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麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について 

 

今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛標記の事務連絡がなされ、本会に対して

も周知方依頼がありました。 

本件は、本年４月 27 日に海外渡航歴のある茨城県内居住者が麻しんと診断され、周囲へ感染さ

せる可能性がある時期に県外への公共交通機関を利用した移動や不特定多数の人が集まる施設の

利用歴が判明するとともに、当該患者と同じ交通機関を利用した者を中心に東京都において麻しん

患者の発生が５月 12日時点で２例報告されていることを踏まえ、協力を依頼するものです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機

関に対する周知方、ご高配のほどお願い申し上げます。 

 

医療機関における対応の概要 

○発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内

旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療を行う。 

○麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、まず臨床診断

例として直ちに最寄りの保健所に届出を行う。 

○診断においては、血清 IgM抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛生研究所

等でのウイルス学的検査（※）の実施のため、保健所の求めに応じて検体を提出する。 
（※）血清 IgM 抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウイルス遺伝子検査を実施する

必要がある。また、麻しんの疫学調査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、

診断医療機関に対し、検体の提出を求めることがある。 

○医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴（２回以上の接種）を確認していることが望ましい。 

○海外渡航予定のある者を診察する場合、２点について広く周知する。 
１ 海外渡航前の注意事項 

・ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認する。 

・母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認する。 

・過去２回接種した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討する。 

・麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討する。 

２ 麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項 

・渡航後、帰国後２週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意する。 

・発熱や咳そう、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関に受診する。 

また受診時には、医療機関に麻しんの可能性について伝達する。 

・医療機関に受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通機関を用いることなく受診する。 

 
海外渡航者への麻しんの注意喚起についての啓発資料： 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/dl/leaf_180821.pdf  

茨城県「麻しん（はしか）患者の発生について」（令和５年４月 28 日）： 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/index.html 

東京都「麻しん（はしか）患者の発生について」（令和５年５月 12 日）： 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/pressboueki230512.html  

麻しんについて（厚生労働省）： 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html  

麻しん対策・ガイドラインなど（国立感染症研究所）： 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/guidelines.html  

麻しんの予防接種に関する啓発リーフレット： 

https://www.mhlw.go.jp/content/001093670.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/dl/leaf_180821.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/pressboueki230512.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/guidelines.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001093670.pdf


 

事 務 連 絡  

令和４年５月１２日 

 

公益社団法人 日本医師会 殿 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について（協力依頼） 

 

 

平素より感染症対策行政への御尽力・御協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 

今般、国内においても、茨城県や東京都において、海外からの輸入症例を契機とした国内

における感染伝播事例が報告されています。 

つきましては、「麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について（協力依頼）」（令和

５年５月１２日付事務連絡）を発出しましたので、送付資料の内容について御了知の上、 

貴会会員へ幅広く周知頂きますようお願いします。 

 

（送付資料） 

「麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について（協力依頼）」（令和５年５月１２日付

事務連絡） 

本事務連絡に関する連絡先：厚生労働省健康局結核感染症課 

電話：03－3595－3426   

本疾患に関する技術的な問合せ先：国立感染症研究所実地疫学

研究センター 

代表電話：03-5285-1111(2583) 



 事 務 連 絡 

令和５年５月 12 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 

特 別 区 

 

               厚生労働省健康局結核感染症課  

    予防接種担当参事官室 

 

麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について 

（協力依頼） 

 

 麻しんについては、現在、海外における流行が報告されており、今般、国内に

おいても、茨城県や東京都において（※１）、海外からの輸入症例を契機とした

国内における感染伝播事例が報告されています。今後、更なる輸入症例や国内に

おける感染伝播事例が増加することが懸念されます。 

つきましては、貴自治体におかれては、下記の通り、貴自治体管内の保健所及

び医療機関等に対し、注意喚起を行っていただくとともに、「麻しんに関する特

定感染症予防指針」（平成 19年厚生労働省告示第 442号。以下「特定感染症予防

指針」という。）に基づく対応の徹底をお願いいたします。また、麻しんの疑い

事例発生時には、下記に記載の連絡先への一報をお願い申し上げます。 

 

（※１）茨城県・東京都における麻しん事例の状況 

・  令和５年４月 27 日、海外渡航歴のある茨城県内居住者が麻しんと診断

された。患者の行動や接触者について調査したところ、周囲へ感染させる

可能性がある時期に、県外への公共交通機関を利用した移動や、不特定多

数の人が集まる施設の利用歴が判明した。 

・ 当該患者と同じ交通機関を利用した者を中心に、東京都において麻しん

患者の発生が５月 12日の時点で２例報告され、接触者の調査を行ってい

る。 

・ 二次感染例が報告されていることから、今後、過去数年間、麻しんの報告

が見られなかった地域でも症例が発生する可能性がある。 

 

 



記 

 

【自治体における対応】 

１ 積極的疫学調査や検査の徹底を含め、「麻しんに関する特定感染症予防指針」

（平成 19年厚生労働省告示第 442号。以下「特定感染症予防指針」という。）

に基づく対応の徹底を行うこと。 

 

２ 保健所においては、「麻しん排除に向けた積極的疫学調査ガイドライン（第

三版）」を参考に、積極的疫学調査を実施すること。 

http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/guideline/active_ver3.pdf 

 

３ 疑い例については、特定感染症予防指針に基づき、地方衛生研究所等におい

て、全例に対して核酸増幅法検査による確定検査を行うとともに、検査の結果、

麻しんウイルスが検出された場合は、可能な限り、地方衛生研究所等において

麻しんウイルスのゲノム配列の解析を実施し国に報告する又は国立感染症研

究所に検体を送付すること。 

 

４ 患者の行動歴等から広域にわたる麻しん事例の発生が危惧される又は実際

に発生がみられる時には、国や自治体間の連携が非常に重要となることから、

そのような事案の発生時においては国立感染症研究所への疫学調査支援の要

請を積極的に検討すること。 

 

５ 麻しんの予防接種は麻しんの感染予防法として最も有効な手段であること

から、各自治体におかれては、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期

の予防接種の実施に係る対応について（再周知）」（令和５年３月 17日付け事

務連絡）等において、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い規定の接種時期

に定期接種を行うことができず接種を延期されていた方が、規定の接種時期

ではない時期に接種を行った場合についても、定期接種として取り扱われ得

ること等をお示ししていることも踏まえ、定期接種を受けていない方に改め

て勧奨を実施すること。 

 

６ 麻しんの疑い例及び確定例発生時には、以下の連絡先に報告すること。（メ

ールの件名に「麻しん」と記載して厚生労働省と国立感染症研究所の両方に送

付すること） 

  

 

http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/guideline/active_ver3.pdf


 厚生労働省健康局結核感染症課 

  TEL: 03-3595-3426（特定感染症係）Email: SARSOPC@mhlw.go.jp 

 国立感染症研究所 実地疫学研究センター 

  TEL:03-5285-1111(2583)   

