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本日の発表内容

❶ 概要

❷ 肝疾患治療の促進

❸ 肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進

❹ 地域における肝疾患診療連携体制の強化

❺ 国民に対する正しい知識の普及

➏ 研究の推進
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概要
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概要

肝炎対策に係る近年の動き

H13(2001).3 肝炎対策に関する有識者会議報告書

H14(2002).4 C型肝炎等緊急総合対策（肝炎ウイルス検査の実施） （研究事業の開始）

H19(2007).4 肝疾患診療体制の整備開始

H20(2008).4 肝炎総合対策の開始

インターフェロン治療の医療費助成開始

H20(2008).6 肝炎研究7カ年戦略

H22(2010).1 肝炎対策基本法施行

H22(2010).4 肝炎医療費助成の拡充（自己負担限度額の引下げ、Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤の助成開始）

H23(2011).5 肝炎対策基本指針策定

H23(2011).12 肝炎研究10カ年戦略

H24(2012).4 「知って、肝炎プロジェクト」開始、肝炎ウイルス検査についての普及啓発

H26(2014).4 初回精密検査及び定期検査費用の助成開始

H26(2014).9 C型肝炎のインターフェロンフリー治療の医療費助成開始

H28(2016).4 定期検査費用助成の対象者の拡充 （中間見直し）

H28(2016).6 肝炎対策基本指針改正

H29(2017).4 定期検査費用の自己負担額の引き下げ、職域での肝炎ウイルス検査の受検勧奨を支援する職域検査促進事業を開始

H30(2018).12 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の医療費公費負担開始

R3(2021).4 肝がん・重度肝硬変治療研究事業の要件を緩和（対象月数を３月に・外来医療を対象に追加）

R4(2022).3 肝炎対策基本指針改正

R4(2022).5 肝炎研究推進戦略

R6(2024).4 肝がん・重度肝硬変治療研究事業の要件を緩和（高額療養限度額の対象期間の拡大と2ヶ月目からの適応）

講演用

政策 研究
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概要

肝炎対策基本法（平成 2 1年法律第 9 7号）

肝炎対策基本指針策定（第９条～第10条）

肝炎対策推進協議会

関係行政機関

・肝炎対策に関する基本理念を定める（第２条）

・国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにする（第３条～第７条）

・肝炎対策の推進に関する指針の策定を定める（第９条～第10条）

・肝炎対策の基本となる事項を定める（第11条～第18条）

厚
生
労
働
大
臣

策

定

●公表

●少なくとも５年ごとに検討、必要に応じ変更

９つの項目に関して取り組む内容を規定

・基本的な方向 ・肝炎予防 ・肝炎検査 ・肝炎医療体制

・人材育成 ・調査研究 ・医薬品研究 ・啓発人権

・その他重要事項

研究の推進（第18条）

・ 医師その他の医療従事者の育成

・ 医療機関の整備

・ 肝炎患者の療養に係る経済的支援

・ 肝炎医療を受ける機会の確保

・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備 等

肝炎医療の均てん化の促進（第13条～第17条）

・肝炎患者等を代表する者

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

・ 肝炎の予防の推進

・ 肝炎検査の質の向上 等

設置

意見

協議

資料提出等、要

請

実施に当たり

肝炎患者の

人権尊重・

差別解消

に配慮
（第２条第４号）

基本的施策（第11条～第18条）

目 的（第１条）

予防・早期発見の推進

（第11条～第12条）

平成23年5月16日策定

平成28年6月30日改正

令和４年３月７日改正

肝炎対策基本指針
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概要

令和７年度 肝炎対策予算の概要
講演用

1,181億円（ 1,179億円）（参考）Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給

｢肝炎対策基本指針｣に基づき、肝硬変・肝がんへの移行者を減らすことを目標として、肝炎医療、肝炎ウイルス検査、診療体制、普及啓発、研究などの「肝炎総合対策」を推進する。

基本的な考え方

○ウイルス性肝炎に係る医療の推進

・ Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る患者の自己負担を軽減し、適切な医療の確保と受療の促進を図る。

○肝がん・重度肝硬変に係る治療研究の促進及び患者への支援

・ 肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、治療研究を促進するための支援を実施する。

１．肝疾患治療の促進 80億円（84億円）

令和７年度予算額 162億円 （令和６年度予算額 168億円）

○肝炎総合対策推進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）による普及啓発の推進

・ 都道府県等や民間企業と連携した多種多様な媒体を活用した効果的な情報発信を通じ、肝炎に関する正しい知識や肝炎ウイルス検査の必要性などをわかりやすく伝える啓

発事業を展開する。

４．国民に対する正しい知識の普及 ２億円（２億円）

・ Ｂ型肝炎の画期的な新規治療薬の開発や肝硬変の病態解明と新規治療法の開発、Ｃ型肝炎の薬剤耐性等に関する研究等の実用化研究と、肝炎対策を総合的に推進

するための基盤となる行政的な課題を解決するための政策研究を推進する。

５．研究の推進 36億円（38億円）

○地域における肝疾患診療連携体制の強化
・ 都道府県等への助成により、都道府県と肝疾患診療連携拠点病院を中心とした関係機関の連携を強化するとともに、医療従事者や肝炎医療コーディネーター等の人材育成、

