。またて潜在性結核

感染症患者の治療を積極的に推進するb

2 現在我が国における結核の1り 患の中心は高齢者であるため、

基礎疾患を有する結核患者が増加しており、結核単独の治療に

加えて合併症に対する治療も含めた複合的な治療を必要とす

る場合も多く、求められる治療形態が多様化、複雑化している:

また、患者の減少とともに結核病棟の閉鎖等が進み、大都市圏

で必要な病床数を確保できないことや、医療アクセスの悪化じ

ている地域があることが問題となつている。そのため、我が国

の現在の結核のまん延状況にかんがみ、患者を中心とした医療

提供を目的として、必要な結核病床を確保するとともに医療提

供体制の再構築が必要であり、対策の重点は結核患者に対する

病態等に応じた簿正な医療の提供、治療完遂に向けた患者支援

等きめ細かな個別的対応に置くことが重要である。

■ 医療提供体制の再構築においては、都道府県域では、標準治

療のほか、多斉1耐性結核患者や管理が複雑な結核治療を担う中

核的な病院を確保するとともに、地域ごとに合併症治療を主に

て、各地域の実状に応じた地域医療連携体制を整備することが

重要である。また、中核的な病院での対応が困難な症例を受け

入れるとともに、地域医療連携体制を支援する高度専門施設を

国内に確保することが重要である。

4 結核患者の医療提供体制については、結核病床を確保するこ

ただし 不ヾ 足 して い

4 国においては、予防接種に用いるBCGに ついて、円滑な供

給が確保されるよう努めることが重要である。

第三 医療の提供
― 基本的考え方                   :
1 結核患者に対:し て、早期に適正な医療を提供 し、疾患を治癒

させること及び周囲への結核のまん延を防止することを結核

に係る医療提供に関する施策の基本とする。

21現在我が国における結核のり患の中心は高齢者であるため、

基礎疾患を有する結核患者が増加 しており、結核単独の治療に

加えて合併症に対する治療も含めた複合的な治療を必要とす

る場合も多く、求められる治療形態が多様化、複雑化している。

そのため、我が国の現在の結核のまん延状況にかんがみ、医療

においても対策の重点は発症の リスク等に応 じた結核患者に

対する適正な医療の提供、治療完遂に向けた患者支援等きめ細

かな個別的対応に置 くことが重要である。         |

(新規追加 )

(新規追加 )
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一 つ の

る。
:

6 結核の治療に当たつては、適正な医療が提供されない場合、

疾患の治癒が阻害されるのみならず、治療が困難な多剤耐1生結

核の発生に至る可能性がある。このため、適正な医療が提供さ

れることは、公衆衛生上も極めて重要であり、結核に係る痺正

な医療について医療機関全の周知を行う必要がある。

7 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なものではな

く、まん延の防止を担保しなから一般の医療め撃長線上で行わ

れるべきであるとの認識の下、良質かつ適正な医療め提供が行

われるべきである。このため、結核患者を診療する第■種感染

症指定医療機関においては、結核患者に対して、特に隔離の必

要な期間は、結核のまん延の防止のための院内感染予防措置を

徹底した上で、患者の負う心理的重圧にも配慮しつつ、中長期

にわたる療養菫磐忙野七霧な漏唇議瀕IF顧彗ξ占占言撫頌整

3 結核の治療に当たつては、適正な医療が提供されない場合、
~疾

患の治癒がFE害 されるのみならず、治療が困難な多剤耐性結

核の発生に至う可能性がある。このため、適正な医療が提供さ

れることは、公衆衛生上も極めて重要であり、結核に係る適正

な医療について医療機関↑の周知を行う必要がある。

4 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なものではな

=く :ま ん延の防止を担保しながら一般の医療の延長線上で行わ

れるべきであるとの認識の下、良質かつ適正な医療の提供が行

稽絶畠機屁菖超li、11[絶」警警晃吾t宅手倉電籠籠腎意曇
な期FEnは、結核のま々延の防止のための措置を採つた上で、患

者1の負う心理的重圧にも配慮しつつ:療養のために必要な対応

に努めるとともにt隔離の不要な結核患者に対しては、結核以

外の患者と同様の療養環境 1手 おいそ医療
:を

提摯す
る
挙電ギ脅

境において医療を提供する必要がある。また、患者に確実な服

菫葬合めfr蒋春方法及び他者への感染防止の重要性について

十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行うことが重要であ

る。 |         )合
併率が高い疾患を有する患者8 医療機関においては、結核θ~等

(後失性免疫ホ全症候群、じん肺及び糖尿病の患者、人工透

植:詰臨鍬韓膊盤鬱汰織、

♀等      』蓬槙箱r8:結雷ボ雇綸麿雰菫喜「負二重
薪凝凝 l砲

・
群ごI洋てい2.ぼ著I¨亮後|[,制書1使用下の患者等)の管理に際



し、必要に応 じて結核感染の有無を調べ、結核に感染している

場合には、積極的な発病予防治療の実施
|こ 努めることとし、結

核を発症 している場合には、結核に関する院内感染防止対策を

講ずるよう努めなければならない。

9 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な

注意を払うとともに、特に有症状時には、適正な治療を受ける

機会を逃すことがないように早期に医療機関を受診し、結核と

診断された場合には治療を完遂するよう努めなければならな

い。また、結核の患者について、偏見や差別をもつて患者の人

権を損なわないようにしなければならない。

結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関は、結核の早期制圧を目指して、DOTSを 基

本とした包括的な治療戦略 (DOTS戦 略)を提唱しており、

現在までに世界各地でこの戦略の有効性が証明されている。我

が国においても、これまで成果をあげてきた結核に係る医療の

供給基盤等を有効に活用 しつつ、服薬確認を軸とした患者支

援、治療成績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権

を尊重しながら(これを推進することとする。また、必要な抗

結核薬については、確保できるよう努めていかなければならな
い 。                   1

2 国及び地方公共団体が服薬確認を軸とした患者支嬌を全国
的に普及・推進していくに当たつて、先進的な地域における取
組も参考にしつつ、DOTS実施状況等について検討するDO
iSカ ンラァレンスや患者が治療を完遂 したか どうかの状況