Email: outbreak@nih.go.jp   

 

 

【医療機関における対応】 

１ 発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、

海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認

するなど、麻しんを意識した診療を行うこと。 

 

２ 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時

点で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年

法律第 114 号。以下「感染症法」という。）第 12 条に基づき、まず臨床診断

例として直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。 

 

３ 診断においては、血清 IgM 抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとと

もに、地方衛生研究所等でのウイルス学的検査（※２）の実施のため、保健所

の求めに応じて検体を提出すること。 

 （※２）血清 IgM 抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることか

ら、必ずウイルス遺伝子検査を実施する必要がある。また、麻しんの疫学調

査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、

感染症法 15条に基づき、診断医療機関に対し、検体の提出を求めることが

ある。 

 

４ 医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴（2回以上の接種）を確認している

ことが望ましい。 

 

５ 海外渡航予定のある者を診察する場合、２点について広く周知すること。 

・ 海外渡航前の注意事項 

・ ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認すること。 

 母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴

を確認すること。 

 過去２回接種した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けること

を検討すること。 

mailto:SARSOPC@mhlw.go.jp
mailto:outbreak@nih.go.jp


 麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受ける

ことを検討すること。 

 

・ 麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項 

 渡航後、帰国後２週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状

態に注意すること。 

 発熱や咳そう、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた

場合は、医療機関に受診すること。また受診時には、医療機関に麻

しんの可能性について伝達すること。 

 医療機関に受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能

な限り公共交通機関を用いることなく受診すること。 

 

なお、海外渡航者への麻しんの注意喚起については、以下の啓発資料が利用可能

であり、活用されたい。 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekka

ku-kansenshou/measles/dl/leaf_180821.pdf 

 

茨城県「麻しん（はしか）患者の発生について」（令和５年４月 28 日） 

報道機関へ情報提供した資料／茨城県 (pref.ibaraki.jp) 

 

東京都「麻しん（はしか）患者の発生について」（令和５年５月 12 日） 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/pressboueki230512.html 

 

参考：麻しんについて（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkak

u-kansenshou/measles/index.html 

 

・麻しん対策・ガイドラインなど（国立感染症研究所） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/guidelines.html 

 

・麻しんの予防接種に関する啓発リーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/content/001093670.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/dl/leaf_180821.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/dl/leaf_180821.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/pressboueki230512.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/guidelines.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001093670.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

麻しんに関する特定感染症予防指針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成19年12月28日 
（平成28年２月３日一部改正・平成28年４月１日適用） 

（平成31年４月19日一部改正・適用） 
 
 

厚 生 労 働 省 
 
 
 



麻しんは、「はしか」とも呼ばれ、高熱と耳後部から始まり体の下方へと広がる赤い発し
んを特徴とする全身性ウイルス感染疾患である。感染力が非常に強い上、り患すると、まれ
に急性脳炎を発症し、精神発達遅滞等の重篤な後遺症が残る、又は、死亡することがある。
さらに、よりまれではあるが、亜急性硬化性全脳炎という特殊な脳炎を発症することがあ
り、この脳炎を発症した場合には、多くは知能障害や運動障害等が進行した後、数年以内に
死亡する。こうした麻しんの感染力及び重篤性並びに流行した場合に社会に与える影響等
に鑑みると、行政関係者や医療関係者はもちろんのこと、国民一人一人が、その予防に積極
的に取り組んでいくことが極めて重要である。 

我が国においては、昭和五十一年六月から予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）に
基づく予防接種の対象疾病に麻しんを位置づけ、積極的に接種勧奨等を行うことにより、麻
しんの発生の予防及びまん延の防止に努めてきた。また、平成十八年四月からは、麻しんの
患者数が減少し、自然感染による免疫増強効果が得づらくなってきた状況を踏まえ、それま
での一回の接種から二回の接種へと移行し、より確実な免疫の獲得を図ってきた。しかし、
平成十九年に十代及び二十代を中心とした年齢層で麻しんが大流行した。この大流行の主
な原因は、当該年齢層の者の中に、麻しんの予防接種を一回も受けていなかった者又は麻し
んの予防接種を一回は受けたが免疫を獲得できなかった若しくは免疫が減衰した者が一定
程度いたことであると考えられている。国は、麻しん対策を更に強化するため、平成二十年
に麻しんに関する特定感染症予防指針（平成十九年厚生労働省告示第四百四十二号）を策定
し、平成二十年度からの五年間を麻しんの排除のための対策期間と定め、定期の予防接種
（予防接種法第二条第四項に規定する予防接種をいう。以下同じ。）の対象者に、中学一年
生及び高校三年生に相当する年齢の者（既に麻しん及び風しんにり患したことがある者又
は麻しん及び風しんの予防接種をそれぞれ二回ずつ受けたことがある者を除く。）を時限的
に追加する措置（以下「時限措置」という。）を実施した。 

その結果、麻しんの予防接種を二回受けたことがある者の割合が大きく上昇し、当該年齢
層における麻しんの発生数の大幅な減少、大規模な集団発生の消失及び抗体保有率の上昇
が認められたことから、時限措置を行った当初の目的はほぼ達成された。当該年齢層におい
て麻しんの予防接種を二回受けていない者が一定程度存在することが課題として残ってい
たが、時限措置を延長することで得られる効果が限定的であると予想されること、海外から
の輸入例が麻しんの発生の中心となっていること、特定の年齢層に限らず全ての年齢層に
麻しんに対する免疫を持たない者（以下「感受性者」という。）が薄く広く存在することが
示唆されていること等を踏まえ、時限措置は当初の予定どおり平成二十四年度をもって終
了した。こうした取組の結果、平成二十年に一万千十三件あった麻しんの報告数も、平成二
十八年には百六十五件と着実に減少し、高等学校や大学等における大規模な集団発生は見
られなくなってきたところである。 

一方、麻しんを取り巻く世界の状況に目を向けると、平成二十四年に開催された世界保健
総会において、平成三十二年までに世界六地域のうち五地域において麻しん及び風しんの



排除を達成することを目標に掲げ、我が国を含め、世界保健機関西太平洋地域事務局管内の
各国は、目標の達成に向けた対策が求められているところである。麻しん排除の定義は、遺
伝子検査技術の普及により土着株と輸入株との鑑別が可能となったこと等を踏まえ、平成
二十四年に世界保健機関西太平洋地域事務局より新たな定義として「適切なサーベイラン
ス制度の下、土着性の感染伝播が一年以上確認されないこと」が示され、また、麻しん排除
達成の認定基準として「適切なサーベイランス制度の下、土着性の感染伝播が三年間確認さ
れず、また遺伝子型解析により、そのことが示唆されること」が示された。 

我が国においては、平成二十七年に世界保健機関による麻しん排除達成の認定を受けた
ところであるが、その後も散発的に海外からの輸入例を契機とする麻しんの集団発生事例
が起きている。また、成人が麻しんの発症例の多くを占めているとともに、修飾麻しん（高
熱、発しん等の典型的な麻しんの症状を伴わない軽症の麻しんをいう。）の患者数が一定の
割合で存在するようになってきている。  