肝炎患者等への治療や生活の相談支援等を行い、肝疾患診療連携体制の強化を図る。

○肝炎情報センターによる支援機能の戦略的強化

・ 国立国際医療センター肝炎情報センターによる肝疾患診療連携拠点病院への支援機能を強化して、地域の肝疾患医療や患者等の支援の向上を図るとともに、均てん化に

       資するよう連携体制の構築を行う。

・ 肝疾患診療連携拠点病院の相談員等が、肝炎患者からの相談に対する補助ツールとして活用することができる相談支援システムの運用等を行う。

３．地域における肝疾患診療連携体制の強化 5億円（5億円）

・ 利便性に配慮した肝炎ウイルス検査体制を確保し、相談や職域の健康診断における啓発の実施などにより、肝炎ウイルス検査の受検を促進する。また、市町村での健康増進

       事業において、肝炎ウイルス検査の個別勧奨を実施する。

・ 肝炎ウイルス検査陽性者への受診勧奨を行うとともに、初回精密検査や定期検査費用に対する助成を行うことにより、肝炎患者の早期治療を促進し、重症化の予防を図る。

２．肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 39億円（39億円）
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肝疾患治療の促進
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肝炎治療促進のための環境整備

肝炎治療特別促進事業（医療費助成）

Ｂ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療
と核酸アナログ製剤治療、Ｃ型ウイルス性肝炎の根
治を目的としたインターフェロン治療とインター
フェロンフリー治療への医療費助成を行う。

実施主体 都道府県

対象者 Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者

対象医療

Ｂ型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤

Ｂ型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療

Ｃ型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロン治療
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン＋リバビリン併用

Ｃ型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロンフリー治療

自己負担

限度月額
原則１万円（ただし、上位所得階層については２万円）

財源負担
国：１／２

都道府県：１／２

44,731 

26,594 

28,797 

17,721 

20,542 

17,758 

17,411 
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肝炎治療特別促進事業（医療費助成）

肝炎治療特別促進事業

講演用
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令和５年度医療費助成（都道府県別受給件数）

7,119 895 803 1,150 815 579 932 1,167 972 534 3,644 3,032 7,302 4,847 1,306 1,122 1,215 621 514 1,195 1,617 2,244 3,742 1,112 793 1,465 6,711 4,818 999 742 999 881 1,591 3,444 1,115 673 786 1,381 547 4,916 653 1,709 1,498 1,141 1,203 1,624 752
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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の見直しの概要

肝疾患治療の促進

講演用

1回目のカウント

1月目 2月目 3月目

過去12カ月以内

外来医療

【助成対象】

✓ B型・C型肝炎ウイルス起因の肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）患者

✓ 年収約370万円以下

✓ 入院医療

✓ 高額療養費の限度額を超えた月が
過去12ヶ月で3月目

【70歳未満】 負担割合 高額療養費の限度額

年収約370万円以下

３割

57,600円 ※1

住民税非課税 35,400円 ※2

【70歳以上】 負担割合
高額療養費の限度額

外来

年収約370万円以下 70-74歳
２割

75歳以上
１割又は２割

18,000円 ※3 57,600円 ※1

住民税非課税Ⅱ

8,000円

24,600円

住民税非課税Ⅰ 15,000円

※1：多数回該当44,400円

（12月以内に4回目以上）

※2：多数回該当24,600円

※3：年上限14.4万円

後期高齢者2割負担の方

については令和７年９月

末まで配慮措置あり

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減

を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発抑制などを

目指した診療ガイドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための支援を実施。
（平成30年12月開始、令和3年4月・令和6年4月見直し）

過去24カ月以内

1月目 ２月目

2回目のカウント

1回目のカウント 1回目のカウント

2回目のカウント

3回目のカウント

1回目のカウント 1回目のカウント

2回目のカウント

過去24ヶ月で2月目から自己負担1万円
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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の認定、助成実績

※認定件数：本事業の認定患者数。認定期間は原則１年で更新可能。
※助成件数：各月毎に本事業の助成が行われた延べ件数。
※Ｈ30年度は、H30年12月（事業開始）からH31年３月までの実績。

