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令 和 ６ 年 1 0 月

厚 生 労 働 省 医 薬 局

血 液 対 策 課

令和七年度の献血の推進に関する計画を

定める件（案）について（概要）

１．制定の趣旨

○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律

第160号。以下「法」という。）第10条第１項の規定に基づき、厚

生労働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画（以下「

献血推進計画」という。）を定めることとされている。

○ 今般、令和７年度の献血推進計画を定めるもの。

２．告示案の概要

○ 法第10条第２項の規定に基づき、献血推進計画において、次に掲

げる事項について定めることとされている。

第１ 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量

第２ 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するた

めに必要な措置に関する事項

第３ その他献血の推進に関する重要事項

○ 上記の事項について、令和５年度までの献血の実施状況とその評価等を

踏まえ、令和７年度の献血推進計画を定めることとする。なお、令和６年

度の献血推進計画からの主な変更点として、上記第２の事項に関し、採血

事業者が行う、献血者の利便性に配慮しつつ、安全で安心かつ効率的な採

血を行うための取組が、ライフスタイルの多様化に対応するための取組で

あることを明確化することとする。

３．根拠条項

○ 法第10条第１項及び同条第４項において準用する法第９条第５項

４．施行期日等

○ 告 示 日：令和７年２月下旬（予定）

○ 適用期日：令和７年４月１日
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（参考）

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号)（抄）

(基本方針)

第九条 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための

基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向

二 血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再

生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同

じ。)についての中期的な需給の見通し

三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項

四 献血の推進に関する事項

五 血液製剤の製造及び供給に関する事項

六 血液製剤の安全性の向上に関する事項

七 血液製剤の適正な使用に関する事項

八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項

３ 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると

認めるときは、これを変更するものとする。

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。

５ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するものとする。

(献血推進計画)

第十条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する

計画(以下「献血推進計画」という。)を定め、都道府県にその写しを送付するも

のとする。

２ 献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量

二 献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関

する事項

三 その他献血の推進に関する重要事項

３ 採血事業者及び血液製剤(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項におい

て同じ。)の製造販売業者は、献血推進計画の作成に資するため、毎年度、翌年度

において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量、供給する

と見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届

け出なければならない。

４ 前条第四項及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。
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５ 都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の受入

れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血の推進

に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定めるものと

する。

６ 都道府県は、都道府県献血推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
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（案）

令和７年度の献血の推進に

関する計画

令 和 ７ 年  月  日

厚 生 労 働 省 告 示 第  号
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令 和 ７ 年 度 の 献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画

前 文

・  本 計 画 は 、 安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

31 年 法 律 第 160 号 ） 第 10 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 令 和 ７ 年 度 の

献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画 で あ り 、 血 液 製 剤 の 安 全 性 の 向 上 及 び 安 定 供

給 の 確 保 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 （ 平 成 31 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 49