本指針は、これらの状況を踏まえ、引き続き排除状態を維持することを目標とし、そのた
めに、国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者等が連携して取り組んでいくべき施策に
ついての新たな方向性を示したものである。 

本指針については、麻しんの発生動向、麻しんの治療等に関する科学的知見、本指針の進
捗状況に関する評価等を勘案して、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。 

 
第一 目標 

平成二十七年に世界保健機関による麻しん排除達成の認定を受けたところであるが、引
き続き麻しんの排除の状態を維持することを目標とする。 

 
第二 原因の究明 

一  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、麻しんについての情報の収集及び分析を進めていくとともに、発生原因の
特定のため、正確かつ迅速な発生動向の調査を行っていくことが重要である。 

二 麻しんの発生動向の調査及び対策の実施 
麻しんの発生動向の調査については、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「感染症法」という。）第十二条の規定
に基づく医師の届出により、国内で発生した全ての症例を把握するものとする。 

三 麻しんの届出 
麻しんを診断した医師の届出については、感染症法第十二条に基づき、診断後直ちに

届出を行うことを求めるものとする。また、我が国における麻しんの患者の発生数が大
幅に減少したことを踏まえ、風しん等の類似の症状を呈する疾病と正確に見分けるた



めには、病原体を確認することが不可欠であることから、原則として全例にウイルス遺
伝子検査の実施を求めるものとする。しかしながら、迅速な行政対応を行うため、医師
に対し、臨床診断をした時点で臨床診断例として届出をし、血清中の抗麻しんウイルス
ＩｇＭ抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、都道府県等が設置する地
方衛生研究所においてウイルス遺伝子検査等を実施するために必要な患者の検体を当
該地方衛生研究所等に提出することを求めるものとする。臨床症状とこれらの検査結
果を総合的に勘案した結果、麻しんと判断された場合は、麻しん（検査診断例）への届
出の変更を求めることとし、麻しんではないと判断された場合は、届出を取り下げるこ
とを求めることとする。また、都道府県等は、届出が取り下げられた場合は、その旨を
記録し、国に報告するものとする。 

四 日本医師会との協力 
国は、日本医師会を通じて、医師に対し、麻しんを臨床で診断した場合には、三に規

定する内容に即した対応を行うよう依頼するものとする。また、麻しんの診断例の届出
に際して、患者の予防接種歴を併せて報告するよう依頼するものとする。 

五 麻しん発生時の迅速な対応 
都道府県等は、麻しんの患者が一例でも発生した場合に感染症法第十五条に規定す

る感染経路の把握等の調査（以下「積極的疫学調査」という。）及びまん延防止策を迅
速に実施するよう努めることが必要であり、普段から医療機関等の関係機関とのネッ
トワーク構築に努めるものとする。このため、国は、国立感染症研究所において、当該
調査及びまん延防止策の実務上の手順等を示した手引きの作成並びに職員の派遣要請
に応えられる人材の養成を行うとともに、医療機関内で麻しんが発生した場合の対応
の手順等を示した手引きを作成するものとする。 

また、国は、複数の都道府県等にまたがって広域的に感染症が発生した場合に備え、
都道府県等間での情報共有及び連携体制の方針を示し、技術的援助の役割を積極的に
果たすとともに、各都道府県等においても都道府県等相互の連携体制をあらかじめ構
築しておくことが必要である。 

六 ウイルス遺伝子検査等の実施 
都道府県等は、医師から検体が提出された場合は、都道府県等が設置する地方衛生研

究所において、原則として全例にウイルス遺伝子検査等を実施するとともに、その結果
の記録を保存することとする。検査の結果、麻しんウイルスが検出された場合は、可能
な限り、地方衛生研究所において麻しんウイルスの遺伝子配列の解析を実施し、国に報
告する又は国立感染症研究所に検体を送付し、同研究所が遺伝子配列の解析を実施す
ることとする。国立感染症研究所は、解析されたウイルスの遺伝子情報を適切に管理
し、流行状況の把握や感染伝播の制御等に役立てることとする。 

 
第三 発生の予防及びまん延の防止 



一 基本的考え方 
感染力が非常に強い麻しんの対策として最も有効なのは、その発生の予防である。ま

た、感染者は発症前からウイルスを排出することから、発生の予防に最も有効な対策
は、予防接種により感受性者が麻しんへの免疫を獲得することである。そのため、定期
の予防接種により対象者の九十五パーセント以上が二回の接種を完了することが重要
であり、未接種の者及び一回しか接種していない者に対して、幅広く麻しんの性質等を
伝え、麻しんの予防接種を受けるよう働きかけることが必要である。 

二 予防接種法に基づく予防接種の一層の充実 
１ 国は、定期の予防接種を生後十二月から生後二十四月に至るまでの間（以下「第

一期」という。）にある者及び小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該
始期に達する日の前日までの間（以下「第二期」という。）にある五歳以上七歳未
満の者に対し行うものとし、それぞれの接種率が九十五パーセント以上となること
を目標とする。また、少しでも早い免疫の獲得を図るとともに、複数回の接種勧奨
を行う時間的な余裕を残すため、定期の予防接種の対象者となってからの初めの三
月の間に、特に積極的な勧奨を行うものとする。 

２ 国は、都道府県を通じ、定期の予防接種の実施主体である市町村（特別区を含む。
以下同じ。）に対し、確実に予防接種が行われ、各市町村における第一期に接種した
者及び第二期に接種した者の割合がそれぞれ九十五パーセント以上となるよう、積
極的に働きかけていく必要がある。具体的には、市町村に対し、母子保健法（昭和四
十年法律第百四十一号）第十二条第一項第一号に規定する健康診査及び学校保健安
全法（昭和三十三年法律第五十六号）第十一条に規定する健康診断（以下「就学時健
診」という。）の機会を利用して、当該健康診査及び就学時健診の受診者の麻しんの
り患歴（過去に検査診断で確定したものに限る。以下同じ。）及び予防接種歴（母子
健康手帳、予防接種済証等の記録に基づくものに限る。以下同じ。）を確認し、麻し
んに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数
（現行の定期の予防接種において必要とされる回数をいう。以下同じ。）である二回
受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受け
ることを勧奨するよう依頼するものとする。また、定期の予防接種の受け忘れ等がな
いよう、定期の予防接種の対象者について、未接種の者を把握し、再度の接種勧奨を
行うよう依頼するものとする。 

３ 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、学校等の設置者に対し、就学時健診の機
会を利用し、定期の予防接種の対象者の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻
しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数
である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防
接種を受けることを勧奨するよう依頼するものとする。また、当該接種勧奨後に、定
期の予防接種を受けたかどうかの確認を行い、必要があれば、再度の接種勧奨を行う



