
No 研究代表者 所属施設名 職名 研　究　課　題　名 担当課室

1 菅野　拓
京都経済短期大
学

専任講師

新型コロナウイルス感染症の影響下におけ
る災害時の情報通信技術を活用した被災者
の情報収集・支援システムの開発と実証に
向けた研究

大臣官房厚生科学
課健康危機管理・
災害対策室

2 任　和子 京都大学 教授
救急外来における医師・看護師等の勤務実
態把握のための調査研究

医政局地域医療計
画課救急・周産期
医療等対策室

3 吉村　健佑 千葉大学医学部 特任教授
新型コロナウイルス感染症への対応を踏ま
えた、地域における医療提供体制の強化の
ための研究

医政局地域医療計
画課

4 久保　達彦 広島大学
公衆衛生
学教授

新型コロナウイルス感染症等のリスクを踏
まえた災害時診療状況報告システムの有効
な活用に資する研究

医政局地域医療計
画課

5 近藤　博史
鳥取大学医学部
附属病院 医療
情報部

教授

オンライン診療・遠隔医療や「非接触」を
念頭に置いたICT化の中で医療機関が具備す
べきサイバーセキュリティ対策や技術を踏
まえたサイバーセキュリティ指針の策定

医政局研究開発振
興課

6 谷川　武

順天堂大学 医
学部・大学院医
学研究科　公衆
衛生学講座

教授
新型コロナウイルス感染症が医療機関の経
営に及ぼす影響ならびにその支援策の効果
の検証

医政局総務課、医
療経営支援課

7 小池　創一 自治医科大学 教授
新型コロナウイルス感染症等の健康危機へ
の備えと対応を踏まえた医療提供体制のた
めの研究

医政局医事課、看
護課、地域医療計
画課

8 高橋　哲也 順天堂大学 教授
新型コロナウイルス感染症対策がリハビリ
テーション専門職の働き方に及ぼす影響の
検証とその対策に資する研究

医政局医事課
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9 武藤　真祐
医療法人社団鉄
祐会

理事長
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏
まえたオンライン診療の対応やその影響に
ついての研究

医政局医事課

10
小山田　恭
子

聖路加国際大学 教授
新たな生活様式を踏まえた看護師等養成所
における感染予防策の検討のための実態調
査研究

医政局看護課

11 武村　雪絵 東京大学 准教授
新型コロナウイルス感染症に対応する看護
職員の確保及び最適なマネジメント検討に
向けた実態調査研究

医政局看護課看護
サービス推進室

12 賀来　満夫
東北医科薬科大
学医学部感染症
学教室

特任教授
新型コロナウイルス感染症に対する院内お
よび施設内感染対策の確立に向けた研究

健康局結核感染症
課

13 鈴木　基
国立感染症研究
所　感染症疫学
センター

センター
長

新型コロナウイルス感染症に対する疫学分
析を踏まえたクラスター対策等の感染拡大
防止策の統括研究

健康局結核感染症
課

14 横山　彰仁 高知大学医学部 教授 COVID-19感染回復後の後遺障害の実態調査
健康局結核感染症
課

15 福永　興壱
学校法人　慶應
義塾

教授
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
長期合併症の実態把握と病態生理解明に向
けた基盤研究

健康局結核感染症
課

16 山縣　邦弘
国立大学法人筑
波大学

教授
COVID-19感染症の診療にあたる医療従事者
の保護対策の確立に向けた研究

健康局結核感染症
課

17 倭　正也
地方独立行政法
人りんくう総合
医療センター

感染症セ
ンター長

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）お
よびインフルエンザの診断における鼻咽頭
拭い液・鼻かみ鼻汁液・唾液検体を用いた
迅速抗原検査の有用性の検証のための研究