号 ） に 基 づ く も の で あ る 。

第 １  令 和 ７ 年 度 に 献 血 に よ り 確 保 す べ き 血 液 の 目 標 量

・  令 和 ７ 年 度 に 必 要 と 見 込 ま れ る 輸 血 用 血 液 製 剤 の 量 は 、 赤 血 球 製 剤
しょう

● 万 リ ッ ト ル 、 血 漿 製 剤 ● 万 リ ッ ト ル 、 血 小 板 製 剤 ● 万 リ ッ ト ル で あ

り 、 そ れ ぞ れ 必 要 と 見 込 ま れ る 量 と 同 量 が 製 造 さ れ る 見 込 み で あ る 。
しょう

・  さ ら に 、 確 保 さ れ る べ き 原 料 血 漿 の 量 の 目 標 を 勘 案 す る と 、 令 和 ７

年 度 に は 、 全 血 採 血 に よ る ● 万 リ ッ ト ル 及 び 成 分 採 血 に よ る ● 万 リ ッ
しょう

ト ル （ 血 漿 成 分 採 血 ● 万 リ ッ ト ル 及 び 血 小 板 成 分 採 血 ● 万 リ ッ ト ル ）

の 計 ● 万 リ ッ ト ル の 血 液 を 献 血 に よ り 確 保 す る 必 要 が あ る 。

第 ２  献 血 に 関 す る 普 及 啓 発 そ の 他 の 第 １ の 目 標 量 を 確 保 す る た め に 必 要

な 措 置 に 関 す る 事 項

令 和 ５ 年 度 ま で の 献 血 の 実 施 状 況 と そ の 評 価 を 踏 ま え 、 令 和 ７ 年 度

の 献 血 推 進 計 画 に お け る 具 体 的 な 措 置 を 以 下 の よ う に 定 め る 。

１ 献 血 推 進 の 実 施 体 制 と 役 割

・  国 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 採 血 事

業 者 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、 献 血 に よ り 得 ら れ た 血 液 を 原 料 と し
しょう

た 輸 血 用 血 液 製 剤 及 び 血 漿 分 画 製 剤 （ 以 下 「 血 液 製 剤 」 と い う 。 ）

の 安 定 供 給 を 確 保 し 、 そ の 国 内 自 給 を 推 進 す る 。 そ の た め 、 広 く 国

民 に 対 し 、 治 療 に 必 要 な 血 液 製 剤 の 確 保 が 相 互 扶 助 と 博 愛 精 神 に よ

る 自 発 的 な 献 血 に よ っ て 支 え ら れ て い る こ と や 、 血 液 製 剤 の 適 正 使

用 が 求 め ら れ て い る こ と な ど を 含 め 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 国 民

に 正 確 な 情 報 を 伝 え 、 そ の 理 解 と 献 血 へ の 協 力 を 求 め る た め 、 教 育

及 び 啓 発 を 行 う 。

・  都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 国 、 採 血 事 業 者 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、

地 域 の 実 情 に 応 じ た 取 組 を 通 じ て 、 住 民 の 献 血 へ の 関 心 を 高 め 、 献

血 へ の 参 加 を 促 進 す る 。 都 道 府 県 は 、 採 血 事 業 者 、 医 療 関 係 者 、 商
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工 会 議 所 、 教 育 機 関 、 報 道 機 関 、 ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 等 か ら 幅 広 く 参

加 者 を 募 っ て 、 献 血 推 進 協 議 会 を 設 置 し 、 採 血 事 業 者 、 血 液 事 業 に

関 わ る 民 間 組 織 等 と 連 携 し て 、 都 道 府 県 献 血 推 進 計 画 を 策 定 す る 。

こ の ほ か 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 教 育 及 び 啓 発 を 検 討 す る と と も

に 、 民 間 の 献 血 推 進 組 織 の 育 成 等 を 行 う こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 市

町 村 に お い て も 、 同 様 の 協 議 会 を 設 置 し 、 献 血 推 進 に 取 り 組 む こ と

が 望 ま し い 。

・  採 血 事 業 者 は 、 国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、

献 血 者 の 安 全 に 配 慮 す る と と も に 、 献 血 者 に 心 の 充 足 感 を も た ら し 、

継 続 し て 献 血 に 協 力 で き る 環 境 の 整 備 を 行 う こ と が 重 要 で あ る 。 こ

の た め 、 国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 等 の 関 係 者 と 協 力 し て 効 果 的 な キ ャ

ン ペ ー ン を 実 施 す る こ と な ど に よ り 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 一 層

の 理 解 を 促 す と と も に 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る こ と が 求 め ら れ

る 。

２ 献 血 推 進 の た め の 施 策

(1)  普 及 啓 発 活 動 の 実 施

ア 国 民 全 般 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

(ｱ)  全 国 的 な キ ャ ン ペ ー ン 等 の 実 施

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 ７ 月 に 「 愛 の 血 液 助 け合 

い 運 動 」 を 、 翌 年 の １ 月 及 び ２ 月 に 「 は た ち の 献 血 」 キ

ャ ン ペ ー ン を 実 施 す る 。 ま た 、 「 愛 の 血 液 助 け 合 い 運 動 」

の 主 た る 行 事 と し て 、 宮 城 県 に お い て 献 血 運 動 推 進 全 国 大

会 を 開 催 し 、 献 血 運 動 の 推 進 に 積 極 的 に 協 力 し て 模 範 と な

る 実 績 を 示 し た 団 体 又 は 個 人 を 表 彰 す る 。

・  国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 テ レ ビ 、 Ｓ ＮＳ 

を 含 む イ ン タ ー ネ ッ ト 、 ポ ス タ ー 等 の 各 広 報 媒 体 を 効 果

的 に 活 用 し 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 理 解 と 協 力 を 呼 び か