よう依頼するものとする。 
４ 国は、右記以外にも、定期の予防接種を受けやすい環境づくりを徹底しなくてはな

らない。そのため、日本医師会並びに日本小児科学会、日本小児科医会及び日本小児
保健協会等に対し、定期の予防接種が円滑に行われるように協力を求めるものとす
る。 

三 予防接種法に基づかない予防接種の推奨 
１ 医療機関、児童福祉施設等及び学校等（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学
校をいう。以下同じ。）の職員等は、乳幼児、児童、体力の弱い者等の麻しんにり患
すると重症化しやすい者と接する機会が多いことから、本人が麻しんを発症すると、
集団発生又は患者の重症化等の問題を引き起こす可能性が高い。このため、医療機
関、児童福祉施設等及び学校等の職員等のうち、麻しんに未り患又は麻しんのり患
歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は
麻しんの予防接種歴が不明である者に対しては、当該予防接種を受けることを強く
推奨する必要がある。 

とりわけ、医療機関及び児童福祉施設等の職員等のうち、特に定期の予防接種の
対象となる前であり抗体を保有しない零歳児、免疫不全者及び妊婦等と接する機会
が多い者に対しては、当該予防接種を受けることを強く推奨する必要がある。 

２ 海外に渡航する者は、海外で麻しんにり患した者と接する機会があることから、
本人が麻しんウイルスに感染して帰国すると、我が国に麻しんウイルスが流入する
可能性がある。また、海外からの渡航者と接する機会が多い空港職員等は、麻しん
ウイルスに感染する可能性が比較的高く、本人が麻しんを発症すると、我が国で感
染が拡大する可能性及び海外へ流出させる可能性がある。このため、海外に渡航す
る者及び空港職員等のうち、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、か
つ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴
が不明である者に対しては、当該予防接種を受けることを推奨する必要がある。 

３ 厚生労働省は、麻しんの大規模な流行を防止する観点から、事業者団体に対し、雇
入れ時等の様々な機会を利用し、主として業務により海外に渡航する者について、麻
しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明
であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予
防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを推奨するよう協力を
依頼するものとする。 

４ 厚生労働省は、日本医師会等の関係団体に協力を求め、医療機関の職員等に対し、
自らの麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患
歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻
しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを強く推奨す



るものとする。特に定期の予防接種の対象となる前であり抗体を保有しない零歳児、
免疫不全者及び妊婦等と接する機会が多い者に対しては、当該予防接種を受けるこ
とを強く推奨するものとする。 

５ 厚生労働省は、児童福祉施設等の管理者に対し、児童福祉施設等において行われる
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六十六条に規定する健康診断の機
会等を利用して、当該施設等の職員の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻し
んに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数で
ある二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接
種を受けることを強く推奨するよう依頼するものとする。特に定期の予防接種の対
象となる前であり抗体を保有しない零歳児と接する機会が多い者に対しては、当該
予防接種を受けることを強く推奨するよう依頼するものとする。  

６ 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、学校等の設置者に対し、母子保健法第十
二条第一項第二号に規定する健康診査並びに学校保健安全法第十三条第一項に規定
する児童生徒等の健康診断及び同法第十五条第一項に規定する職員の健康診断等の
機会を利用して、学校等の児童生徒等及び職員の麻しんのり患歴及び予防接種歴を
確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種
を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合に
は、当該予防接種を受けることを強く推奨するよう依頼するものとする。また、医療・
福祉・教育に係る大学並びに専修学校の学生及び生徒に対し、幼児、児童、体力の弱
い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会が多いことを説明し、
当該学生並びに生徒の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又
は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受け
ていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けるこ
とを推奨するよう依頼するものとする。 

７ 厚生労働省は、外務省及び国土交通省に協力を求め、海外に渡航する者に対し、自
らの麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴
が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻し
んの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを推奨するもの
とする。 

８ 厚生労働省は、関係省庁に協力を求め、空港職員等に対し、自らの麻しんのり患歴
及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、
麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不
明である場合には、当該予防接種を受けることを推奨するものとする。  

９ 国は、国内で麻しんの患者が一例でも発生した場合には、国立感染症研究所にお
いて、周囲の感受性者に対して予防接種を推奨することも含めた対応について検討
し、具体的な実施方法等を示した手引きの作成を行うものとする。また、国立感染



症研究所は、都道府県等から要請があった場合には、適宜技術的支援を行うものと
する。 

四 その他必要な措置 
１ 厚生労働省は、関係機関と連携し、疾病としての麻しんの特性、予防接種の重要性、

副反応を防止するために注意すべき事項及びワクチンを使用する予防接種という行
為上避けられない副反応、特に妊娠中の接種による胎児への影響等の情報（以下「麻
しんに関する情報」という。）を整理し、国民に対し積極的に提供するものとする。
また、情報提供に当たっては、リーフレット等の作成及び報道機関と連携した広報等
を積極的に行う必要がある。 

２ 厚生労働省は、児童福祉施設等及び職業訓練施設等の管理者に対し、入所又は入学
の機会を利用して、児童福祉施設等において集団生活を行う者及び職業訓練施設等
における訓練生の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻
しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けてい
ない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、麻しんに関する情報の提供を
行うよう依頼するものとする。 

３ 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、学校等の設置者に対し、学校保健安全法
第十三条第一項に規定する児童生徒等の健康診断等の機会を利用して、学校等の児
童生徒等の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんの
り患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない
又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、麻しんに関する情報の提供を行う
よう依頼するものとする。  

４ 厚生労働省は、日本医師会、日本小児科学会、日本小児科医会、日本皮膚科学会、
日本内科学会及び日本小児保健協会等の学会等に対し、初診の患者の麻しんのり患
歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、か
つ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴
が不明である場合には、麻しんに関する情報の提供を行うよう依頼するものとする。 

５ 厚生労働省は、事業者団体に対し、麻しんに関する情報の提供等を事業者等に行う
よう依頼するものとする。また、雇入れ時等の様々な機会を利用して、主として業務
により海外に渡航する者の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り
患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回
受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、麻しんに関する情報
の提供を行うよう依頼するものとする。   

６ 厚生労働省は、本省、国立感染症研究所及び検疫所のホームページ等を通じ、国内
外の麻しんの発生状況、海外で麻しんが発症した場合の影響及び麻しんに関する情
報の提供を行うとともに、外務省及び国土交通省に対し、海外に渡航する者に、これ
らの情報の提供を行うよう協力を依頼するものとする。また、国土交通省に協力を求



め、旅行会社等に対し、海外に渡航する者に、国内外の麻しんの発生状況及び麻しん
に関する情報の提供を行うよう依頼するとともに、文部科学省に対し、学校等の設置
者に、海外に修学旅行等をする際に、これらの情報の提供を行うよう依頼するものと
する。 

７ 厚生労働省は、外国人留学生及び外国人労働者等長期に我が国に滞在する海外か
らの渡航者に対し、入国する前に自らの麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、必
要に応じて麻しんの予防接種を受けることが望ましいことを複数の言語で情報提供
するためのリーフレット等を作成するとともに、関係省庁及び事業者団体に対し、周
知を行うよう協力を依頼するものとする。 

