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新型コロナウイルス感染症対策

コロナ感染者の急増に負けない対処

令和３年８月25日（水）

知事記者会見資料

経過報告8.25
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（１） 第5波では、奈良県の感染の規模が大阪府の1/10を下回り、また、滋賀県・三重県が奈良県を

上回る状況となっています。その要因としては、奈良県は大阪府や滋賀県・三重県よりワクチン接

種が進んでいることが考えられます。

【ワクチン接種率 (8月23日時点 全年代 2回目）】

奈良県 ３９．９％ 大阪府 ３５．８％ 滋賀県 ３５．９％ 三重県 ３８．４％

大阪府・滋賀県・三重県と奈良県の感染者数の推移（発表週別の1日平均）
令和３年３月１日～令和３年8月22日 大阪府

4/27～
奈良県

緊急対処措置

4/25～6/20
大阪府

緊急事態宣言

8/2～
大阪府

緊急事態宣言
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6/21～8/1
大阪府

まん延防止等重点措置

※奈良県、滋賀県、三重県は大阪府の10倍の
スケールで表示



相関係数：-0.5９

（２） 近隣の地域では、奈良県に比べてワクチン接種が進んでいない府県で緊急事態宣言が
発令（予定含む）されています。
奈良県ではワクチン接種を進めることにより感染者数の減少を目指しています。
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ワクチン接種率（全年代 ２回目）（8月1７日時点）

人口10万人当たり感染者数（令和3年7月1日～8月1７日）と
ワクチン接種率（全年代 ２回目）（8月1７日時点）との相関関係

※ワクチン接種率（２回目）：内閣官房IT総合戦略室公表資料（8月18日公表）より引用

※感染者数：厚生労働省公表資料より引用

※人口：「令和2年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口」より引用

※ワクチン接種率は医療従事者等への接種を除いた値
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感染の状況（三類型） （令和3年６月1４日～8月21日）

（３）－① 最近は家庭内感染が増えています。家庭を経由して感染が連鎖・拡大するの

が典型的なパターンですので、感染の連鎖に気をつける必要があります。
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大阪など
（飲食・仕事など）

家 庭 家庭外
（学校・職場など）

県北西部の市町村において、大阪や京都などの都市部から家庭へ感染を持ち

帰り、家庭で感染した人が、職場や学校などで拡げるのが、感染拡大の典型的

なパターンです。

感染の連鎖を断ち切るよう、気をつけましょう

・買い物や食事、レジャーなど、不要不急の大阪や京都との往来は避ける。

・仕事や学校で大阪や京都に行くときでも、寄り道せずにまっすぐ帰る。

（３）－② 感染の連鎖に気をつけましょう



8

1.「空間的分離」。過ごす場所を分けましょう

2.「時間的分離」。過ごす時間をずらしましょう

3.同時に同じ場所にいるときは、お互いマスクをつけましょう

4.手が触れる共有部分の消毒、手指衛生をしましょう

5.部屋は、適宜窓をあけて換気しましょう

6.衣服は洗濯、食器は洗浄しましょう。

洗った後の手指衛生は忘れずに

７．ゴミは密閉して捨てましょう

家庭内感染を防ぐキーワードは、「空間的分離」と「時間的分離」です。
家族で「症状が出てから」でも、次の七カ条を徹底して、感染リスクを
低下させましょう

8

感染症専門医からのメッセージ①
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（４）家庭外感染の行動別内訳では、仕事及び友人等との交流の2大類型に加え、最近
では親族・親戚との交流が増えています。
ふだん同居していない人と、マスクをはずした状態での対面は、避けましょう。
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換気で
ふせぐ！

・マスク
・1～2m以上の距離
・アクリル板やビニールシート
でふせぐ！

・環境の消毒
・手指の消毒
でふせぐ！

新型コロナウイルス感染症の感染経路には、3種類あります
デルタ株でも、対策内容は同じです。
３種類の感染経路を遮断しましょう！

感染症専門医からのメッセージ②

10

ふだん同居していない人と、マスクをはずした状態での対面は、
避けましょう

ゾ



２．医療提供体制の確保
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４４８床 → ４５２床

（１） 入院病床の増床

８月２３日から４床増床

新型コロナ対応入院病床４５２床

一般病床10,712床
＝ ４．２２％ （全国１６位）
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約８０室について、９月上旬の

運用開始に向けて調整中

（２） 新たな宿泊療養施設の確保

現７１１室 ＋約８０室

新型コロナ対応宿泊療養室７９１室

旅館・ホテル客室9,735室
＝ ８．１３％ （全国１位）
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＜参考＞ 入院病床の確保状況 床、％ 宿泊療養室の確保状況 室、％