等について評価するコホ=卜 検討会の充実を図 り、地域連携パ

スの導入など、_保健所、医療機関、社会福祉施設、薬局等の関
係機関との連携及び保健師、看護師、薬剤師等の複数職種の連
携により、積極的な活動が実施されるよう、適切に評価及び技

術的助言を行い、地域連携体制の強化を図ることとする。
31保健所を拠点とし、地域の状況に応じて、地域の医療機関、
薬局等との連携の下に服薬確認を

し、必要に応じて結核発症の有無を調べ、積極的な発病予防治

療の実施に努めるとともに、入院患者に対し、結核に関する院

内感染防止対策を講ずるよう努めなければならない。

6 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な

注意を払うとともに、特に有症状時には、適正な治療を受ける

機会を逃すことがないように早期に医療機関を受診し、結核と

診断された場合には治療を完遂するよう努めなければならな

い。また、結核の患者について、偏見や差別をもつて患者の人

権を損なわないようにしなければならない。

結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関は、結核の早期制圧を目指して、直接服薬確認

を基本とした包括的な治療戦略 (DOTS戦略)を提唱してお

り、現在までに世界各地でこの戦略の有効性が証明されてい

る。我が国においても、これまで成果をあげてきた結核に係る

医療の供給基盤等を有効に活用しつつ、服薬確認を軸とした患

者支援、治療成績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、

人権を尊重しながら、,こ れを推進することとする。

2 国及び地方公共団体においては、服薬確認を軸とした患者支

援を全国的に普及口推進していくに当たつて、先進的な地域に

おける取組も参考にしつつ、保健所、医療機関t福祉部局、薬

局等の関係機関との連携及び保健師、看護師、薬剤師等の複数

職種の連携により、積極的な活動が実施されるよう、適切に評

価及び技術的助言を行うこととする。

保健所においては、地域の医療機関、薬局等との連携の下に

服薬確認を軸とした患者支援を実施するため、積極的に調整を
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「地域DOTS」 という。)も 実施するため、積極的に調整を

行うとともに、特に外来でのDOTSが 必要な場合には、保健

所自らもDOTSの 場の提供を引き続き行つていくこととす

るもまた、医療機関においては、外来治療と50TSを含めた

患者支援の一体的な実施を推進するとともに、特に都市圏の住

施設の整備を図ることも検討すべきである。 )   .
4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治療の完遂

であることを理解し、患者に対し服楽確認についての説明を行
い、患者の十分な同意を得た上で、入院中はもとより、退院後

も治療が確実に継続されるよう、医療機関等と保健所等が連携
|し て、人権を尊重しながら、服薬確認を軸とした患者支援を実

施できる体制を一層推進していくことが重要である。特に、患

者教育の観点から、医療機関における入院中からのDOTSを
十分に提供し、地域DOTSが 有効な

:患
者支援となるよう、こ

れを徹底していくこととする。|    :

その他結核に係る医療の提供のための体制

1 結核患者に係る医療は、結核病床を有する第二種感染症指定

医療機関及び結核指定医療機関のみで提供されるものではな

く:∵般の医療機関においても提供されることがあることに留

意する必要がある。すなわち、結核患者が、最初に診察を受け

る医療機関は、多くの場合一般の医療機関であるため、二般の

医療機関においても、国及び都道府県等から公表された結核に

関する情報について積極的に把握し、結核の診断の遅れの防止
に努め、同時に医療機関内において結核のまん延の防止のため

に必要な措置を講ずることが重要である。また、結核の診断の

遅れに対する工夫として、保健所等においては、医療機関への

啓発とともに、結核の早期診断に資する地域連携の取組が持続

するような仕組みを構築することが望ましいも

(削除 )

行うとともに、地域の状況を勘案して特に外来での直接服薬確

認が必要な場合には、保健所自らも直接服薬確認を軸とした患

者支援の拠点として直接服薬確認の場を提供することも検討

すべきである。         ,          t

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治療の完遂

であることを理解し、患者に対 し服薬確認についての説明を行

い、患者の十分な同意を得た上で、入院中はもとより、退院後

も治療が確実に継続されるよう、医療機関等ど保健所等が連携

して、人権を尊重しながら、服薬確認を軸とした患者支援を実

施できる体制を構築することが重要である。

三 その他結核に係る医療の提供のための体制
1 結核患者に係る医療は、結核病床を有する第二種感染症指定

医療機関及び結核指定医療機関のみで提供されるものではな

く、二般の医療機関においても提供されることがあることに留

意する必要がある。すなわち、結核患者が、最初に診察を受け

る医療機関は、多くの場合一般の医療機関であるため:一般の

医療機関においても、国及び都道府県等から公表された結核に

関する情報について積極的に把握し、同時に医療機関内におい

て結核のまん延の防上のために必要な措置を講ずることが重

要である。

2 結核病床を有する第二種感染症指定医療機関においては、重

篤な他疾患合併患者等については一般病床等において結核土
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2 医療機関及び民間の検査機関においては、外部機関によつて