８ 厚生労働省は、麻しんの定期の予防接種を積極的に勧奨するとともに、予防接種の
際の医療事故及び副反応を徹底して避けるため、地方公共団体及び医療機関等の各
関係機関に対し、安全対策を十分行うよう協力を依頼するものとする。 

また、地方公共団体及び日本医師会に対し、麻しんの抗体検査及び予防接種を実施
することができる医療機関に関する情報提供を行うよう協力を依頼するものとす
る。 

９ 国は、麻しんの予防接種に用いるワクチン及び試薬類（以下「ワクチン等」という。）
の安定的な供給を図るため、ワクチン等の生産について、製造販売業者と引き続き連
携を図るものとする。また、ワクチン等の流通についても、日本医師会、卸売販売業
者及び地方公共団体の連携を促進するものとする。なお、麻しんの予防接種に用いる
ワクチンは、風しん対策の観点も考慮し、原則として、麻しん風しん混合（ＭＲ）ワ
クチンとするものとする。 

 
第四 医療の提供 

一 基本的な考え方 
麻しんのような感染力が極めて強く、重症化のおそれのある感染症については、早期

発見及び早期治療が特に重要である。このため、国は、麻しんの患者を適切に診断でき
るよう、医師に対して必要な情報提供を行うとともに、国民に対しても当該疾病に感染
した際の初期症状及び早期にとるべき対応等について周知していくことが望ましい。 

二 医療関係者に対する普及啓発 
国は、麻しんの患者を医師が適切に診断できるよう、医師に対し、麻しんの流行状況

等について積極的に情報提供するものとし、特に流行が懸念される地域においては、日
本医師会等の関係団体と連携し、医療関係者に対して注意喚起を行う必要がある。さら
に、麻しんの患者数が減少し、自然感染による免疫増強効果が得づらくなってきたこと
に伴って、麻しんが小児特有の疾患でなくなったことに鑑み、小児科医のみではなく、
全ての医師が麻しんの患者を診断できるよう、積極的に普及啓発を行うことが重要で
ある。 



 
第五 研究開発の推進 

一 基本的考え方 
麻しんの特性に応じた発生の予防及びまん延の防止のための対策を実施し、良質か

つ適切な医療を提供するためには、麻しんに対する最新の知見を集積し、ワクチン、治
療薬等の研究開発を促進していくことが重要である。また、麻しんの定期の予防接種を
円滑に実施するため、定期の予防接種歴の確認を容易にするシステムの整備を推進し
ていく必要がある。 

麻しんの排除状態の維持に向けた定期接種率の向上を含む感染症予防施策の推進の
ために、調査及び検討を進めることも重要である。 

二 臨床における研究開発の推進 
より免疫獲得の効果が高く、かつ、より副反応の少ないワクチンを開発することは、

国民の予防接種に対する信頼を確保するために最も重要なことである。現行の麻しん
のワクチンは効果の高いワクチンの一つであるとされているが、国は、今後の使用状況
等を考慮し、必要に応じて研究開発を推進していくものとし、その際には、迅速な研究
成果の反映のため、当該研究の成果を的確に評価する体制をつくるとともに、国民や医
療関係者に対して、情報公開を積極的に行うことが重要である。 

 
第六 国際的な連携 

一 基本的考え方 
国は、世界保健機関をはじめ、その他の国際機関との連携を強化し、情報交換等を積

極的に行うことにより、世界的な麻しんの発生動向の把握、麻しんの排除の達成国の施
策の研究等に努め、我が国の麻しん対策の充実を図っていくことが重要である。 

二 国際機関で定める目標の達成 
世界保健機関においては、二回の予防接種において、それぞれの接種率が九十五パー

セント以上となることの達成を目標に掲げているほか、西太平洋地域から麻しん及び
風しんの排除を達成することを目標に掲げ、各国に対策の実施を求めており、同機関に
おいて、麻しん及び風しんの排除の認定作業が実施されている。我が国も本指針に基づ
き、麻しん対策の充実を図ることにより、その目標の達成及び維持に向けて取り組むも
のとする。 

三 国際機関への協力 
国際機関と協力し、麻しんの流行国における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、海外で感染し、国内で発症する患者の発生を予防すること
にも寄与する。そのため、国は、世界保健機関等と連携しながら、国際的な麻しん対策
の取組に積極的に関与する必要がある。 

 



第七 評価及び推進体制と普及啓発の充実 
一 基本的考え方 

本指針の目標を達成するためには、本指針に基づく施策が有効に機能しているかの
確認を行う評価体制の確立が不可欠である。国は、定期の予防接種の実施主体である市
町村等と連携し、予防接種の実施状況に関する情報収集を行い、当該情報に基づき関係
機関に協力を要請し、当該施策の進捗状況によっては、本指針に定める施策の見直しも
含めた積極的な対応を講じる必要がある。また、市町村等は、予防接種台帳のデータ管
理の在り方について、個人情報保護の観点を考慮しつつ、電子媒体での管理を進め、情
報の活用の在り方についても検討するものとする。 

二 国における麻しん・風しん対策推進会議 
国は、感染症の専門家、医療関係者、保護者、地方公共団体の担当者、ワクチン製造

業者、学校関係者及び事業者団体の関係者からなる「麻しん・風しん対策推進会議」を
設置するものとする。同会議は、毎年度、本指針及び風しんに関する特定感染症予防指
針（平成二十六年厚生労働省告示第百二十二号）に定める施策の実施状況に関する評価
を行うとともに、その結果を公表し、必要に応じて当該施策の見直しについて提言を行
うこととする。また、国は、麻しん・風しんについて、排除又は排除状態が維持されて
いるかを判定し、世界保健機関に報告する排除認定会議も設置することとする。 

三 都道府県等における麻しん・風しん対策の会議及びアドバイザー制度の整備 
１ 都道府県は、感染症の専門家、医療関係者、保護者、市町村の担当者、学校関係者

及び事業者団体の関係者等と協働して、麻しん・風しん対策の会議を設置し、関係機
関の協力を得ながら、定期的に麻しん及び風しんの発生動向、各市町村における定期
の予防接種の接種率及び副反応の発生事例等を把握し、地域における施策の進捗状
況を評価するものとする。同会議は、各市町村における定期の予防接種について、第
一期に接種した者の割合及び第二期に接種した者の割合がそれぞれ九十五％以上と
なるように定期接種率の向上策の提言を行い、都道府県は当該提言を踏まえ各市町
村に対して働きかけるものとする。また、国は、国立感染症研究所において、同会議
の活動内容及び役割等を示した手引きの作成を行うものとし、都道府県等は、必要に
応じ、医師会等の関係団体と連携して、麻しんの診断等に関する助言を行うアドバイ
ザー制度の整備を検討する。 