順位 順位 順位 順位 順位 順位

01 北海道 1,994 3 52,364 3 3.81% 24 01 北海道 2,385 3 115,751 2 2.06% 24

02 青森県 288 41 10,064 30 2.86% 41 02 青森県 310 34 19,987 32 1.55% 38

03 岩手県 350 35 9,071 34 3.86% 22 03 岩手県 381 32 22,164 28 1.72% 32

04 宮城県 371 34 15,563 17 2.38% 46 04 宮城県 1,000 16 34,768 16 2.88% 16

05 秋田県 230 46 8,626 39 2.67% 44 05 秋田県 304 35 15,729 36 1.93% 29

06 山形県 237 43 8,653 37 2.74% 42 06 山形県 134 46 20,253 31 0.66% 47

07 福島県 637 13 14,943 20 4.26% 15 07 福島県 337 33 42,549 14 0.79% 44

08 茨城県 600 16 17,913 13 3.35% 31 08 茨城県 1,020 13 28,652 20 3.56% 10

09 栃木県 448 27 11,812 26 3.79% 25 09 栃木県 638 23 35,790 15 1.78% 31

10 群馬県 472 24 14,453 21 3.27% 34 10 群馬県 1,300 10 30,070 18 4.32% 6

11 埼玉県 1,707 5 37,394 8 4.56% 13 11 埼玉県 1,986 5 24,567 27 8.08% 2

12 千葉県 1,390 8 36,124 9 3.85% 23 12 千葉県 1,012 15 60,163 7 1.68% 34

13 東京都 6,406 1 80,923 1 7.92% 2 13 東京都 3,230 2 188,775 1 1.71% 33

14 神奈川県 1,924 4 46,852 4 4.11% 18 14 神奈川県 1,906 6 55,024 10 3.46% 12

15 新潟県 555 19 16,826 15 3.30% 33 15 新潟県 300 36 44,112 12 0.68% 46

16 富山県 500 22 8,277 40 6.04% 7 16 富山県 250 40 15,576 38 1.61% 37

17 石川県 435 30 9,827 31 4.43% 14 17 石川県 560 24 27,947 21 2.00% 26

18 福井県 304 40 6,401 42 4.75% 11 18 福井県 146 44 15,959 35 0.91% 41

19 山梨県 305 39 6,325 43 4.82% 9 19 山梨県 536 25 26,332 24 2.04% 25

20 長野県 490 23 15,058 19 3.25% 35 20 長野県 523 26 63,713 6 0.82% 42

21 岐阜県 783 12 12,948 22 6.05% 6 21 岐阜県 1,045 12 25,461 25 4.10% 8

22 静岡県 629 14 21,000 11 3.00% 38 22 静岡県 735 20 70,454 4 1.04% 40

23 愛知県 1,570 6 39,842 6 3.94% 21 23 愛知県 1,300 10 66,925 5 1.94% 28

24 三重県 436 29 11,001 28 3.96% 20 24 三重県 240 41 30,664 17 0.78% 45

25 滋賀県 380 32 9,043 35 4.20% 17 25 滋賀県 677 22 14,942 40 4.53% 5

26 京都府 565 17 22,635 10 2.50% 45 26 京都府 826 17 43,379 13 1.90% 30

27 大阪府 3,134 2 65,514 2 4.78% 10 27 大阪府 4,716 1 112,900 3 4.18% 7

28 兵庫県 1,237 9 39,428 7 3.14% 36 28 兵庫県 1,475 8 47,555 11 3.10% 13

29 奈良県 452 26 10,712 29 4.22% 16 29 奈良県 791 19 9,735 45 8.13% 1

30 和歌山県 530 21 8,652 38 6.13% 4 30 和歌山県 137 45 17,056 34 0.80% 43

31 鳥取県 328 36 4,789 47 6.85% 3 31 鳥取県 271 38 9,971 44 2.72% 18

32 島根県 324 37 6,005 46 5.40% 8 32 島根県 133 47 10,535 42 1.26% 39

33 岡山県 557 18 17,874 14 3.12% 37 33 岡山県 507 27 21,051 30 2.41% 22

34 広島県 827 10 20,814 12 3.97% 19 34 広島県 1,748 7 29,594 19 5.91% 3

35 山口県 533 20 11,257 27 4.73% 12 35 山口県 483 29 18,427 33 2.62% 19

36 徳島県 234 44 6,286 44 3.72% 26 36 徳島県 276 37 9,632 46 2.87% 17

37 香川県 234 44 8,738 36 2.68% 43 37 香川県 212 43 13,159 41 1.61% 36

38 愛媛県 253 42 11,970 23 2.11% 47 38 愛媛県 263 39 15,646 37 1.68% 35

39 高知県 226 47 7,781 41 2.90% 40 39 高知県 221 42 10,489 43 2.11% 23