○ 令和６年度新規認定件数は11月分までの報告で701件であり、令和５年度の553件を上回っている。

○ 令和６年度助成件数は暫定値であり、今後追加報告が見込まれる。

（件）

○ 令和６年度11月分までの助成実績を都道府県からの報告を基に、令和７年２月12日現在で集計。

○ 実績値は変動する可能性がある。
・入院の助成実績については、支払機関から都道府県に報告される実績をもとにしており、支払機関での医療費の審査状況により追加報告が生じる。
・外来の助成実績については、患者から都道府県への償還請求の時期や都道府県での支払審査の状況により追加報告が生じる。

H30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ5 Ｒ6年度（暫定値）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 Ｒ６計 ４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

認定件数 88 426 339 993 1,069 1,090 1,144 60 124 149 187 155 144 184 141 - - - -

うち新規
(前年同月) 88 378 232 848 566 553 701

37
(51)

74
(40)

99
(48)

115
(42)

84
(48)

88
(47)

115
(42)

89
(52)

- - - -

うち更新 0 48 107 145 503 537 443 23 50 50 72 71 56 69 52 - - - -

助成件数 170 859 971 3,366 4,297 4,543 2,975 437 412 406 428 380 355 343 214 - - - -

うち外来 1,778 2,554 2,672 1,528 254 229 225 231 194 158 144 93 - - - -
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都道府県別の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の助成件数

※都道府県からの実績報告を基に、令和７年２月12日現在で集計。患者から都道府県への償還請求の時期等により実績値は変動する可能性がある。

令和６年度(４月~11月)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業による延べ助成件数（件） 2,975
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令和６年度肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の助成件数（R7.2.12現在）【暫定値】

肝疾患治療の促進 12
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普及啓発・利用促進の強化（令和 6年～）

地域における肝疾患診療連携体制の強化

事業の実施方法 肝炎情報センター戦略的強化事業の中に、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の普及啓発、利用促進に係る事業を追加する。

取組み事業例

普及啓発資材

の作成

研修会等の実施

院内連携体制

の強化

院内連携や患者支援に

関する動画・マニュアル

薬局側の目線からみた

マニュアルやQ&A

院内の連携強化

拠点病院以外の

指定医療機関スタッフや

薬局スタッフを対象

院内の関係部署と連携

対象患者を漏れなく抽出し申請までのフォロー

都道府県や薬局との連携

患者をフォローするための体制

講演用

利用促進の

ご協力を

お願いいたします

13



肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進

14



肝炎患者等の重症化予防推進事業の流れ

肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進

講演用

自治体が実施する肝炎ウイルス検査
その他（職域検査、妊婦健診、手術前検査）

特定感染症検査等事業 健康増進事業

初回精密検査の費用助成

定期検査の費用助成
肝炎治療特別促進事業

（医療費助成）

肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期治療に繋げ、

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図る。

事業概要

陽性者

＜フォローアップ方法＞

対象者に対し、同意を得た上で、調査票を年１回送付する等により医療機関の受診状況や診療状況を確認し、

未受診の場合は、必要に応じて電話等により受診を勧奨

フォローアップの同意取得

フォローアップ事業の対象者

治療対象

15



地方自治体の肝炎ウイルス検査の陽性率の推移

平成29年度までは、「特定感染症検査等事業、健康増進事業実績報告」（厚生労働省 健康局がん･疾病対策課肝炎対策推進室調べ）、
平成30年度以降は、健康増進事業については、「地域保健・健康増進事業報告（健康増進編）」（政府統計）、特定感染症検査等事業については、 「特定感染症

検査等事業実績報告」（厚生労働省健康局がん･疾病対策課肝炎対策推進室調べ）による。

0.87%

0.81%
0.77%

0.73%
0.71%

0.66%
0.64%

0.59%

0.54% 0.53%
0.55%

0.51%

0.60%

0.52%

0.45%
0.42%

0.37% 0.36%
0.33%

0.28%
0.25%

0.23%
0.21%

0.19%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

B型肝炎ウイルス C型肝炎ウイルス

Ｂ型肝炎ウイルス

Ｃ型肝炎ウイルス

肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 16
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初回精密検査の費用助成