行われる系統的な結核菌検査の精度管理体制を構築すること

等により、結核患者の診断のための結核菌検査の精度を適正に

保つ必要がある。なお、精度管理の役割と体制構築の重要性に

ついて、公益財団法人結核予防会結核研究所 (以下「結核研究

所」という。)、 地方衛生研究所、医療機関及び民間の検査機関

などの関係機関が相互理解の下t精度管理を協調して進める必

要があることに留意する:

3 T般 の医療機関における結核患者への適正な医療の提供が

確保されるよう、都道府県等において、地域医療連携体制を構
「 築する必要があり、医療関係団体と緊密な連携を図ることが重

要である。この際、保1建所が中心となり、医師会等の協力を得

るよう努めること、介護・福祉分野との連携を行う:こ となどが

重要である。

4 障害等により行動制限のある高齢者等の治療について、患者

の日常生活にかんがみ、接触範囲等が非常に限られる場合にお

いて、医療機関は、入院治療以外の医療の提供についても適宜

検討すべきである。

第四 研究開発の推進

― i基本的考え方
1 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきである

ことから、結核に関する調査及び研究は、結核対策の基本とな

るべきものである:こ のため、国としても、必要な調査及び研

究の方向性の提示t海外の研究機関等も含めた関係機関との連
: 携の確保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を通 じ

て、調査及び研究を積極的に推進することとする。´
2 BCCを 含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結核に係る

療が行われることもあり、また、結核病床と一般病床を一つの

看護単位として治療に当たる場合もあることから、国の定める

施設基準・診療機能の基準等に基づき、適切な医療提供体制を

維持及び構築することとする。_

3 医療機関及び民間の検査機関においては、外部機関によつて

行われる系統的な結核菌検査の精度管理体制を構築すること

等により、結核患者の診断のための結核菌検査の精度を適正に

保つ必要がある。

4 -般 の医療機関における結核患者への適正な医療の提供が

1確保されるよう、都道府県等においては、医療関係団体と緊密

な連携を図ることが重要である。

旦 障害等により行動市‖限のある高齢者等の治療について、患者
の日常生活にかんがみ、接触範囲等が非常に限られる場合にお
いて、医療機関は、入院治療以外の医療の提供についても適宜

検討すべきである。

第四 研究開発の推進                    ‐

T 基本的考え方
1 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきである

ことから、結核に関する調査及び研究は、結核対策の基本とな

るべきものである。このため、国としても、必要な調査及び研

究の方向性の提示、海外の研究機関等も含めた関係機関との連

携の確保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を通じ

て、調査及び研究を積極的に推進することとする。

2 BCGを 含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結核に係る
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医薬品は、結核の予防や結核患者に対する適
=な

医療の提供に

不可欠なものであり、これらの研究開発は:国 と民間が相互に

連携を図つて進めていくことが重要である。このため、国にお
いでは、結核に係る医療のために必要な医薬品1手関する研究開
発を推進していくとともに、民間においてもこのような医薬品

の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行うことと

把握:また海外からの結核の輸入の国内感染に与える影響を検

証するために、分子疫学的手法等を用いた研究を強化していく

ことが必要である。

二 国における研究開発の推進

1 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要とする研

究、結核菌等を迅速かつ簡使に検出する検査法の開発のための

研究t多剤耐性結核の治療法等の開発のための研究等の結核対

策に直接結びつく応用研究、新薬等を早期に現場に適用するた

めの臨床研究等を推進し、海夕ヽ:民間、関連諸学会との積極的

な連携や地方公共団体における調査及び研究の支援を進める

ことが重要である。

2 由においては、資金力や技術力の面で民間では研究開発が困

難な医薬品等について、必要な支援に努めることとする。特に、

現状では治療が困難な多剤耐性結核患者の治療法等新たな抗

結核薬の開発等についても、引き続き調査研究に取り組んでい

くこととする。なお、これらの研究開発に当たっては、抗結核

薬等の副作用の減少等、安全性の向上にも配慮することとす

る。

三 地方公共団体における研究開発の推進

地方公共団体における調査及び研究の推進に当たつては 保ヽ健所

と都道府県等の関係部局が連携を図りつつ、計画的に取り組むこと

が重要である。また、保健所においては、地域における結核対策の

医薬品は、結核の予防や結核患者に対する適正な医療の提供に

不可欠なものであり、これらの研究開発は、国と民間が相互に

連携を図つて進めていくことが重要である:このため、国にお

いては、結核に係る医療のために必要な医薬品に関する研究開

発を推進していくとともに、民間においてもこのような医薬品

の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行うことと

する。

二 国における研究開発の推進         1    ‐

1 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要とする研

究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する検査法の開発のための

研究、多剤耐性結核の治療法等の開発のための研究等の結核対

策に直接結びつく応用研究を推進し、海外及び民間との積極的

な連携や地方公共団体における調査及び研究の支援を進める

ことが重要である。           ・

2 国においては、資金力や技術力の面で民間では研究開発が困

難な医薬品等について、必要な支援に努めることとする。特に、

現状では治療が困難な多剤耐性結核患者の治療法等新たな抗

結核薬の開発等についても、引き続き調査研究に取り組んでい

くこととする。なお、これらの研究開発に当たらては、抗結核

薬等の副作用の減少等、1安全性の向上にも配慮することとす

る。

三 地方公共団体における研究開発の推進

地方公共団体における調査及び研究の推進に当たつては、保健所

と都道府県等の関係部局が連携を図 りつつ、計画的に取 り組むこと

が重要である。また、保健所においては、地域における結核対策の

グヽルー
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中核的機関との位置付けから、地方衛生研究所と連携し、結核対策

