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自施設での準備
 これだけは必要〜検査能力を備える

新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する報告書、独立行政法人国立病院北海道がんセンター、2020年10月

ただし



自施設での準備
 これだけは必要〜検査能力を備える

富士レビオHP 札幌医科大学附属病院検査部



感染対策としての検査法

 簡易かつ迅速に実施できる「抗原簡易キット」

 症状のある教職員に対して実施

PCR検査（核酸増幅法検査） 抗原定量検査 抗原定性検査

調べるもの ウイルスの遺伝子 ウイルスのタンパク ウイルスのタンパク

精度
抗原定性検査より
少ない量のウイルス
を検出

抗原定性検査より
少ない量のウイルス
を検出

一定以上のウイルス
量が必要

判定時間 搬送時間+数時間 搬送時間+30分 30分

いつの感染 検査時の感染の有無 検査時の感染の有無 検査時の感染の有無

厚生労働省；https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431̲00132.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431


抗原定性検査（簡易キット）



抗原定性検査の結果解釈

 検査結果でバンドが見えない

 ウイルスが存在していない

 少量のウイルスが存在している



抗原定性検査の結果解釈

 検査結果「陰性」であっても安心しない

 検査の2~3日後に発熱

 「先日の検査で陰性だったので大丈夫です（キリッ）！」



自施設での準備

 発熱、疑似症状、食欲低下、などの監視

 職員

 患者

 入所者



自施設での準備

 発熱、疑似症状、食欲低下、などの監視

 職員⇨⇨⇨部署の責任者

 患者⇨⇨⇨病棟の責任者

 入所者⇨⇨⇨部署・階の責任者



自施設での準備

 発熱、疑似症状、食欲低下、などの監視

 職員⇨⇨⇨部署の責任者⇨⇨⇨病院長・院長・所長

 患者⇨⇨⇨病棟の責任者⇨⇨⇨全体の責任者

 入所者⇨⇨⇨部署・階の責任者⇨⇨⇨全体の責任者



自施設での準備

 発熱、疑似症状、食欲低下、などの監視

 職員⇨⇨⇨全体で共有

 患者⇨⇨⇨全体で共有

 入所者⇨⇨⇨全体で共有



自施設での準備

 体制の整備
 マスク
 手指消毒
 フェイスシールド
 ガウン
 グローブ
 ワクチン

保管場所⇨湿度に注意

物資不足⇨複数の購入先



自施設での準備

 病院長・院長・所長・看護部長・担当責任者⇨ボス⇨リーダー

 感染制御部・感染対応担当者⇨ボス＆リーダー



自施設での準備

 ワクチン接種



ワクチン接種歴別新規陽性者数

第87回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和4年6月8日）資料2-4



ワクチン接種歴と陽性・重症別

Bar-On YM, et al N Engl J Med 2021, 385; 1393-1400

ワクチン3回接種により陽性・重症率は下がる



ワクチンの予防効果

高橋宜聖、ワクチンと免疫の仕組みー新型コロナウイルス3回目はなぜ必要？、厚生労働省HP



ワクチンの効果と限界
 効果の違い

厚生労働省、新型コロナウイルスQ&A、https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0006.html

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0006.html


ワクチンの効果と限界
 呼吸器感染症に対するワクチン

厚生労働省、新型コロナウイルスQ&A、https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0006.html

重症化阻止効果

発病阻止効果

感染阻止効果

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0006.html


ワクチンの副反応
 対処可能

 アナフィラキシー

 心筋炎
 ファイザー製
 接種後、高熱・胸痛・息切れ・むくみ







Weber effect （ウェーバー効果）

 予防接種

 開始時には副反応の報告数が増える

 接種を継続してもその後の報告数は減少していく



概要

 自施設での準備

 感染伝播判明後



感染伝播判明後

 感染伝播〜患者・入所者・職員

 発生・探知・報告⇨呆然自失・判断困難



感染伝播判明後

 発生・探知・報告⇨呆然自失・判断困難

 冷静な第三者に助言を求める



感染伝播判明後

 一人の陽性者〜発症日を確認

 冷静に、陽性者との接触者を探知〜濃厚接触者を特定

 冷静に、検査を実施〜その時点での伝播状況を確認

 混乱があれば、助言を求める

 非常時と平時の状況変化を共有する



感染伝播判明後

 複数の陽性者〜発症日を確認

 冷静に、陽性者との接触者を探知〜濃厚接触者を特定

 冷静に、検査を実施〜その時点での伝播状況を確認

 混乱があれば、助言を求める

 非常時と平時の状況変化を共有する



感染伝播判明後

 複数の陽性者〜発症日を確認

 非常時の状況を共有する〜上層部⇨各部署

 災害対策本部立ち上げ〜上層部・事務方

 病院・施設の機能維持の可否〜上層部

 保健所・関連施設への報告・相談〜上層部



感染伝播判明後

 複数の陽性者〜発症日を確認

 濃厚接触者を特定〜機能維持・（職員の）フォロー

 検査実施〜採取・検査依頼・結果確認

 感染対策の再確認〜できていないという前提で



感染伝播判明後

 あらゆる、病院・施設機能の確認

 外来・リハビリ・デイサービスは可能？（⇨閉じた時の対応）

 デイサービスは可能？（⇨閉じた時の対応）

 掃除・ごみ収集は可能？（⇨業者さんと協議）

 給食は可能？（皿は？盆は？配膳は？回収は？）

 クリーニング（リネンなど）は可能？（消毒方法は？）



感染伝播判明後
 必ず、専門家と相談



感染伝播判明後
 朝と夕の情報共有（上層部＋各部署の責任者＋関係者）



感染伝播判明後

 ガントチャートの活用

 タスクの可視化
 隔離期間の可視化

 情報の共有
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