・請求書、医療機関の領収書、診療明細書、肝炎ウイルス検査の結果通知書

請求者が準備し、都道府県知事に請求

検査項目：下記に示されている項目のみ

●対象者

●助成対象費用

●実施主体

●助成回数

●必要書類

都道府県

以下の要件に該当する者

・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

・以下のいずれかで陽性と判定された者

①ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業における肝炎ウイルス検査若しくは

健康増進事業の肝炎ウイルス検診

②職域における肝炎ウイルス検査

③母子保健法に基づき市町村が実施する妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査

④手術前１年以内に行われた肝炎ウイルス検査

・陽性者のフォローアップに同意した者

初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府県が認めた費用。

a 血液形態・機能検査（末梢血液一般検査、末梢血液像）

b 出血・凝固検査（プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間）
c 血液化学検査（総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、

AST、ALT、LD

d 腫瘍マーカー（AFP、AFP-L3%、PIVKA-Ⅱ半定量、 PIVKA-Ⅱ定量）
e 肝炎ウイルス関連検査（HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定等）

f 微生物核酸同定・定量検査（HBV核酸定量、HCV核酸定量）
g 超音波検査（断層撮影法（胸腹部））

１回

肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 17
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定期検査の費用助成について

●対象者

●助成対象費用

●実施主体

●助成回数

●必要書類

都道府県

１年度２回（初回精密検査を含む）

・請求書、医療機関の領収書、診療明細書、世帯全員の住民票の写し、世帯全員の住民税非課税証明書、診断書（※）

請求者が準備し、都道府県知事に請求

（※）平成30年４月から医師の診断書については一定の条件の下、省略ができることとした

以下の全ての要件に該当する者

・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の

規定による被保険者

・肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者

（慢性肝炎、肝硬変及び肝がん治療後の経過観察を含む）

※無症候性キャリアは対象外

・住民税非課税世帯に属する者又は市町村民税（所得割）課税年額が235,000円未満の世帯

に属するもの

・フォローアップに同意した者

・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者（※重複受給でないこと）

・初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府県が認めた費用。

検査項目；初回精密検査の項目と同様

・肝硬変・肝がん（治療後の経過観察を含む）の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることが

できる。また、いずれもの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象。

自己負担額が

慢性肝炎：2千円

肝硬変・肝がん：3千円

となるよう助成

肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 18
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講演用

B型肝炎治療ガイドライン（第4版）日本肝臓学会
HBe抗原セロコンバージョンが起こると多くの場合肝炎は鎮静化し、HBV DNA量は

2,000 IU/mL以下の低値となる。（非活動性キャリア）10～20%の症例では、

HBe抗原セロコンバージョン後、HBe抗原陰性の状態でHBVが再増殖し、肝炎が再

燃する。（HBe抗原陰性慢性肝炎）4～20%の症例では、HBe抗体消失ならびに

HBe抗原の再出現（リバースセロコンバージョン）を認める。

C型肝炎治療ガイドライン（第8.4版）日本肝臓学会
抗ウイルス治療によってHCVが排除された後でも、長期予後改善のため肝発癌に対

するフォローアップを行う必要がある。ことに高齢かつ線維化が進行した高発癌リスク

群では肝発癌に対する厳重な注意が必要である。抗ウイルス療法によりSVRが得ら

れると肝発癌は抑制されるが、SVR後も肝発癌リスクは完全には消失せず、SVR後

の5年・10年の発癌率は、それぞれ2.3～8.8%、3.1～11.1%と報告されている。

19

定期検査の必要性

肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進

B型肝炎非活動性キャリア及び

C型肝炎SVR後の方へも

定期的な検査が必要であることを

お伝えいただきますようお願いします。

市民公開講座

などでの周知も
ご検討ください



地域における肝疾患診療連携体制の強化
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肝疾患診療連携拠点病院の位置づけ

地域における肝疾患診療連携体制の強化

肝疾患診療連携拠点病院
（都道府県に原則１カ所）

国立国際医療研究所
肝炎・免疫研究センター
肝炎情報センター

肝疾患専門医療機関
（2次医療圏に1カ所以上）

紹介 紹介 紹介

国 民

肝炎ウイルス検査の受検・受診・受療

健診機関 診療所・病院 保健所 その他

連携・支援

連携
厚生労働省

都道府県
連携

連携・支援

連携・支援

連携・支援

約3,700施設（令和5年4月時点）

47都道府県・72施設（令和5年4月時点）

【都道府県の肝疾患診療ネットワークの中心的な役割】
・肝疾患に関する情報の提供
・都道府県内の専門医療機関等に関する情報の収集や提供

・医療従事者や地域住民を対象とした研修会・講演会の開催や肝
疾患に関する相談支援

・肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の設定＋肝がんに対す
る集学的治療を行うことができる医療機関