に必要な疫学的な調査及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上

に努めるとともに、地域における総合的な結核の情報の発信拠点と

しての役割を果たしていくことが重要である。

四 民間における研究開発の推進

医薬品の研究開発は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止に

資するものであるとの観点から、製薬企業等においても、その能力

に応じて推進されることが望ましい。

第五 国際的な連携
一 基本的考え方

国等においては、結核対策に関して、海夕ヽの政府機関、研究機関、

世界保健機関等の国際機関等との情報交換や国際的取組への協力

を進めるとともに、結核に関する研究や人材養成においても国際的

な協力を行うこととする。

二 世界保健機関等への協力   ´
′1 アフリカやアジア地域においては、後天性免疫不全症候群の

流行の影響や結核対策の失敗からくる多剤耐性結核の増加等

により、現在もなお結核対策が政策上重要な位置を占めている

国及び地域が多い。世界保健機関等と協力し、これらの国の結

核対策を推進することは、国際保健水準の向上に貢献するのみ

ならず、在日外国人の結核のり患率の低下にも寄与することか

ら、我が国の結核対策の延長上の問題としてとらえられるもの

である。したがつて、国は世界保健機関等と連携しながら、国

際的な取組を積極的に行つていくこととするし

2 国|ま政府開発援助による二日間協力事業により、途上国の結核

対策のための人材の養成や研究の推進を図るとともに、これらの

国との研究協力関係の構築や情報の共有に努めることとする。

第六 人材の養成

中核的機関との位置付けから、結核対策に必要な疫学的な調査及び
・
研究を進め、地域の結核対策の質の向上に努めるとともに、地域に

おける総合的な結核の(1青 報の発信拠点としての役割を果たしてい

くことが重要である。               |_

、四 民間における研究開発の推進

医薬品の研究開発は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止に

資するものであるとの観点から、製薬企業等においても、その能力

に応じて推進されることが望ましい。

第五`国際的な連携
一 基本的考え方

国等においては、結核対策に関して、海外の政府機関、研究機関、

世界保健機関等の国際機関等との情報交換や国際的取組への協力

を進めるとともに、結核に関する研究や人材養成においても国際的

な協力を行うこととする。

二 世界保健機関等への協力

1 アフリカやアジア地域においては、後天性免疫不全症候群の

流行の影響や結核対策の失敗からくる多剤耐性結核の増加等

により、現在もなお結核対策が政策上重要な位置を占めている

国及び地域が多い。世界保健機関等と協力し、これらの国の結

核対策を推進すること|よ、
1国

際保健水準の向上に貢献するのみ
ならず、在日外国人の結核のり患率の低下にも寄与することか
ら、我が国の結核対策の延長上の問題としてとらえられるもの

である。したがつて、国は世界保健機関等と連携しながら、国

際的な取組を積極的に行つていくこととする。

2 国は政府開発援助による二国間協力事業によりt途上国の結核

対策のたあの人材の養成や研究の推進を図るとともに、これらの

国との研究協力関係の構築や情報の共有に努めることとする。

第六 人材の養成
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― 基本的考ぇ方

結核患者の七割以上が医療機関の受診で発見されている一方で、

結核に関する知見を十分に有する医師が少なくなつている現状を

踏まえ:結核の早期の確実な診断及び結核患者の治療成功率の向上

のために、国及び都道府県等は、結核に関する幅広い知識や標準治

療法を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担うことがで

きる人材の養成を行うこ
.と

とする。人材の養成にあたつては、国、

都道府県等のほか、大学、関連諸学会、独立行政法人国立病院機構

の病院 (以下「国立病院機構病院」という。)iな どの医療機関、結

核研究所などの関係機関が有機的に協調 し、教育研修を実施するこ

とが重要である。また、必要に応じ、重篤な合併症を有する患者を

治療 している医療機関も活用しつつ、 結核実地医師教育の充実を

図ることが望まれる。またt大学医学部を始めとする、医師等の医

療関係職種の養成課程等においても、結核に関する教育等を通 じ

て:医師等の医療関係職種の間での結核に関する知識の浸透に努め

ることが求められる。

なお、結核医療に従事する医師や看護師が減少している中、地域

における症例の相談体制を確保するため、国立病院機構病院などの

地域の中核的な病院や結核研究所などの関係機関がネットワーク
‐

を強化し、有効活用するための工夫が必要である。

'国 における人材の養成

1 国は、結核に関する最新の臨床知識及び技能の修得並びに新

たな結核対策における医療機関の役割について認識を深める

ことを目的として、感染症指定医療機関の医師はもとより、一

般の医療機関の医師、薬剤師、診療放射線技師、保健師t助産

師、看護師、准看護師、臨床検査技師等に対する研修に関して

も必要な支援を行つていくこととする。   .
2 国はt結核行政の第一線に立つ職員の資質を向上させ、結核

対策を効果的に進めていくため、保健所及び地方衛生研究所等

の職員に対する研修の支援に関 して、検討を加えうつ適切に

行うていくこととする。       |

∵ 基本的考え方

結核患者の七割以上が医療機関の受診で発見されている一方で、

結核に関する知見を十分に有する医師が少なくなつている現状を

踏まえ、結核の早期の確実な診断及び結核患者の治療成功率の向上

のために、国及び都道府県等は、結核に関する幅広い知識や標準治

療法を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担うことがで

きる人材の養成を行うこととする。また、大学医学部を始めとする、

医師等の医療関係職種の養成課程等においても、結核に関する教育

等を通じて、医師等の医療関係職種の間での結核に関する知識の浸

透に努めることが求められる。:

国における人材の養成

1 国は、結核に関する最新の臨床知識及び技能の修得並びに新

たな結核対策における医療機関の役割について認識を深める

ことを目的として、感染症指定医療機関の医師はもとより、一

般の医療機関の医師、薬剤師、診療放射線技師、保健師、助産

師、看護師、准看護師、臨床検査技師等に対する研修に関して

も必要な支援を行うていくこととする。  |
2 国は、結核行政の第二線に立つ職員の資質を向上させ、結核
対策を効果的に進めていくためt保健所及び地方衛生研究所等
の職員に対する研修の支援に関して、検討を加えつつ適切に

行つていくこととするも         :
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三 都道府県等における結核に関する人材の養成

都道府県等は、結核に関する研修会に保健所及び地方衛生研究所

等の職員を積極的に派遣するとともに、都道府県等が結核に関する

講書会等を開催すること等により保健所及び地方衛生研究所等の

職員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

により得られた結核に関する知見を保健所及び地方衛生研究所等

において活用することが重要である。また、感染症指定医療機関に

おいてはtその勤務する医師の能力の向上のための研修等を実施す

るとともに、医師会等の医療関係団体においては、会員等に対して

結核に関する情報提供及び研修を行うことが重要である。

第七 普及啓発及び人権の尊重
一 基本自夕考え方

1 国及び地方公共団体においては、結核に関する適切な情報の

公表、正しい知識の普及等を行うことが重要である。特にt国、

都道府県等、医療機関が情報共有を行うことにおいては、結核

予防技術者地区別講習会等を通じ、連携を図ることが重要であ

る。また、結核のまん延の防止のための措置を講ずるに当たつ

ては、人権の尊重に留意することとする。

2 保健所においては、地域における結核対策の中核的機関とし

て、結核についての情報提供、相談等を行う必要がある。

3 医師その他の医療関係者においては、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重要である。

4 国民においては、結核について正しい知識を持ち、自らが感

染予防に努めるとともに、結核患者が差別や偏見を受けること

がないよう配慮することが重要であるo

第八 施設内 (院内)感染の防止等
一 施設内 (院内)感染の防止

1 病院等の医療機関においては、適切な医学的管理下にあるも
のの、その性質上、患者及び従事者には結核感染の機会が潜ん

三 都道府県等における結核に関する人材の養成

都道府県等は:結核に関する研修会に保健所及び地方衛生研究所

等の職員を積極的に派遣するととも11、 都道府県等が結核に関する

講習会等を開催すること等により保健所及び地方衛生研究所等の

職員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

により得られた結核に関する知見を保健所等において活用するこ

とが重要である。また、感染症指定医療機関においては、その勤務

する医師の能力の向上のための研修等を実施するととも1手 、医師会

等の医療関係団体においては、会員等に対して結核に関する情報提

供及び研修を行うことが重要である。

第七 普及啓発及び人権の尊重       ‐      イ

τ 基本的考え方

J 国及び地方公共団体においては、結核に関する適切な情報の

公表、正しい知識の普及等を行うことが重要である。また、結

核のまん延の防止のための措置を講ずるに当たっては、人権の

尊重に留意することとする。          1

2 保健所においては、地域||お ける結核対策の中核的機関とし

て、結核についての情報提供、相談等を行う必要がある。

3 医師その他の医療関係者においては: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重要である。

4 国民においては、結核について正しい知識を持ち、自らが感

染予防に努めるとともに、結核患者が差別や偏見を受けること

がないよう配慮することが重要である。

第八 施設内(院内)感染の防止等
一 施設内(院内)感染の防止

1 病院等の医療機関においては、適切な医学的管理下にあるも

のの、その性質上、患者及び従事者には結核感染の機会が潜ん
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珈も少なくないという現状にかんが でおり、かつ実際の感染事例も少なくないという現状にかんが

み、院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止並びに発生

時の感染源及び感染経蕗調査等に取 り組む子とが専要であう。

また、実際に行つてし`る対策及び発生時の対応に開する情報に

ついて、都道府県等や他の施設に提供することにより、その共

有化を図ることが望ましい。

2 学校、社会福祉施設、学習塾等において結核が発生し、及び

まん延 しないよう、都道府県等にあつて|よ 、施設内感染の予防

に関する最新の医学的知見等を踏まえた情報をこれらの拒設

の管理者に適切に提供することが重要である。

3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目

由に、施設内(院内):感染に関する情報や研究の成果を、医師会

等の関係団体等の協力を得つつ、病院等で学校、社会福祉施設、

学習塾等の関係者に普及していくここが重要である。また、こ
:れ らめ施設の管理者にあつては、提供された情報に基づき、必

要な措置を講ずるとともに、普段からの施設内 (院内)の 患者、

生徒、収容されている者及び職員の健康管理等により、患者が

早期に発見されるように努めることが重要である。外来患者や

デイケア等を利用する通所者に対しても、十分な配慮がなされ

ることが望ましい。|

二 小児結核対策

結核感染危険率の減少を反映して、小児結核においても著しい改

善が認められているが、小児結核の診療経験を有する医師が減少し
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ノ
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の徹底、結核診断能力の向上、小児結核発生動向調査等の充実を図

