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図１都道府県別にみる新規陽性者数の推移（人口10万人あたり７日間合計）

出典：NHK特設サイト「新型コロナウイルス」掲載の都道府県ごとの陽性者数をもとに作図

沖縄県
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図２都道府県別にみる死亡者数の推移（人口10万人あたり７日間合計）

出典：NHK特設サイト「新型コロナウイルス」掲載の都道府県ごとの陽性者数をもとに作図

沖縄県

2



0

1,000

2,000

3,000

4,000

1月3日 1月31日 2月28日 3月28日 4月25日 5月23日 6月20日 7月18日

北部

中部

那覇市

南部

宮古

八重山

人口１０万人あたり７日間合計

図３保健所管区別にみる新規陽性者数の推移（沖縄県）
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図４年齢階級別にみる新規陽性者数の推移（人口10万人あたり７日間合計）
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図５第７波における急激な感染拡大の要因 ～沖縄県の経験から

BA.5

活動性 ワクチン

人々の接触頻度の高まり（多人数の
イベント、移動や会食機会の増加）

感染力を増して、さらにエアロゾル
感染リスクが高まったBA.5の流行

ワクチン接種率の低さ（とくに若者
層）、最終接種からの時間経過

とくに感染拡大リスクの高い局面

・多人数が密集するイベント （ex. 夏祭り、スポーツ大会など）

・締め切った室内に多人数が滞在 （ex. デイサービス、教室など）

・多人数による長時間の会食 （ex. 結婚式、懇親会、模合など）
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図６新規陽性者数と重症度別入院患者数の推移（沖縄県）

新規陽性者数
（７日間移動平均・左軸）

無症候

軽症

中等症Ⅰ

中等症Ⅱ（酸素投与）

重症（気管挿管）

ECMO

入院患者数（右軸）

ここでの「軽症」とは、呼吸器感染
症の状態（肺炎や呼吸不全がないこ
と）であって、感染者の全身状態が
軽症であることを意味しない。
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図７重点医療機関（21病院）における医師、看護師の休職数
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図10 医療・介護ひっ迫の指標（案）

医療ひっ迫の指標

・重点医療機関における病床占有率（コロナに限らず）

・医療機関におけるBCP発動状況（外来制限、救急制限、手術制限など）

・搬送困難事例の発生件数（コロナに限らず）

・病院外において酸素投与を受けている感染者数

介護ひっ迫の指標

・社会福祉施設における療養者数

・閉鎖しているデイサービス数

コロナ医療だけを見るのではなく、医療と介護の機能が維持されているかを評価
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図11 搬送困難件数の推移（沖縄県）
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図12 重点医療機関等における診療制限の状況（沖縄県）
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図14 県外からの渡航者における新規陽性者数の推移（沖縄県）
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図15 旅先で感染を予防し、感染を拡げないために 沖縄県を訪れる方々へ

旅行前

旅行開始の２週間前までに、できるだけワクチン接種を最新の状態とし
ておきましょう。

帰省や民泊、イベント参加など、旅先での感染リスクが高いときには、
旅行開始の直前にPCR検査で陰性を確認してください。

旅行中

人ごみではマスクを着用し、手指衛生を心がけるなど、自分と周囲を守
る感染予防を心がけてください。

沖縄県および滞在先の市町村、利用する事業者（ホテル、ダイビング
ショップ等）が求める感染対策ルールに従ってください。

体調不良のときは、外出せずにホテルでゆっくり休んでください。検査
陽性の場合には、医療機関の指示に従ってください。

旅行後

イベント参加など、旅先で感染リスクが高かったときには、高齢者など
重症化リスクの高い方に会うのは１週間待ちましょう。

旅行から戻って症状を認め、検査陽性だった場合には、宿泊したホテル
や利用した事業者に連絡してください。
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