講演用

21
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肝炎情報センター戦略的強化事業

２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

【主な事業】

○ 肝炎対策地域ブロック戦略会議

○ 情報発信力強化戦略会議

○ 肝疾患患者相談支援システム事業

○ 肝炎専門医療従事者の研修事業

○ 一般医療従事者の研修事業

○ 市民公開講座、肝臓病教室の開催

○ 家族支援講座の開催

○ 地域における肝炎対策の評価・連携体制構築支援事業

○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る

普及啓発・利用促進の強化

国立研究開発法人国立国際医療センター肝炎・免疫研究センター肝炎情報センター（以下「肝炎情報センター」とい
う。）が、支援機能の戦略的な強化に資するための事業を実施することで、都道府県の指定する肝疾患診療連携拠点病
院（以下「拠点病院」）及び肝疾患専門医療機関における地域連携体制の強化、並びに肝炎患者等に対する支援体制の
強化を図り、もって地域における肝炎医療の質の向上を図ることを目的とする。

地域における肝炎対策の評価

連携体制の構築支援

令和７年度予算額 240,391千円（ 240,223千円）※（）内は前年度当初予算額

地域における肝疾患診療連携体制の強化

講演用
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肝炎医療コーディネーターについて

「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について」 健発0425第4号 平成29年4月25日厚生労働省健康局長通知（令和5年2月3日一部改正）

地域における肝疾患診療連携体制の強化

身近な地域や職域、あるいは病院等に配置され、その配置場所や職種などに応じて、必要とされる肝炎に関する基礎的な知識や情報を提供し、肝炎へ

の理解の浸透、相談に対する助言や相談窓口の案内、受検や受診の勧奨、肝炎患者等に係る支援制度の説明などを行う。他の肝炎医療コーディネーター

とも協力・連携することで、肝炎の「予防」、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアップ」が促進されることが期待される。
さらに、身近な地域や職域で肝炎医療コーディネーターが活動し、肝炎への理解や正しい知識を社会に広げる基盤が構築されることにより肝炎患者等への

偏見や差別の解消に繋がることも期待される。

肝炎医療コーディネーター
1人で全ての役割を担うのではなく、様々な領域のコーディネーターがそれぞれの強みを活かして

患者をみんなでサポートし、肝炎医療が適切に促進される様に調整（コーディネート）する

国
民

肝
硬
変
・
肝
が
ん
へ

の
移
行
者
を
減
ら
す

肝炎対策基本指針

の目標肝炎対策のステップ

・肝炎に関する基本的

な知識の普及・啓発

・Ｂ型肝炎ワクチンの

定期接種

・相談窓口の案内

ステップ０

「予防」
ステップ１

「受検」
ステップ２

「受診」

ステップ３

「受療」

・肝炎ウイルス検査

の受検勧奨

・検査が受けられる

医療機関、検診

機関の紹介

・肝炎検査陽性者

への受診勧奨

・専門医療機関や拠点

病院、肝疾患相談の

紹介

・初回精密検査や定期

検査費用助成の案内

・医療費助成や障害者

手帳等の制度の案内

・服薬指導

・仕事と治療の両立支援

・抗ウイルス治療後の

定期受診の勧奨

看護師・看護婦・ナー
スのイラスト

「イラスト　フリー　事
務員」の画像検索結
果

「イラスト　フリー　上司」の
画像検索結果

「イラスト　フリ
ー　保健師」の
画像検索結
果

「イラスト　フリー　
医師」の画像検
索結果

保健師 自治体職員 職場関係者 看護師 医師 薬剤師

「イラスト　フリ
ー　患者」の
画像検索結
果

患者会

自治会等
歯科医師 臨床検査技師

講演用
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県
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野
県

岐
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県

静
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県

三
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県
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歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県
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島
県
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川
県

愛
媛
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高
知
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福
岡
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県

熊
本
県

大
分
県

宮
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県

鹿
児
島

沖
縄
県

コーディネーター数 総数 コーディネーター数 5年度新規

(人)

肝炎医療コーディネーターの養成数※

事業概要
都道府県は、市町村の保健師、地域の医療機関の看護師、職域
の健康管理担当者などで、肝炎に関する情報の説明、肝炎ウイ
ルス検査後のフォローアップや受診勧奨などの支援を行う人材
を養成する。

47都道府県で計38,805名の肝炎医療コーディ
ネーターを養成

「令和６年度肝炎対策に関する調査（調査対象令和５.4.1～令和６.3.31）」（厚生労働省 健康・生活衛生局 がん･疾病対策課肝炎対策推進室調べ）より

※令和６年３月３１日時点。

地域における肝疾患診療連携体制の強化

講演用
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国民に対する正しい知識の普及
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人権教育・啓発白書（法務省・文部科学省 編）