症例への のため

みが必要である。

三 保健所の機能強化
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保健所は、結核対策においてt市町村からの求めに応じた技術支

援、法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の実施、感染症

の診査に関する協議会の運営等による適正な医療の普及、訪間等に

よる患者の治療支援、地域べの結核に関する情報の発信及び技術支

援 。指導、届出に基づく発生動向の把握及び分析等様々な役割を果

たしている。都道府県等は、保健所による公的関与の優先度を考慮

して業務の重点化や効率化を行うとともに、保健所が公衆衛生対策
上の重要な拠点であることにかんがみ、結核対策の技術的拠点とし

ての位置付けを明確にすべきである。

第九 具体的な目標等

― 具体的な目標

結核対策を総合的に推進することにより、我が国が、近い将来、

結核を公衆衛生上の課題から解消することを目標とする。具体的に

は,成果目標として、二千十五年 (平成二十七年)までに、人口十万

人対り患率を十五以下、肺結核患者のうち再治療を受けている者の

割合を七パ■セント以下とし、事業目標としてt全結核患者に対す

るDOTS実 施率を九十五パーセン ト以上、治療失敗・脱落率を五

パーセン ト以下、五十歳未満の患者のうち、接触者健診で発見され

た患者の割合の過去 3か年平均が八パーセン ト以上:潜在性結核感

染症患者のうち治療を完了した割合を八十五パーセン ト以上とす

ることを目指すこととする。    
 `        ~

二 日標の達成状況の評価及び展開
―に定める目標を達成するためには、本指針に掲げた取組の進

ちょく状況について、定期的に把握 し、専門家等の意見を聴きなが

ら評価を行うとともに、必要に応 じて、取組の見直 しを行うことが

重要である。

保健所は、結核対策においてt市町村からの求めに応 じた技術支

援、法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の実施、感染症

の診査に関する協議会の運営等による適正な医療の普及、訪間等に

よる患者の治療支援、地域への結核に関する1青報の発信及び技術支

援・指導、届出に基づく発生動向の把握及び分析等様々な役割を果
たしている。都道府県等は、保健所による公的関与の優先度を考慮

して業務の重点化や効率化を行うとともに、保健所が公衆衛生対策
上の重要な拠点であることにかんがみ、結核対策の技術的拠点とし

ての位置付けを明確にすべきである。     、

第九 具体的な目標等
一 具体的な目標

結核対策を総合的に推進することにより、我が国が、世界保健機

関のいう中まん延国・結核改善足踏み国を脱し、近い将来、結核を
公衆衛生上の課題から解消することを目標とする。具体的には、旦
においては、二千十年 (平成二十二年)ま でに、喀痰塗抹陽性肺結核
患者に対する直接服薬確認治療率を九十五パーセント以上、治療失

敗 口脱落率を五パーセント以下、人口十万人対り患率を十八以下と

することを目指すこととする。

ニ ロ標の達成状況の評価及び展開

―に定める目標を達成するためには、本指針に掲げた取組の進

ちょく状況について、定期的に把握 し、専門家等の意見を聴きなが

ら評価を行うとともに、必要に応 じて、取組の見直 しを行うことが

重要である。    ′



参考資料

参 照 条 文

●ヽ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 (抄 )

(特定感染症予防指針)

第 11条

厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があ

るものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生

の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染

症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針 (次項において「特定感染症予防指針」

という。)を作成し、公表するものとする。        
′

2 厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするとき

|よ、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

(医師の届出)    .:
第 12条                              ,

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号

に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事

項を、第二号に掲げる者については7日 以内にその者の年齢、'性別その他厚生労働省令

で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
二 ―類感染症の患者、三類感染症:三類感染症、四類感染症又は新型インフルエン

ザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかつていると疑われ
る者

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者 (厚生労働省令で定める五類感染症の無

症状病原体保有者を含む。)

2～ 6(略 )

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 )

第 15条    '
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を

明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、こ類感染症、三

類感染症、四類感染症、五類感染症若 しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似

症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させる

おそれがある動物若 しくはその死体の所有者若 しくは管理者その他の関係者に質問さ

せ、又は必要な調査をさせることができる。

2 厚生労働大臣は、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

要があると認めるときは、当該職員に一類感染症t二類感染症、三類感染症、四類感

染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者(疑似症患者及び無症 _

状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある



動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要
・な調査をさせることができる。

3 -類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型イン

フルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者t新感染症の所見が

ある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若
しくは管理者その他の関係者は、前二項の規定による質問又は必要な調査に協力する
よう努めなければならない。

4～ 7(略)    :

(情報の公表)

第 16条

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第 12条から前条までの規定により収集した感染
症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報
並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インタTネ ットその他適
切な方法により積極的に公表しなければならない。               '
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければなら:な い。

(健康診断)   ヽ|                      _
第 17条      `                   :
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルェンザ等感

染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると

疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する

医師の健康診断を受け、又はその保護者 (親権を行う者又は後見人をし`う。以下同じ。)

に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受
けさせるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
当該勧告に係る感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者について、
当該職員に健康診断を行わせることができる。

3 都道府県知事は、第一項に規定する健康診断の勧告をし、又は前項に規定する健康

診断の措置を実施する場合には、同時にt当該勧告をし、又は当該措置を実施する理

由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、
当該事項を書面により通矢口しないで健康診断の勧告をしt又は健康診断の措置を実施
すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。  |

4 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該健康診断の勧告又は措置の
後相当の期間内に、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を
交付 しなければならない。

(入院 )

第 19条

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、



当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関
に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができ

る。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはt特定感染症指定医療機関若し

くは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて当該都道府県知事

が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することがで

きる。     ,                           ´

2 都道府県知事1よ、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又は

:そ の保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

3 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、

当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 (同項

ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一

種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該都道府県知事が適当と認

めるもの)に入院させることができる
`4 第 1項及び前項の規定に係る入院の期間は、72時間を超えてはならない。

5 都道府県知事はt緊急その他やむを得ない理由があるときはt第 1項又は第 3項の

規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院

又は診療所であつて当該都道府県知事が適:当 と認めるものに入院させることができ.