２ 厚生労働省は、麻しん・風しん対策の会議が定期の予防接種の実施状況を評価する
ため、文部科学省に対し、学校が把握する幼児及び児童の定期の予防接種の接種率に
関する情報を麻しん・風しん対策の会議に提供するよう協力を依頼するものとする。 

四 関係機関との連携 
１ 厚生労働省は、迅速に麻しんの定期の予防接種の接種率を把握するため、都道府県

知事に対し、情報提供を依頼するものとする。また、学校保健安全法第二十条に基づ
く学校の臨時休業の情報を随時把握するため、文部科学省に対し、情報提供を依頼す



るものとする。 
２ 厚生労働省は、予防接種により副反応が生じた際に行われている報告体制を充実

させ、重篤な副反応の事例は、速やかに国及び麻しん対策の会議等に報告される仕組
みを構築するものとする。 

五 普及啓発の充実 
麻しん対策に関する普及啓発については、麻しんに関する正しい知識に加え、医療機

関受診の際の検査及び積極的疫学調査への協力の必要性等を周知することが重要であ
る。厚生労働省は、文部科学省及び報道機関等の関係機関との連携を強化し、国民に対
し、麻しん及びその予防に関する適切な情報提供を行うよう努めるものとする。 



麻しんの予防接種歴を⺟⼦健康⼿帳などで確認しましょう

2回接種していない方は、予防接種を検討してください
（麻しんにかかったかどうかや予防接種歴が不明の場合は抗体検査を検討してください）

世界における麻しんの発生状況
（平成30年1⽉〜平成30年6月）

世界における麻しんの発生状況
（平成30年1⽉〜平成30年6月）

【出国前の注意事項】

海外に⾏く前に

厚⽣労働省

麻しんについて

厚⽣労働省

麻しんについて 厚労省

出典︓WHO(世界保健機関）麻しん報告数
（平成30年8月現在;一部改変）

詳しくは
こちら

2018/08/21作成

麻しん報告数
上位10の国々
麻しん報告数
上位10の国々

国名 報告数

インド 38505

ウクライナ 23070

フィリピン 7894

ナイジェリア 5451

セルビア 4954

イエメン 4797

中国 2922

コンゴ
⺠主共和国

2675

フランス 2579

ギリシャ 2130

海外に⾏く⽅で、麻しん（はしか）にかかったことが明らかでない場合

検索

ま

「麻しん（はしか）
世界で流⾏している感染症です。

」は



帰国後2週間程度は健康状態（特に、高い熱や全身の
発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状）に注意しましょう

世界における麻しんの発生状況
（平成30年1⽉〜平成30年6月）

世界における麻しんの発生状況
（平成30年1⽉〜平成30年6月）

【帰国後の注意事項】

帰国した後に

厚⽣労働省

麻しんについて

厚⽣労働省

麻しんについて 厚労省
詳しくは
こちら

2018/08/21作成

海外に⾏った⽅で、麻しん（はしか）にかかったことが明らかでない場合

検索

ま

「麻しん（はしか）
世界で流⾏している感染症です。

」は

出典︓WHO(世界保健機関）麻しん報告数
（平成30年8月現在;一部改変）

麻しん報告数
上位10の国々
麻しん報告数
上位10の国々

国名 報告数

インド 38505

ウクライナ 23070

フィリピン 7894

ナイジェリア 5451

セルビア 4954

イエメン 4797

中国 2922

コンゴ
⺠主共和国

2675

フランス 2579

ギリシャ 2130



資料提供  

 

 

麻しん（はしか）患者の発生について 

 

４月 27 日、海外渡航歴のある県内居住者の麻しん陽性が確定しました。患者は、自宅療養中

で、快方にむかっています。 

患者の行動や接触者について、調査したところ、周囲へ感染させる可能性のある時期に、不特

定多数の人が利用する施設を利用していたことが判明しました。 

当該施設を感染の可能性がある日時に利用された方は体調に注意し、利用後 10 日前後経って

から、発熱・発疹等、麻しんを疑う症状が現れた場合は、事前に最寄りの保健所に電話連絡の上、

保健所の指示に従い医療機関を受診してください。また、受診の際は、周囲の方への感染を広げ

ないよう、マスクを着用し、公共交通機関等の利用を避けてください。 

※麻しんの潜伏期間は、約 10～12 日間（最大 21 日間）で、麻しん患者と接触した場合には、接

触後３週間（21 日間）注意が必要です。 

 

 

【感染性のある期間に患者が利用した公共交通機関と区間】 

４月 23 日（日） 

                 

 新神戸（18：52 出発）               東京（21：33 到着） 

 

 

秋葉原（22：00 頃）            守谷（22：30 頃） 

 

 

              みらい平（22：41） 

 

 

 

 

【麻しん患者が利用し、接触者を特定できない施設】 

感染の可能性のある日時※ 施設名等 所在地 

４月 24 日(月) 

8:50～18:50 

JA とりで総合医療センター 

（外来） 
取手市本郷 2 丁目１－１ 

 

※  本事例に関わる当該患者の受診医療機関における接触者については、保健所及び

医療機関において、対象者の健康観察を実施しています。 

 

※  接触早期には、緊急ワクチン・免疫グロブリンの投与により発症を防止できる可

能性もありますので、医療機関にご相談ください。 

 

 

令和５年４月28日 (金) 

照会先：保健医療部感染症対策課 疫学G 

担当者：課長補佐 大芦 

連絡先：029-301-3233（内線：3280） 

東海道・山陽新幹線 

のぞみ 50 号 

９号車（グリーン車） 

つくばエクスプレス 

（快速） 
JR 京浜東北

つくばエクスプレス 

（普通） 



【患者の概要】 

１ 患者の概要：30 歳代（男性）、つくばみらい市在住（日本国籍） 

麻しん予防接種歴１回 

２ 症 状：発熱、発疹、咳、下痢 

３ 経 過 等： 

４月 14 日 インドから帰国 

４月 21 日 発熱、咳嗽  神戸市に移動 

４月 23 日 発疹が出現  神戸市から移動 

４月 24 日 発疹継続のため、JA とりで総合医療センターを受診。 

４月 26 日  同医療機関から竜ケ崎保健所へ検査依頼あり。 

４月 27 日 県衛生研究所の遺伝子検査で麻しん陽性と判明し、発生届あり。 

      症状軽快し、退院。 

 

 
 
【茨城県感染症情報センターホームページＵＲＬ】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 麻しん（はしか）とは 
原  因：麻しんウイルス 
潜伏期間：約 10～12 日間(最大 21 日間) 
症  状：感染すると、約 10 日後に 38℃程度の発熱や咳、鼻汁といった風邪のような症状が 2

～4 日続き、その後 39℃以上の高熱と共に発疹が出現すると言われている。 
治  療：特異的な治療法はなく、対症療法。 
感染経路：空気感染、飛沫感染、接触感染で感染力は非常に強いと言われている。 
感染症法：五類感染症、全数把握疾患（診断を行った医師は保健所に届け出ることになっている） 
予防方法：ワクチン接種 
抗体保有率：十分な免疫が獲得されていれば発症が予防されると言われている。本県の抗体保有