健康局結核感染症
課



18 和田　耕治
国際医療福祉大
学

教授
新型コロナウイルスに対する地域外来・検
査センターの現状分析と改善に向けた研究

健康局結核感染症
課

19 柏原　直樹
学校法人川崎学
園 川崎医科大
学

教授
Post-corona/with-corona時代における持続
可能な腎臓病診療・療養の堅牢な体制構築

健康局がん・疾病
対策課

20 南学 正臣
東京大学医学部
附属病院

教授
腎臓病・透析患者におけるCOVID-19対策の
全国調査および易感染性・重症化因子の後
方視的解析

健康局がん・疾病
対策課

21
山本　精一
郎

国立がん研究セ
ンター

特任研究
部長

新型コロナウィルス感染症に対応した新し
い生活様式による生活習慣の変化およびそ
の健康影響の解明に向けた研究
―生活習慣病の発症および重症化予防の観
点から―

健康局健康課

22 横堀　將司
学校法人日本医
科大学

大学院教
授

　『新しい生活様式』に即した熱中症の診
断・予防・治療法の確立のための研究

健康局健康課

23 松下　由実
国立国際医療研
究センター

教育研修室長
国内COVID-19入院患者レジストリデータを
用いたCOVID-19の罹患・予後と栄養状態・
生活習慣の関連の縦断的解明

健康局健康課栄養
指導室

24 赤松　利恵
国立大学法人お
茶の水女子大学

教授
新型コロナウイルス感染症の影響による国
民の食行動等の変化とその要因研究

健康局健康課栄養
指導室

25 横山　友里
地方独立行政法
人東京都健康長
寿医療センター

研究員
新興・再興感染症発生時に備えた配食サー
ビスの強靱化に向けた研究

健康局健康課栄養
指導室

26 森崎　菜穂
国立成育医療研
究センター

室長
新型コロナウイルス感染症流行前後におけ
る親子の栄養・食生活の変化及びその要因
の解明のための研究

健康局健康課栄養
指導室



27 調　恒明
山口県環境保健
センター

所長
地方衛生研究所における病原体検査体制、
サーベイランス対応の状況と課題

健康局健康課地域
保健室

28 秋山　卓美
国立医薬品食品
衛生研究所

生活衛生
化学部
室長

新規消毒剤の承認申請におけるガイドライ
ン策定のための調査研究

医薬・生活衛生局
医薬品審査管理課

29
五十嵐　良
明

国立医薬品食品
衛生研究所

部長
感染症対策をうたう家庭用除菌剤等の実
態、健康被害及び規制状況調査

医薬・生活衛生局
化学物質安全対策
室

30 山岸　拓也
国立感染症研究
所

第四室
室長

新型コロナウイルスに汚染されたリネン類
等の新型コロナウイルス感染症への感染リ
スクの評価及びそれらリネンの安全かつ効
果的なクリーニング方法の検証

医薬・生活衛生局
生活衛生課

31
職場における新型コロナウイルス感染症対
策のための業種・業態別マニュアルの作成
に資する研究

労働基準局安全衛
生部労働衛生課産
業保健支援室

32 堀江　正知 産業医科大学 教授
建設現場での作業等におけるプロテクタの
選定・使用ツールキットの開発に資する調
査研究

労働基準局安全衛
生部労働衛生課

33 堤　明純 北里大学医学部
公衆衛生
学
主任教授

テレワーク等新しい働き方に対応したスト
レスおよびメンタルヘルス対策への提言と
好事例集の作成

労働基準局安全衛
生部労働衛生課産
業保健推進室

34 木村　正
国立大学法人大
阪大学

教授
感染症流行下における電話やオンラインに
よる非接触の妊産婦健診の安全性と質向上
のための研究

子ども家庭局母子
保健課

35 山田　秀人
国立大学法人神
戸大学

教授
新型コロナウイルス感染症流行下におけ
る、妊婦に対する適切な支援提供体制構築
のための研究

子ども家庭局母子
保健課

公益社団法人日本産業衛生学会



36 小枝　達也

国立研究開発法
人国立成育医療
研究センター

副院長・
こころの
診療部統
括部長

感染症流行下における適切な乳幼児健康診
査のための研究

子ども家庭局母子
保健課

37 細矢　光亮
福島県立医科大
学

教授
新型コロナウイルスの小児への影響の解明
のための研究

子ども家庭局母子
保健課

38 安達　知子

公益社団法人
日本産婦人科医
会

常務理事

新型コロナウイルス感染症流行下の自粛の
影響-予期せぬ妊娠等に関する実態調査と女
性の健康に対する適切な支援提供体制構築
のための研究

子ども家庭局母子
保健課

39 志水　幸 北海道医療大学 教授
介護福祉士養成課程における感染予防教育
プログラムの現状と課題

社会・援護局福祉
基盤課福祉人材確
保対策室

40 衛藤　暢明 福岡大学 講師
日本における新型コロナウイルス感染症流
行下での自殺未遂者の背景因子の分析

社会・援護局総務
課自殺対策推進室

41 上野　修一 愛媛大学 教授
精神科医療機関における新型コロナウイル
ス感染症に対する感染対策の現状と課題把
握、及び今後の方策に向けた研究

社会・援護局障害
保健福祉部精神・
障害保健課

42 本田　幸夫
国立大学法人東
京大学

特任研究
員

新型コロナウィルス感染症に対応した高齢
者の介護や子供の保育ケアに関わるエッセ
ンシャルワークを支援する遠隔アバターロ
ボット・A Iによる安心・安全な見守りケア
の実用化に向けた研究

老健局高齢者支援
課

※　所属施設名等については、研究計画書の記載に基づく。