国民に対する正しい知識の普及

講演用

肝炎ウイルス感染者への偏見・差別をなくし、

理解を深めるための教育・啓発活動

Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルスは、主に血液や体液を介して感染す

る。肝炎ウイルスの感染を予防するためには、血液や体液が付い

た器具を共用しないこと、血液や体液が傷・粘膜に直接触れる

のを防ぐことが重要であり、このほか、普段の生活の中では、Ｂ

型肝炎やＣ型肝炎に感染することはない。しかし、これらのことが

十分に理解されていない結果として、偏見や差別に苦しんでいる

肝炎ウイルスの感染者や患者も少なくない。

感染者や患者に対する偏見や差別を解消するためには、幅

広い世代を対象に、肝炎についての正しい知識を普及し、また、

肝炎患者等の人権を尊重するためにはどのように振る舞うべきか

を考え、学ぶことが重要である。

26



人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）（令和７年６月６日閣議決定）

国民に対する正しい知識の普及

講演用

27

第５章人権教育・啓発の推進方策

２各人権課題に対する取組 (２) 各人権課題に対する取組 ケ感染症の患者等 (イ) 肝炎ウイルス感染者等

（前略）

感染症の患者等の人権の尊重については、「(ｱ) HIV感染者等」にも記載したとおりであるが、肝炎については、これ

に加え、平成22年1月に施行された「肝炎対策基本法」において、肝炎対策の実施に当たり、肝炎患者等の人権が

尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮することが定められているほか、同法に基づき策

定されている「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」においても、肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎

患者等の人権の尊重に関する事項が定められている。

こうした動向等を踏まえ、肝炎ウイルス感染者等に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推進す

る。

① 肝炎に関する啓発資料の作成・配布、各種の広報活動、「日本肝炎デー」の開催等を通じて、肝炎についての

正しい知識の普及を図ることにより、肝炎ウイルス感染者等に対する偏見や差別意識を解消し、肝炎及びその感染

者等への理解を深めるための啓発活動を推進する。（法務省、厚生労働省）

② 集団予防接種によるＢ型肝炎ウイルスの感染拡大の経緯・歴史等を学び、肝炎ウイルス感染者・患者に対する

偏見・差別をなくすことを目的として、副読本「Ｂ型肝炎 いのちの教育」を全国の中学３年生の教員向けに配布・周

知する。あわせて、全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団が本副読本を用いて実施している「患者講義（集団予防接

種によりＢ型肝炎に感染した患者等を講師として派遣し被害者の声を伝える活動）」について、全国の中学校に周

知する。（文部科学省、厚生労働省）

③ 感染症患者に対する偏見・差別や人権をテーマとした調査研究事業を行い、研究の成果を踏まえた上で、肝炎

患者等に対する偏見・差別の解消に向けた取組を推進する。（厚生労働省）



肝炎総合対策推進国民運動事業

『知って、肝炎プロジェクト』
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啓発資材の制作

啓発ポスター・リーフレット 啓発動画

29

講演用



世界・日本肝炎デー（肝臓週間）イベントの実施

知って、肝炎プロジェクト 健康デー2024 @八芳園（7/23）
平成24年度に７月28日を「日本肝炎デー」と定め、肝炎総合対策推進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）において、毎年、日本

肝炎デーの前後でイベントを実施。
また、肝炎ウイルスの感染予防、ウイルス感染の早期発見・早期治療を進めるためには、健康の大切さについての意識向上が必要で

あり、体を動かすことによる健康の維持・増進の重要性に関する意識の向上を目指し、ダンスによる健康づくりを推進する「健康一番
プロジェクト」を、「知って、肝炎プロジェクト」と連動して展開。

＜出席者＞
厚生労働大臣 武見 敬三 氏、健康行政特別参与 杉 良太郎 氏、肝炎対策特別大使 伍代 夏子 氏、スペシャルサポーター 佐藤三兄弟 氏
健康一番サポーター Maasa 氏

30

講演用



B型肝炎の副読本

国民に対する正しい知識の普及

講演用

31

令和2年度に

全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団の

皆さまのご協力のもと作成

全国の中学3年生の教員向けに

配布を行っている



B型肝炎患者による患者講義

国民に対する正しい知識の普及

講演用
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全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の取組みの紹介

全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は、「患者講義」という取り組みを行っています。
「患者講義」とは、『集団予防接種における注射器等の使いまわしによりB型肝炎ウ
イルスに感染した患者・家族が、自分の体験を語ることを通じて、B型肝炎や過去の
過ちについて知ってもらい、偏見・差別を解消し、同じ過ちを繰り返させないようにす
る取り組み』です。同じ苦しみをする人がいないように、という願いを込めています。
医療従事者の皆さまにも患者・家族の生の声をお伝えできればと考えております。
被害を受けた人の状況や気持ちを知ることで、医療安全の重要性をより深く実感で
きると信じております。安全な医療のために、同じ過ちを繰り返さないために、共に歩
んでいきたいと願っております。