け る 。 そ の 際 、 ポ ス タ ー 等 に お い て は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 

情 報 に ア ク セ ス し や す い 工 夫 を す る 。

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 、 製 造 販 売 業 者

等 の 協 力 を 得 て 、 普 及 啓 発 資 材 等 を 活 用 し 、 近 年 需 要 が 増
しょう

大 し て い る 免 疫 グ ロ ブ リ ン 製 剤 等 の 血 漿 分 画 製 剤 に つ い て 、

献 血 か ら 得 ら れ た 血 液 を 原 料 と す る こ と や 、 多 く の 疾 患 の

治 療 に 欠 か す こ と が で き な い こ と な ど を 周 知 す る と と も に 、

安 定 供 給 が 確 保 さ れ る よ う 、 成 分 採 血 へ の 協 力 を 呼 び か け

る 。

(ｲ)   企 業 等 に お け る 献 血 へ の 取 組 の 推 進

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 協 力 を 得 て 、献 

血 に 協 賛 す る 企 業 や 団 体 を 募 り 、 企 業 等 の 社 会 貢 献 活 動 の
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一 つ と し て 、 集 団 献 血 を 含 め た 企 業 等 に お け る 献 血 の 推 進 を

促 す 。

・  採 血 事 業 者 は 、 血 液 セ ン タ ー 等 に お け る 献 血 推 進 活 動 の 展

開 に 際 し 、 地 域 の 実 情 に 即 し た 方 法 で 企 業 等 と の 連 携 強 化 を

図 り 、 企 業 等 に お け る 献 血 の 推 進 を 図 る た め の 呼 び か け を 行

う 。 特 に 若 年 層 の 労 働 者 の 献 血 促 進 に つ い て 企 業 等 に 協 力 を

求 め る 。 ま た 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 企 業 等 に 分 か り や す

く 説 明 す る た め の 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 を 実 施 す る 。

・  企 業 等 は 、 従 業 員 等 に 対 し 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 一 環 と し

て 献 血 に 協 力 す る よ う 呼 び か け る と と も に 、 献 血 の た め の 休

暇 取 得 を 容 易 に 行 え る よ う 配 慮 す る な ど 、 進 ん で 献 血 し や す

い 環 境 づ く り を 推 進 す る こ と が 望 ま し い 。

(ｳ)   複 数 回 献 血 の 推 進

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 協 力 を 得 て 、

複 数 回 献 血 の 重 要 性 や 安 全 性 に つ い て 広 く 国 民 に 周 知 す る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 か ら 継 続 的 な 献 血 へ の 協 力 を 得 ら れる

よ う 、 献 血 Web 会 員 サ ー ビ ス 「 ラ ブ ラ ッ ド 」 へ の 登 録 を 働

き か け る 等 に よ り 献 血 者 へ の サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る と と も に 、

平 素 か ら 献 血 者 に 対 し 、 複 数 回 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。

特 に 若 年 層 に 対 し て は 、 「 イ  若 年 層 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

」 等 に 定 め る 取 組 を 通 じ て 、 複 数 回 献 血 の 推 進 を 図 る 。

イ 若 年 層 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

(ｱ)  普 及 啓 発 資 材 の 作 成

・  国 は 、 若 年 層 向 け の 普 及 啓 発 資 材 と し て 、 大 学 、 短 期 大 学 、

専 門 学 校 等 の 入 学 生 を 対 象 と し た 啓 発 ポ ス タ ー 、 中 学 生 や 高

校 生 を 対 象 と し た 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 解 説 し た 資 材 や