率は 2020 年の調査で 93.5％。 

患者及び患者家族等の個人情報については、プライバシー保護の観点から本人等が特定される
ことのないよう、格段の御配意をお願いいたします。 

－ 県からのお願い － 
○ 県民の皆様へ  

１ 麻しんは、有効な治療方法がなく、予防する唯一の手段はワクチン接種です。 

麻しんの定期予防接種（第１期：１歳児、第２期：小学校就学前の１年間）をまだ受けていな

いお子さんは、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。 

また、麻しんに未罹患であり、かつ、麻しんの予防接種を２回接種していない方は、予防接種

を受けましょう。 

２ 症状から麻しんが疑われる場合、必ず事前に保健所に連絡のうえ、保健所の指示に従って医療

機関を受診してください。受診の際は、周囲の方へ感染させないよう、マスクを着用し、公共交

通機関等の利用を避けてください。 

また、麻しんにかかった（検査で診断された）ことがない方が海外渡航する時には、渡航先の

流行状況を確認するとともに、麻しんの予防接種歴を確認し、２回接種していない場合、又は接

種既往が不明の場合には予防接種を受けることをおすすめします。 

〇 医療機関の皆様へ 
発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻しんの予防接種歴の確認等、麻しんの発生を意識

した診療を行うとともに、臨床症状等から麻しんと診断した場合には、速やかに保健所に届出を
お願いします。   

また、患者（疑い含む）は個室管理を行う等、麻しんの感染力の強さを踏まえた院内感染対策
の実施についても併せてお願いいたします。 



【参考】 

麻しん患者発生状況（全国値：2023.4.21 現在（14 週））          （単位：人） 

 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

全 国 282 659 10 6 6 3 

茨城県 3 17 0 0 0 1(※) 

                                     ※今回の事例を含む。 

 

 

≪県内保健所連絡先≫ 

中央保健所   ： 029－241－0100  

ひたちなか保健所： 029－265－5515  

日立保健所   ： 0294－22－4188  

潮来保健所   ： 0299－66－2114  

竜ケ崎保健所  ： 0297－62－2161 

土浦保健所 ： 029－821－5342  

つくば保健所： 029－851－9287  

筑西保健所 ： 0296－24－3911  

古河保健所 ： 0280－32－3021  

水戸市保健所： 029－350－7650 

               （8:30～17:15） 



 

 

資料提供  

 

 

東京都の麻しん（はしか）患者の発生について 

 

５月 10 日・５月 11 日、東京都において、４月 28 日に本県で発表した麻しん患者と同一の新

幹線に乗車していた方の、麻しん陽性が確定しました。患者は現在入院中です。 

患者の行動や接触者について、東京都内の保健所が調査したところ、周囲へ感染させる可能性

のある時期に、不特定多数の人が利用する施設を利用していたことが判明しました。 

発熱・発疹等、麻しんを疑う症状が現れた場合は、事前に最寄りの保健所に電話連絡の上、保

健所の指示に従い医療機関を受診してください。また、受診の際は、周囲の方への感染を広げな

いよう、マスクを着用し、公共交通機関等の利用を避けてください。 

※麻しんの潜伏期間は、約 10～12 日間（最大 21 日間）で、麻しん患者と接触した場合には、接

触後３週間（21 日間）注意が必要です。 

 

※  接触早期には、緊急ワクチン・免疫グロブリンの投与により発症を防止できる可

能性もありますので、医療機関にご相談ください。 

 

【患者の概要】 

詳細は（別添）東京都の報道提供資料のとおりです。ご参照ください。 

 

 

 

 

【茨城県感染症情報センターホームページＵＲＬ】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月12日 (金) 

照会先：保健医療部感染症対策課 疫学G 

担当者：課長補佐 大芦 

連絡先：029-301-3233（内線：3280） 

○ 麻しん（はしか）とは 
原  因：麻しんウイルス 
潜伏期間：約 10～12 日間(最大 21 日間) 
症  状：感染すると、約 10 日後に 38℃程度の発熱や咳、鼻汁といった風邪のような症状が 2

～4 日続き、その後 39℃以上の高熱と共に発疹が出現すると言われている。 
治  療：特異的な治療法はなく、対症療法。 
感染経路：空気感染、飛沫感染、接触感染で感染力は非常に強いと言われている。 
感染症法：五類感染症、全数把握疾患（診断を行った医師は保健所に届け出ることになっている） 
予防方法：ワクチン接種 
抗体保有率：十分な免疫が獲得されていれば発症が予防されると言われている。本県の抗体保有

率は 2020 年の調査で 93.5％。 

患者及び患者家族等の個人情報については、プライバシー保護の観点から本人等が特定される
ことのないよう、格段の御配意をお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

麻しん患者発生状況                               （単位：人） 

 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

茨城県 3 17 0 0 0 1 

 

 

 

－ 県からのお願い － 
○ 県民の皆様へ  

１ 麻しんは、有効な治療方法がなく、予防する唯一の手段はワクチン接種です。 

麻しんの定期予防接種（第１期：１歳児、第２期：小学校就学前の１年間）をまだ受けていな

いお子さんは、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。 

また、麻しんに未罹患であり、かつ、麻しんの予防接種を２回接種していない方は、予防接種

を受けましょう。 

２ 症状から麻しんが疑われる場合、必ず事前に保健所に連絡のうえ、保健所の指示に従って医療

機関を受診してください。受診の際は、周囲の方へ感染させないよう、マスクを着用し、公共交

通機関等の利用を避けてください。 

また、麻しんにかかった（検査で診断された）ことがない方が海外渡航する時には、渡航先の

流行状況を確認するとともに、麻しんの予防接種歴を確認し、２回接種していない場合、又は接

種既往が不明の場合には予防接種を受けることをおすすめします。 

〇 医療機関の皆様へ 
発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻しんの予防接種歴の確認等、麻しんの発生を意識

した診療を行うとともに、臨床症状等から麻しんと診断した場合には、速やかに保健所に届出を
お願いします。   

また、患者（疑い含む）は個室管理を行う等、麻しんの感染力の強さを踏まえた院内感染対策
の実施についても併せてお願いいたします。 

≪県内保健所連絡先≫ 

中央保健所   ： 029－241－0100  

ひたちなか保健所： 029－265－5515  

日立保健所   ： 0294－22－4188  

潮来保健所   ： 0299－66－2114  

竜ケ崎保健所  ： 0297－62－2161 

土浦保健所 ： 029－821－5342  

つくば保健所： 029－851－9287  

筑西保健所 ： 0296－24－3911  

古河保健所 ： 0280－32－3021  

水戸市保健所： 029－350－7650 

               （8:30～17:15） 



令和５年５月１２日  

福 祉 保 健 局  

 

麻しん（はしか）患者の発生について 

 

 