◎ 患者講義（当事者の体験を直接お伝えする講義）を実施するにあたり、講師として、
全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団の原告（被害を受けた患者や家族）が医療機関へ
赴いてお話することができます。実施場所、実施時間・講義内容は要望に応じます。

◎ B型肝炎教育普及のためのDVDもご提供いたします。DVD教材は各チャプター毎に
視聴することができますので短時間でもご視聴いただけます。

B型肝炎被害者の語り

国民に対する正しい知識の普及

講演用
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ウイルス性肝炎患者への偏見・差別への取り組み

国民に対する正しい知識の普及

講演用

https://kanen-soudan.com/

公開シンポジウムの開催ホームページやＳＮＳにおける発信

「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立に関する研究」（H29-R1年度）
「ソーシャルメディア等を活用した肝炎ウイルス感染者の偏見・差別の解消を目指した研究」（R2-4年度）
「様々な生活の場における肝炎ウイルス感染者の人権への望ましい配慮に関する研究」（R5-7年度）

研究代表者 八橋弘先生

34

啓発動画資材



B型肝炎の教育資材

国民に対する正しい知識の普及

講演用

平成29年度・厚生労働科学研究費（地域医療基盤開発推進研究事業）「職種の違いを考慮した医療従事者養成課程におけるB型肝炎に関する教育資材の開発」研究班
（研究代表者：榎本大先生）

医療従事者養成課程の方を対象とした最低限知っておきたい知識（診断・治療・感染予防・差別偏見）

医学生

医師
歯学生
歯科医師

看護学生

看護師
歯科衛生士

臨床検査技師

学生
肝炎情報センターホームページから

https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/160/bkanen_kyouzai.html
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研究の推進
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肝炎研究事業

研究の推進

講演用

疫学・行政研究 基礎・臨床研究

創薬研究

肝炎等克服政策研究事業
肝炎等克服緊急対策研究事業

B型肝炎創薬実用化等研究事業

肝炎等克服実用化研究事業厚生労働科学研究

AMED（日本医療研究開発機構）が運用

肝炎研究事業

9
課題

63
課題

27
課題
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肝炎対策基本指針 平成 2 3年 5月 1 6 日告示 平成 2 8年 6月 3 0日改正 令和 4年 3月 7日改正