献 血 へ の 理 解 を 促 す ポ ス タ ー を 作 成 す る 。 な お 、 作 成 に あ た 

っ て は 、 学 校 等 で の パ ソ コ ン 、 タ ブ レ ッ ド 等 に よ る 利 用 に も

留 意 す る 。 ま た 、 関 係 省 庁 間 で 連 携 し な が ら 、 都 道 府 県 、 市

町 村 及 び 採 血 事 業 者 の 協 力 を 得 て 、 こ れ ら の 資 材 等 の 活 用 を

通 じ 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 普 及 啓 発

を 行 う 。

(ｲ)   効 果 的 な 広 報 手 段 等 を 活 用 し た 取 組

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 Ｓ Ｎ Ｓ を 含 む イ ン タ ー ネ 

ッ ト 等 を 主 体 と し た 情 報 発 信 に よ り 、 目 に 触 れ る 機 会 を 増 や

す と と も に 、 実 際 に 献 血 し て も ら え る よ う 、 学 生 献 血 推 進 ボ

ラ ン テ ィ ア 等 の 同 世 代 か ら の 働 き か け や 、 献 血 に つ い て の 普

及 啓 発 資 材 に 国 が 作 成 し た 献 血 推 進 キ ャ ラ ク タ ー を 活 用 す る

な ど 、 実 効 性 の あ る 取 組 を 行 う 。

(ｳ)   献 血 セ ミ ナ ー 等 の 実 施
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・  採 血 事 業 者 は 、 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 を 開 催 す る と と も に 、 血液 

セ ン タ ー 等 で の 体 験 学 習 の 機 会 を 積 極 的 に 設 け 、 献 血 や 血

液 製 剤 に つ い て 正 確 な 情 報 を 伝 え 、 協 力 の 確 保 を 図 る 。 そ の

推 進 に 当 た っ て は 、 国 と 連 携 す る と と も に 、 都 道 府 県 、 市 町

村 、 献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 等 の 協 力 を 得 る 。

ま た 、 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 等 を き っ か け と し て 献 血 に 関 心 を 持 

っ た 献 血 未 経 験 者 等 に 、 採 血 事 業 者 が 提 供 す る 献 血 Web 会 員

サ ー ビ ス 「 ラ ブ ラ ッ ド 」 へ の 登 録 を 働 き か け る 。

・  都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 採 血 事 業 者 が 実 施 す る 「 献 血 セ ミ

ナ ー 」 や 血 液 セ ン タ ー 等 で の 体 験 学 習 の 機 会 を 学 校 等 に お い

て 積 極 的 に 活 用 し て も ら え る よ う 情 報 提 供 を 行 う と と も に 、

献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 と の 有 機 的 な 連 携 を 確

保 す る 。

(ｴ)   学 校 等 に お け る 献 血 の 普 及 啓 発

・  国 は 、 小 中 学 校 段 階 で の 献 血 推 進 活 動 等 の 献 血 へ の 理 解 を

深 め て も ら う た め の 取 組 を 行 う 。

・  採 血 事 業 者 は 、 国 及 び 都 道 府 県 の 協 力 を 得 て 、 学 生 献 血 推進 

ボ ラ ン テ ィ ア と の 更 な る 連 携 を 図 り 、 学 校 等 に お け る 献 血

の 推 進 を 促 す 。 ま た 、 将 来 医 療 従 事 者 に な ろ う と す る 者 に 、

多 く の 国 民 の 献 血 に よ っ て 医 療 が 支 え ら れ て い る 事 実 や 血 液

製 剤 の 適 正 使 用 の 重 要 性 へ の 理 解 を 深 め て も ら う た め の 取 組

を 行 う 。

ウ 幼 少 期 の 子 供 と そ の 親 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

・  次 世 代 の 献 血 者 を 育 て て い く た め 、 親 か ら 子 へ 献 血 や 血 液 製

剤 に つ い て 伝 え る こ と が 重 要 で あ る 。 こ の た め 、 国 、 都 道 府 県 、

市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 親 子 で 一 緒 に 献 血 に 触 れ 合 え る よ う 、

血 液 セ ン タ ー 等 を 活 用 し た 啓 発 を 行 う 。

(2)  採 血 所 の 環 境 整 備 等

ア 献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る 環 境 の 整 備

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 の 受 入 れ に 際 し て 献 血 申 込 者 に 不 快 の 念を 

