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新たなWHOのガイダンス 
 
―2013年6月に暫定版として公表 
―基本的な考え方：各国のリスクア
セスメントに基づくリスクマネジメント 
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新型インフルエンザに関するリスクアセスメント 

•パンデミック発生前のリスクアセスメント 
―パンデミックを起こす可能性のあるウイルスについての評
価 

 （例）H7N9に対してWHOや感染症研究所が実施 

 

•パンデミック発生後のリスクアセスメント 
―パンデミックとなった、もしくはパンデミックとなる可能性の
非常に高いウイルスについての評価 

―WHOの新しいガンダンスの対象 
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パンデミック発生後のリスクアセスメント
はなぜ必要か？ 

• 2009年のパンデミック対応の反省 
―適切なリスクアセスメントなしに病原性の高いパンデ
ミックとしての対応が行われた 
 

• WHOの対応 
―2009年のパンデミック対応への批判を受け、リスクアセ
スメントに応じた対応を基本とすることに方針転換 
 

•日本政府の対応 
―行動計画において病原性・感染力等に応じた対応が
求められることを明記 
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2009年以前のリスクアセスメントの考え方 

Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in 
the United States (CDC, 2007) 

Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO 
Guidance Document (WHO, 2009) 4 
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対策の意思決定とリスクアセスメントの必要性 

医療体
制の整
備をど
うする
か？ 

積極的
な感染
拡大防
止策を
どこま
で行う
か？ 

緊急事
態宣言
をする
かどう
か？ 

リスクアセスメントに必要なデータ 
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なぜ発生早期のリスクアセスメントは困難
なのか？ 

• 重症度評価の分子（重症者・死者数）はわかっても分
母（軽症者を含めた感染者の全体像）がわからない 

• 疫学像・重症度は流行の進展とともに変化し得る 
―感染する人口の変化 

―ウイルスの変異の可能性 

 

現時点で発生早期に正確なリスクアセスメントす
る方法論は確立していない 
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WHO Guidanceの中でのアセスメントの
内容 

３つのコンポーネントについての評価が必要 

• Transmissibility(感染性) 

• Seriousness of clinical illness(臨床症状の重症度） 

• Impact on the health care sector(ヘルスセクター
へのインパクト） 
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A basket of Indicators 
• 致命率など単一の指標で評価す
ることは不可能 

• 多くの得られる指標を組み合わせ
て評価 

• 季節性インフルエンザとの比較の
重要性－パンデミック発生前から
データを蓄積する必要がある 
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日本でのパンデミック発生後リスクアセスメント
のフレームワーク作成 

• 特別措置法・行動計画・ガイドラインの議論の中で「病原
性・感染力」に応じた対応をすることが基本方針となって
きたがその評価方法についての議論はされてこなかった 

 

• 厚生労働科研費「新型インフルエンザ発生時の公衆衛生
対策の再構築に関する研究」の研究班と感染症研究所疫
学センターとの共同でリスクアセスメントのフレームワーク
作成の議論を開始 

10 



日本でのパンデミック発生後リスクアセスメント
の現状と課題 

• 発生早期には病原性・感染性等を示す明確な指標（致命率・再
生産係数）は得られないということを前提として考えるべき 
―多くの間接的な指標から総合的に判断せざるを得ない 
 

• 現在考えられているサーベイランス（平時のサーベイランス＋
新型インフルエンザ発生時のサーベイランス）だけではリスクア
セスメントには不十分 
―入院サーベイランスの強化、積極的疫学調査の実施体制の強化、
イベントベースサーベイランスの導入などの対応が必要 
 

• 新型インフルエンザ発生前から季節性インフルエンザなどに対
するリスクアセスメントを実施し、実施体制の強化を図っていく
必要がある 
―平時にやっていないことは非常時にできない 
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