研究の推進

講演用

肝炎医療の水準の向上に向けて

肝炎に関する基礎・臨床及び疫学研究等を

総合的に推進

肝炎に関する調査

及び研究
肝炎医療のための

医薬品の研究開発の
推進

肝炎検査の実施

体制及び
検査能力の向上

肝炎の予防の

ための施策

肝炎の予防及び

肝炎医療に関する
人材の育成

肝炎に関する啓発

及び知識の普及並びに
肝炎患者等の

人権の尊重

その他肝炎対策の

推進に関する
重要事項

38

肝炎医療を

提供する
体制の確保

疫学・行政研究 基礎・臨床研究

創薬研究



WHO（世界保健機関）がの肝炎ウイルスの排除達成を2030(R12)年までの目標として掲げていることを踏まえ

令和4(2022)年度からの肝炎研究の方向性を提示

肝炎研究推進戦略 令和 4年５月 2 0日策定

研究の推進

講演用

戦略目標 2030(R12)年まで

B型肝炎ウイルス

核酸アナログ製剤治療による
累積5年HBs抗原陰性化率

3%

C型肝炎ウイルス

慢性肝炎・

代償性肝硬変における

SVR率

95%以上

非代償性肝硬変

Child-Pugh B

2年生存率

70%

肝がん

年齢調整罹患率

13%

C型肝炎

非代償性肝硬変

におけるSVR率

92%

非代償性肝硬変

Child-Pugh C

2年生存率

45%

5%

現状

100%

約

95%

約

80%

約

55%

7%
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肝炎等克服政策研究事業（厚生労働科学研究）

研究
類型

開始
年度

終了
年度

研究者名 所属研究機関 採択課題名

指定 R5 R7 小池 和彦 東京大学医学部附属病院 肝がん・重度肝硬変の医療水準と患者のQOL向上等に資する研究

一般 R5 R7 是永 匡紹
国立国際医療研究所

肝炎・免疫研究センター
肝炎ウイルス検査受検率の向上及び受診へ円滑につなげる方策の確立に資する研究

指定 R5 R7 考藤 達哉
国立国際医療研究所

肝炎・免疫研究センター 指標等を活用した地域の実情に応じた肝炎対策均てん化の促進に資する研究

指定 R5 R7 野田 博之 国立健康危機管理研究機構 肝炎等克服政策研究事業の企画及び評価に関する研究

指定 R5 R7 江口有一郎
医療法人ロコメディカル

ロコメディカル総合研究所

多様な病態に対応可能な肝疾患のトータルケアに資する人材育成及び

その活動の質の向上等に関する研究

指定 R5 R7 八橋 弘 国立病院機構長崎医療センター 様々な生活の場における肝炎ウイルス感染者の人権への望ましい配慮に関する研究

一般 R6 R8 島上 哲朗 金沢大学医薬保健学総合研究科 ネットワーク社会における地域の特性に応じた肝疾患診療連携体制構築に資する研究

指定 R6 R8 四柳 宏 東京大学医科学研究所 様々な状況での肝炎ウイルス感染予防・重症化・再活性化予防の方策に資する研究

一般 R7 R9 田中 純子
広島大学 医療政策室／

大学院医系科学研究科

ウイルス性肝炎eliminationに向けた全国規模の実態把握及び

将来推計のための疫学研究

令和5(2023)年度～

令和6(2024)年度～

令和7(2025)年度～

研究の推進

講演用
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Ｂ型肝炎は、核酸アナログ製剤ではウイルスを完全に排除することは難しく、継続的に投与する必要があり、
継続投与により薬剤耐性の出現や副作用のリスクがある。

肝炎等克服実用化研究事業（A M E D）

・肝炎ウイルスの生活環と病原性の機序解明に関する基礎的研究（Ｂ型肝炎を除く）
・肝炎からの肝発がん機序解明による、革新的な診断法と治療法の開発研究（Ｂ型肝炎を除く）
・革新的な肝炎免疫治療に関する研究
・革新的技術を用いた抗線維化療法に関する研究
・Ｃ型肝炎SVR後の肝線維化、肝発がんを含む病態変化の解明と病態進行予防に関する研究
・Ｃ型肝炎関連疾患のDAA治療後のアウトカムに関する研究
・肝疾患領域における新たな知見の創出や新規技術の開発に関する研究（Ｂ型肝炎を除く）

○ 基盤技術の更なる進展

・ ウイルスの感染複製機構の解析、

宿主感染防御系の解析

・ 効率かつ再現性の優れた

実験系への改良

○ 候補化合物をスクリーニングし、
順次、候補化合物の評価・最適化

○ 前臨床試験の実施

・Ｂ型肝炎ウイルスの生活環解明に関する革新的な基礎的研究と創薬基盤研究
・Ｂ型肝炎ウイルスの生活環と病原性の機序解明に関する基礎的研究

・Ｂ型肝炎に関わる宿主防御機構の解明と創薬基盤研究

・Ｂ型肝炎ウイルス持続感染実験モデルを用いた病態解明及び

新しい治療法の開発に資する研究

・Ｂ型肝炎関連疾患の個別化医療を目指す、革新的な診断法と治療法の開発研究
・革新的Ｂ型肝炎治療法の開発に資する研究

・実用化に向けたＢ型肝炎治療法の開発

・Ｂ型肝炎領域における新たな知見の創出や新規技術の開発に関する研究

肝炎等克服緊急対策研究事業（63課題）

Ｂ型肝炎創薬実用化等研究事業（27課題）

１件の

企業導出

又は

臨床試験の開始

Ｒ７～Ｒ９年度

臨床研究の課題

Ｂ型肝炎

・ウイルス排除が困難
・核酸アナログ製剤の長期
投与と薬剤耐性化、副作用

・再活性化 等

Ｃ型肝炎

・インターフェロンフリー治療
不成功後の薬剤耐性

・インターフェロンフリー治療
後の長期予後、発がん 等

肝硬変

・線維化を改善させる
根本的な治療薬・治療法がない

・重症度別の長期予後が不明
等

肝がん

・肝発がん、再発機序が
不明でありその防止策が
ない

・生存率が低い 等

その他

・代謝機能障害関連脂肪性肝疾患の
病態解明や治療法の開発

・Ｅ型肝炎の慢性化機序の解明
等

基礎研究の課題

・Ｂ型肝炎ウイルスの感染複製機構の解明
・Ｃ型肝炎病態推移モデルの作成
・Ｃ型肝炎ウイルス排除後の病態の解析
・ウイルス性肝炎の特異的免疫反応の解明
・肝線維化機序の解明
・発がん機序の解明
・代謝機能障害関連脂肪性肝疾患の病態解明

課題

Ｒ７年度からの新規研究テーマ

研究の推進 41

講演用



今後とも日本の肝炎対策に

何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます

42
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