与 え な い よ う 、 丁 寧 な 処 遇 を す る こ と に 特 に 留 意 す る 。 そ の

際 、 献 血 が で き な か っ た 者 に 対 し て は 、 そ の 理 由 に つ い て 分 か

り や す く 説 明 す る な ど 、 そ の 後 の 献 血 推 進 へ の 協 力 に 繋 が る よ

う 配 慮 す る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 要 望 を 把 握 し 、 採 血 後 の 休 憩 ス ペ ー

ス を 十 分 に 確 保 す る な ど 、 献 血 受 入 体 制 の 改 善 に 努 め る 。 ま た 、

献 血 者 の 個 人 情 報 を 保 護 す る と と も に 、 国 の 適 切 な 関 与 の 下 で

献 血 に よ る 健 康 被 害 に 対 す る 補 償 の た め の 措 置 を 実 施 す る な ど 、

献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る 環 境 整 備 を 行 う 。

・  採 血 事 業 者 は 、 特 に 初 回 献 血 者 が 抱 い て い る 不 安 等 を 軽 減 す
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る こ と は も と よ り 、 献 血 者 の 安 全 確 保 を 図 る こ と が 必 要 で あ る 。

こ の た め 、 採 血 の 手 順 や 採 血 後 に 十 分 な 休 憩 を と る 必 要 性 、 気

分 が 悪 く な っ た 場 合 の 対 処 方 法 等 に つ い て 、 映 像 や リ ー フ レ ッ

ト 等 を 活 用 し た 事 前 説 明 を 採 血 の 度 ご と に 十 分 に 行 う 。

・  採 血 事 業 者 は 、 地 域 の 特 性 に 合 わ せ て 、 献 血 者 に 安 心 、 や すら 

ぎ を 与 え る 採 血 所 の 環 境 づ く り 等 を 行 い 、 よ り 一 層 の イ メ ー

ジ ア ッ プ を 図 る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 新 興 ・ 再 興 感 染 症 の ま ん 延 下 の 状 況 で あ っ て

も 、 献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る よ う 感 染 症 対 策 を 十 分 に 行 う

と と も に 、 献 血 者 へ 対 策 に つ い て の 情 報 発 信 を 適 切 に 行 う 。

・  国 及 び 都 道 府 県 は 、 採 血 事 業 者 に よ る こ れ ら の 取 組 を 支 援 す

る 。

イ 献 血 者 の 利 便 性 の 向 上

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 利 便 性 に 配 慮 し つ つ 、 安 全 で 安 心 かつ 

効 率 的 に 採 血 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 ラ イ フ ス タ イ ル

の 多 様 化 に 対 応 す る た め の 取 組 と し て 、 立 地 条 件 等 を 考 慮 し た

採 血 所 の 設 置 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 献 血 受 入 時 間 帯 の 設 定 及 び

移 動 採 血 車 に よ る 計 画 的 採 血 、 企 業 や 団 体 等 の 意 向 を 踏 ま え た

集 団 献 血 の 実 施 、 子 育 て 世 代 に 対 応 し た 託 児 ス ペ ー ス の 整 備 、

IC T を 活 用 し た W EB 予 約 の 推 進 等 に 積 極 的 に 取 り 組 む 。

第 ３  そ の 他 献 血 の 推 進 に 関 す る 重 要 事 項

１ 献 血 の 推 進 に 際 し 、 考 慮 す べ き 事 項

(1)   血 液 検 査 に よ る 健 康 管 理 サ ー ビ ス の 充 実

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 制 度 の 健 全 な 発 展 を 図 る た め 、 採 血 に 際 して 

献 血 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 を 行 い 、 献 血 者 の 希 望 を 確 認 し

て そ の 結 果 を 通 知 す る 。 ま た 、 低 血 色 素 に よ り 献 血 が で き な か っ

た 者 に 対 し て 、 栄 養 士 等 に よ る 健 康 相 談 を 実 施 す る 。

・  献 血 申 込 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 の 充 実 は 献 血 の 推 進 に 有 効で 