る。     ・

6 第 1項又は第 3項の規定に係る入院|の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合

算した期間は、72時間を超えてはならない。           ,
7 都道府i県知事は、第 1項の規定による勧告又は第3項の規定による入院の措置をし

たときはこ遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保

健所について置かれた第 24条第 1項に規定する協議会に報告しなければならない。

第 20条

都道府県知事は、二類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当

該感染症の患者であつて前条の規定により入院しているものに対し10日 以内の期間を

定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその

保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただ

し、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日 以内の期間を定めて、特定感染

症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつ

て当該都道府県知事が適当と認めるものに入院しt又は当該患者を入院させるべきこと

を勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
｀10日 以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一

種感染症指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染

症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて

当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。       |
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により

入院している患者を、前2項の規定により入院したときから起算して 10日 以内の期

3



間を定めてt当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であつて

当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

4 都道府県知事は、前3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者に

ういて入院を継続する必要があると認めるときは、10日 以内の期間を定めて、入院

の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延

長しようとするときも、同様とする。

5 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長

しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院文は診療所の所在地

を管轄する保健所についで置かれた第 24条第 1項に規定する協議会の意見を聴かな

ければならない。         、
6 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又は

その保護者にt適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知

事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合にお

いては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所

及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

フ～8(略)  :

(退院‐)

第 22条

都道府県知事は、第 19条又は第 20条の規定により入院卜している患者について、当該

入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院じ

ている患者を退院させなければならない。       1          '
2～ 4(略)                        .

第 22条の2(最
'1ヽ

限度の措置)

第 17条から第 21条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させ

るおそれ、感染症にかかつた場合の病状の程度その他の事情に照らしてt感染症の発生

を予防しt又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

(感染症の診査に関する協議会)

第 24条

各保健所に感染症の診査に関する協議会 (以下この条において「協議会」という。)

を置く。

2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要

があると認めるときは、二以上の保健所について一の協議会を置くことができる。
3～ 6(略 )

(準用)           ′

第 26条                   ′

第 19条から第 23条まで、第 24条の 2及び前条の規定は、
:二

類感染症及び新型イン

4



フルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第 19条第 1項及び

第 3項並びに第 20条第 1項及び第 2項中「特定感染症指定医療機関若 しくは第一種感

染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第■種感染症指定医療機関

若 しくは第二種感染症指定医療機関」と、第 19条第 3項及び第 20条第 2項中「特定感

染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機

関、第二種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第 21条中「移送

しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第 22条第 1項及び第

2項中「一類感染症の病原体を保有 していなしヽこと」とあるのは「二類感染症の病原体

を保有 していないこと若 しくは当該感染症の症状が消失 したこと又は新型インフルエ

ンザ等感染症の病原体を保有 していないこと」と、同条第 4項中「一類感染症の病原体

を保有 しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、

若 しくは当該感染症の症状が消失 したか どうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病

原体を保有 しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読

替えは、政令で定める。                          ,

(結核患者に係る入院に関する特例)

第 26条の 2          .
結核患者に対する前条において読み替えて準用:す る第 19条及び第 20条の規定の適用

については、第 19条第 7項中「当該患者が入院 している病院文は診療所の所在地」と

あるのは「当該患者の居住地」と、第 20条第 1項本文中「10日 以内」とあるのは「30

日以内」とt同条第 4項中「10日 以内」とあるのは「10日 以内 (第 1項本文の規定に

係る入院にあっては、30日 以内)」 と、同条第 5項中:「 当1該患者が入院 している病:院又

は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。

(入院患者の医療 )

第 37条
｀

都道府県は、都道府県矢口事が第 19条若 しくは第 20条 (こ れらの規定を第 26条にお

いて準用する場合を含む。)又は第 46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施

した場合において、当該入院に係る患者 (新感染症の所見がある者を含む。以下この条

において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療

機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を、負担する。

1 診察

2 薬剤又は治療材料の支給

3 医学的処置、手術及びその他の治療

4 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(結核患者の医療)                  `
第 37条の2

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又は

その保護者から申請があつたときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労



働省令で定める医療を受けるために必要な費用の 100分の 95に相当する額を負担する

ことができる。

(結核患者の届出の通知)

第 53条の 10

都道府県知事は、第 12条第 1項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合にお

いて、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われ

たときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなけれ

ばならない。              |

(結核登録票)

第 53条の 12

保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及

び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない:

2 前項の記録は、第 12条第 1項の規定による届出又は第 53条の 10の規定による通

知があつた者につし`て行うものとする
`3 結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事

項は、厚生労働省令で定める。                   r

(家庭訪間指導)                      ‐

第 53条の 14            _
保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要が

あると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪間させ、処方

された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。

(医師の指示)  
｀

第 53条の 15                 1
医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看

護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患

者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項

を指示しなければならない。

(都道府県の支弁すべき費用)

第 58条

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

1～ 9(略)                          .
10 第 37条第 1項の規定により負担する費用

11 第 37条の2第 1項の規定により負担する費用    :
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(国の負担)

第 ol条                        :
1(略 ).