40 福岡県 1,444 7 43,487 5 3.32% 32 40 福岡県 2,106 4 59,632 8 3.53% 11

41 佐賀県 380 32 6,273 45 6.06% 5 41 佐賀県 495 28 9,514 47 5.20% 4

42 長崎県 428 31 11,872 25 3.61% 29 42 長崎県 433 31 21,685 29 2.00% 27

43 熊本県 610 15 16,596 16 3.68% 28 43 熊本県 680 21 27,423 22 2.48% 21

44 大分県 439 28 11,892 24 3.69% 27 44 大分県 1,014 14 24,970 26 4.06% 9

45 宮崎県 307 38 9,153 33 3.35% 30 45 宮崎県 450 30 14,995 39 3.00% 15

46 鹿児島県 458 25 15,443 18 2.97% 39 46 鹿児島県 804 18 26,644 23 3.02% 14

47 沖縄県 786 11 9,373 32 8.39% 1 47 沖縄県 1,412 9 56,759 9 2.49% 20

合計 37,727 887,847 4.25% 合計 41,708 1,707,078 2.44%

※１　新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果（8月18日0時時点）をもとに奈良県の数値のみ置換え

※２　令和元(2019)年医療施設（動態）調査・病院報告

※３　令和元年度衛生行政報告例

確保病床数
【A】
※１

一般病床数
【B】
※２

【A/B】
確保居室数

【C】
※１

旅館・ホテル
客室数
【D】
※３

【C/D】
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今後も、自宅療養者「ゼロ」の方針を堅持したいと考

えていますが、感染者の急増に伴い、現在、入院・入

所までに一定の時間を要しています。

現在は、症状の重い方や重症化リスクの高い方から

優先して入院していただいていることに、ご理解を

お願いします。

（３）－① 入院・入所待機中、自宅療養中の感染者の状況
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８月２4日時点で、自宅での待機期間が３日を超える

自宅療養者は、５３４名（※）です。このうち、１１５名（※）

は入院・入所拒否です。 （※）速報値、今後は毎日公表予定

実質的な自宅療養者は419名となっていますが、

今後も保健所の機能を維持し、できるだけ自宅療養

者を少なくしたいと考えています。

（３）－②
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県では、現在、自宅等で入院・入所をお待ちいただい

ている方等への医療提供を充実させるため、

往診やオンライン診療の提供について、８月２4日に

医師会に協力を求めました。

このほか、宿泊療養施設への医師派遣や新型コロナ

ワクチン接種について、改めて協力を求めました。

引き続き、入院・入所待機者、自宅療養者に対する

健康管理、医療提供の充実に努めます。

（３）－③
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入院・入所待機者、自宅療養者に、

パルスオキシメーター（※）を貸し出しています。

これにより、自宅で肺の機能を評価できるようになります。

※指先に装着し、血中の酸素飽和濃度を測定する機器

入院・入所待機者、自宅療養者の健康状態等についての

電話相談体制を充実しています。

パルスオキシメーターの貸出

看護師が電話対応する相談窓口

（４）－① 入院・入所待機者、自宅療養者に対する健康管理
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（４）－② 入院・入所待機者等にパルスオキシメーターを送付
する際、市町村による生活支援を案内しています。



入院・入所待機中や自宅療養中の方が、自宅等で症状

が増悪した場合に対応できるよう、新型コロナ対応病

院が救急搬送に対応する仕組みを構築しています。

これまで全ての救急患者を受け入れていただいてい

ます。

20

（５）－① 入院・入所待機者、自宅療養者の救急搬送の状況

８月17日（火） １件

８月18日（水） ３件

８月19日（木） ８件

８月20日（金） ４件

８月21日（土） ３件

８月22日（日） ４件

8月23日（月） ３件

＜入院・入所待機中、自宅療養中の患者の救急搬送件数＞



※臨時の応急医療施設は、県が設置し、入院・入所待機者等の救急搬送の

一時受け入れ先となります。外来診療を提供するとともに、入院治療が

必要な方には、入院先を確保するまでの一時待機場所となります。
21

今後さらに感染者が増え、救急搬送の受入先が見つか

らないような状況が発生した場合に備えて、奈良県総

合医療センター内に臨時の応急医療施設（救急受入施

設）を準備しています。

（５）－②



重症化のリスクはあるが、酸素投与が行われていない

新型コロナ感染者に対し、投与できる治療薬です。

この治療薬は、厚生労働省が所有しており、対象とな
る患者が発生した医療機関の依頼に基づき、都度、配

付されています。

新たに、この治療薬を、あらかじめ医療機関に「配置」

する仕組みが創設されたため、本県にも配置するよう

厚生労働省に要請しました。
緊急事態宣言等適用地域と同様に、本県にも配置さ

れる見込みです。
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（６） 中和抗体薬（ロナプリーブ）の活用