都内の医療機関を受診していた以下の方について、検査の結果、麻しん（はしか）の陽性

が確定しました。 

 

【患者の概要】 

№ 性別 年齢 症状 ワクチン接種歴 発病年月日 発生届出年月日 

１ 女性 30代 発熱・発疹・咳 なし ５月３日 ５月１０日 

２ 男性 40代 発熱・発疹・咳 不明 ５月３日 ５月１１日 

 

※ 当該患者は現在入院中です。保健所において疫学調査を実施し、接触者の健康観察を実施

しています。 

※ 患者及び患者家族等の個人情報については、プライバシー保護の観点から本人等が特定さ

れることのないよう、格段の御配意をお願いいたします。 

 

患者の疫学調査を実施したところ、令和５年４月２８日に茨城県において報道発表を行っ

た麻しん患者との接触歴（同じ公共交通機関を利用）が確認されました。 

また、周囲に感染させる可能性のある時期に、不特定多数の人が利用する施設を利用して

いたことが判明しました。 

 

【共通して利用した公共交通機関及びその区間】 

４月２３日（日） 東海道・山陽新幹線 のぞみ５０号 ９号車（グリーン車） 

（新神戸駅１８：５２発⇒東京駅２１：３３着） 

（参考）茨城県報道発表 

 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/mashin.pdf 

 

【感染性を有する期間に患者が利用、不特定多数の方と接触した可能性のある公共交通機関】 

５月 ４日（木） 東海道新幹線 こだま７４０号 １０号車（グリーン車） 

（三島駅１８：５４発⇒新横浜駅 １９：２９着） 

 

 

上記公共交通機関を利用された方は体調に注意し、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻

水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関に連絡し、麻しんの疑いがあることを

伝えてください。受診の際は公共交通機関の利用を控えて医療機関の指示に従って受診してく

ださい。 

 
 
 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/mashin.pdf


 

 

＜都民の皆様へ＞ 

〇 麻しんは感染力がきわめて強い感染症で、感染すると約１０日後に発熱や咳、鼻水といっ

た風邪のような症状が現れ、２～３日熱が続いた後、３９℃以上の高熱と発疹が出現すると

言われています。 

 

○ 麻しんは予防接種で防げる病気であり、ワクチン接種は個人でできる有効な予防方法です。 

麻しんの定期予防接種（第１期：１歳児、第２期：小学校就学前の１年間）をまだ受けて

いない方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。 

  

 

 

○ 麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医

療機関へ連絡し、麻しんの疑いがあることを伝えてください。受診の際は公共交通機関の利

用を控えて医療機関の指示に従って受診してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（麻しんに関する基礎知識や予防接種及び相談について、詳細はこちら➡） 



 

（参考）麻しん（はしか）とは 

１ 麻しんとは 

 麻しんは、麻しんウイルスによる感染症であり、感染症法上の五類感染症です。 

 2015 年には WPR 麻疹排除認証委員会より日本は麻疹排除状態であると認定され、近年の

麻疹の発生は輸入症例を端とするものとなります。 

 世界でも、麻しんの排除（elimination）に向けて、予防接種率の向上等の麻しん対策が強化

されていますが、途上国では、いまだに５歳以下の子どもの主な死亡原因となっています。 

 

２ 原因と感染経路 

 病原体は、麻しんウイルス（measles virus）です。 

 空気感染が主たる感染経路ですが、その他に、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸

い込むことによる「飛まつ感染」、およびウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる

「接触感染」もあります。 

 発症した人が周囲に感染させる期間は、発疹が出現する４日前から発疹出現後 4～5 日くら

いまでです。なお、感染力が最も強いのは発疹出現前の期間です。 

 

３ 症状  

 感染力はきわめて強く、麻しんに対する免疫を持っていない人が、感染している人に接する

と、ほぼ 100％の人が感染します。感染しても発症しない不顕性感染はなく、全て発症します。

典型的には、約 10〜12 日間の潜伏期間の後、38℃程度の発熱及びかぜ症状が 2〜4 日続き、

その後 39℃以上の高熱とともに発疹が出現します。主な症状は、発熱・発疹の他、咳、鼻水、

目の充血などです。 

 また、合併症として、肺炎、中耳炎、稀に、脳炎、失明等があり、肺炎や脳炎は、重症化す

ると死亡することもあります。一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。 

 

４ 治療 

 特別な治療法は無く対症療法が行われます。感染初期であれば、緊急ワクチン・免疫グロブ

リンの投与により発症を防止できる可能性もあります。 

 

５ 予防のポイント 

 有効な予防法は、麻しん含有ワクチン接種です。 

 予防接種法に基づく定期予防接種が計２回（１回目：１歳～２歳未満 ２回目：小学校入学

前の１年間）行われていますので、対象者の方でまだ接種が済んでいない場合は早めの接種を

お願いします。 

令和 3年度接種率 第１期（１歳児）：９３．９％ 

第２期（小学校就学前の１年間）：９３．２％ 

 

（参考）都内における麻しん患者発生状況（確定例） 

 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 

東京都 23 124 2 0 0 2 

 



麻しんは、麻しんウイルスが感染しておこる感染症で、発熱や発疹などが主な症状です。

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、日頃から麻しんのワクチン（一般的には
ＭＲワクチン）を受けていることが、予防に最も有効です。

平成28年11月

麻しん（はしか）は

ワクチン接種が予防に有効です！

＜お知らせ＞

《定期接種を受けましょう》

◎ワクチンを１回接種することで、95％の人が麻しんに対する免疫がつくと
言われています。

◎確実な免疫を得るためには、99%以上の人が免疫がつくと言われる

２回の接種がのぞましいとされています。

◎接種歴は、母子健康手帳で確認できます。

《以下、特にご注意ください》

●過去に麻しんと診断されたこともワクチン接種を受けたこともない方で、麻しん患者と接触し、
１～２週間（約１０日間）経ってから熱、せき、のどの痛み、眼が赤くなるなどの
症状が出てきたら、麻しんの可能性があります。
麻しんの可能性がある旨、事前に医療機関へ連絡してから受診するようにしてください。

麻しん（はしか）に関する
Ｑ＆Ａ（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/b
unya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-
kansenshou/measles/index.html#h2_free6

麻疹とは

（国立感染症研究所）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kanse
nnohanashi/518-measles.html

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsui
te/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekka
ku-kansenshou/measles/index.html

厚生労働省

麻しん・風しん

（厚生労働省）

定期接種を受けましょう！

《ワクチンを接種した方がいい？》

●１歳児と小学校入学前１年間の幼児は、定期接種の対象です。

期間内に接種することを積極的にお勧めします。

●過去に麻しんと診断され、検査で確認されたことがある方は、免疫がついていると

考えられることから、ワクチンを接種する必要はありません。

●過去に麻しんと診断されたこともワクチン接種を受けたこともない方は、
母子健康手帳を確認の上、医療機関にご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html#h2_free6
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/518-measles.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html