2 国は、第 58条第 10号の費用及び同条第 12号の費用 (第 37条の2第 1項に規定

する厚生労働省令で定める医療に係るものを除くも)に対して、政令で定めるところ

によりtその4分の3を負担する。 i  ｀

(国の補助)

第 62条   ‐             、        ´

国は、第 58条第 11号の費用及び同条第 12号の費用 (第 37条の2第 1項に規定する
´厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、

その2分の1を補助するものとする。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する施行規則 (抄) ~

(特定感染症予防指針を作成する感染症 )

第 2条 i

法第 11条第 1項 に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
、一  インフルエンザ

: 二  結核

三  後天性免疫不全症候群

四  性器クラミジア感染症

五  性器ヘルペスウイルス感染症  ‐

六  尖圭コンジロTマ
七  梅毒

八  麻 しん

九  淋菌感染症        、

(医療の種類)                 |
第 20条の 2

法第 37条の 2第 1項 に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対 して

行う次の各号に掲げる医療 (第 1号から第 4号までに掲げる医療にあっては、厚生労働

大臣の定める基準によつて行う医療に限る。)とする。

1 化学療法

2 外科的療法  |
3 骨関節結核の装具療法

4 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査

5 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療 ‐



6 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容 (食事の給与及び

寝具設備を除く。)       ｀

(結核回復者の範囲)

第 27条の7                1
法第 53条の 12第 1項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必

要としないと認められてから2年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認めら

れる者とする。

(結核登録票の記録事項等)

第 27条の8

法第 53条の 12第 3項に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。
す 登録年月日及び登録番号

二 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別(職業並びに結核患者

が成年に達していない場合にあって|ょ :その保護者の氏名及び住所

三 届け出た医1師の住所 (病院又は診療所で診療に従事する医師については1当該

病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
: 

四 結核患者については、その病名、1病状及び現に医療を受けてし`ることの有無

五 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

六 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上
:  必要と認める事項

2 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したと

きは、直ちに:その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その

者に係る結核登録票を送付しなければならない6

3 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所

長は、その必要としなくなつた日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存じ

なければならない。

(医師の指示事項)

第 27条の 10

法第 53条の 15に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のと

おりとする。

一 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。 |
二 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取つて

捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。       1
三 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片
又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
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●予防接種法 (抄 )

第 2条 _

この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、
｀
疾病

の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種するこ

とをいう。《改正》平 13法 1162 その発生及びまん延を予防することを目的として、

この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病 (以下「―類疾病」という。)は、

次に掲げるものとする。

一 ジフテリア

二 百日せき

三 急性灰白髄炎

四 麻しん

五 風 しん
,

1 六
:日

本脳炎

七 破傷風         ‐

八 結核                  ｀           :
九 前各号に掲げる疾病のほか:その発生及びまん延を予防するため特に予防接種

を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

第3条
市町村長は11類疾病及び2類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の

区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し、保健所長 〔特別区及び地域保健

法 (昭和 22年法律第 101号)第 5条第 1´ 項の規定に基づく政令で定める市 (第 9条に

おいて「保健所を設定する市Jと いう:)にあっては、都道府県知事とする。〕の指示を

受け期'日
又は期FH3を指定してこ予防接種を行わなければならない。

第 20条            ィ

厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必

要があるものとして厚生労働省令で定めるものについてt当該疾病に応じた予防接種の

推進を図るための指針 (以下この条において「指針」というど)を定めなければならない。

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。        |
T 当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項

二  当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項

三  当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項

四 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関す

る事項
t五  当該疾病に係る予防接種に関する国際的な連携に関する事項

六  その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項

3 当該疾病について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成

十年法律第百十四号)第十二条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指

針が作成されるときは、指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定めら



れなければならない:

4 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。

●予防接種法施行令 (抄 )

(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)

第1条の2

法第3条第 1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項 (予防

接種法の一部を改正する法律 (平成 13年法律第 116号 )附則第3条第1項の規定によ

り読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとに

それぞれ同表の下欄に掲げる者 (当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者

(イ ンフルエンザ|=｀あうては1イ ンフルiンザにかかつたことのある者を除く。)その

他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

疾病 定期の予防接種の対象者

ジフテ リア

2.

1 生後 3月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

11歳以上 13歳未満の者

百日せき 生後 3月 か ら生後190月 に至 るまでの間にある者

急性灰白髄炎 生後3月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

麻 しん 1.生後 12月から生後 24月 に至るまでの間にある者 :

2.5歳 :以上7歳未満の者で,あ つて、小学校就学の始期に達す

る日の 1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間
にある者

風 しん 1.生後 12月 から生後 24月 に至るまでの間にある者    :
2,5歳以上フ歳未満の者であって、小学校就学の始期に達す

る日の 1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間

にある者     :
日本脳炎 1.生後 6月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

2.9歳 以上 13歳未満の者

破傷風 生後 3月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

11歳以上 13歳未満の者2.

結核 生後 6月 に至るまでの間にある者

インフルエンザ 65歳以上の者  ‐      `
60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

2.

2 前項の表結核の項下欄の規定にかかわ らず、地理的条件、交通事情、災害の発生そ
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の他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、結核に係る定期の予防

接種の対象者は、生後 1歳に至るまでの間にある者とする。

第 11条の 27

法第 20条第 1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻 しん、結核及びインフ

ルエンザとする。