あ る こ と か ら 、 国 は 、 採 血 事 業 者 に よ る こ れ ら の 取 組 を 支 援 す

る 。

(2)   血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る た め の 対 策 の 推 進

・  国 は 、 採 血 事 業 者 と 連 携 し 、 献 血 者 の 本 人 確 認 及 び 問 診 の 徹 底 、

Ｈ Ｉ Ｖ 等 の 感 染 症 の 検 査 を 目 的 と し た 献 血 を 防 止 す る た め の 措 置

等 、 善 意 の 献 血 者 の 協 力 を 得 て 、 血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る

た め の 対 策 を 推 進 す る 。

(3)  採 血 基 準 の 在 り 方 の 検 討

・  国 は 、 献 血 者 の 健 康 保 護 を 第 一 に 考 慮 し つ つ 、 献 血 の 推 進 及

び 血 液 の 有 効 利 用 の 観 点 か ら 、 採 血 基 準 の 見 直 し を 検 討 す る 。
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(4)  ま れ な 血 液 型 の 血 液 の 確 保

・  採 血 事 業 者 は 、 ま れ な 血 液 型 を 持 つ 患 者 に 対 す る 血 液 製 剤 の 供給 

を 確 保 す る た め 、 ま れ な 血 液 型 を 持 つ 者 に 対 し 、 そ の 者 の 意 向

を 踏 ま え 、 登 録 を 依 頼 す る 。

・  国 は 、 ま れ な 血 液 型 の 血 液 の 供 給 状 況 に つ い て 調 査 す る 。

(5)   献 血 者 の 意 思 を 尊 重 し た 採 血 の 実 施

・  採 血 事 業 者 は 、 初 回 献 血 者 や 献 血 に 不 安 が あ る 方 に 対 し て は 、

採 血 区 分 （ 200 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血 、 400 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血

又 は 成 分 採 血 ） や 採 血 基 準 を 満 た し て い れ ば 、 い ず れ の 採 血 も 安

全 で あ る こ と に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 献 血 者 の 意 思 を 可 能 な

限 り 尊 重 し た 上 で 、 採 血 区 分 を 決 定 す る 。 （ な お 、 採 血 事 業 者 が

献 血 者 に 対 し 、 医 療 需 要 に 応 じ た 採 血 区 分 の 採 血 へ の 協 力 を 求 め

る こ と は 可 能 で あ る 。 ）

２ 輸 血 用 血 液 製 剤 の 在 庫 水 準 の 常 時 把 握 と 不 足 時 の 的 確 な 対 応

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 製 造 販 売 業 者 等 の 保 有 す る 輸 血用 

血 液 製 剤 （ 特 に 有 効 期 間 の 短 い 血 小 板 製 剤 と 赤 血 球 製 剤 ） の 在 庫

水 準 を 常 時 把 握 し 、 在 庫 が 不 足 す る 場 合 又 は 不 足 が 予 測 さ れ る 場 合

に は 、 そ の 供 給 に 支 障 を 来 す 危 険 性 を 勘 案 し 、 国 の 献 血 推 進 本 部 設

置 要 綱 （ 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 決 定 ） 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ

ニ ュ ア ル に 基 づ き 、 早 急 に 所 要 の 対 策 を 講 ず る 。

３ 災 害 時 等 に お け る 献 血 の 確 保

・  国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 災 害 時 等 に お い て 医 療需 

要 に 応 じ た 必 要 な 血 液 量 を 確 保 で き る よ う 、 様 々 な 広 報 手 段 を 用

い て 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 そ の 際 、 採 血 事 業 者 は 、 被 害 状

況 等 の 情 報 収 集 を 行 っ た う え で 、 献 血 の 受 入 れ の 可 否 に つ い て 判 断

す る な ど 、 献 血 者 の 安 全 に 十 分 に 配 慮 す る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 あ ら か じ め 災 害 時 等 に 備 え て 、 関 係 者 と の 通 信 手

段 の 確 保 、 広 域 的 な 需 給 調 整 の 対 応 を 含 む 事 業 継 続 計 画 を 定 め る 。

国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 広 域 的 な 需 給 調 整 を 行 う 際 な ど 、 採 血

事 業 者 の 取 組 を 支 援 す る 。

・  採 血 事 業 は 、 医 療 体 制 の 維 持 に 不 可 欠 な も の で あ る こ と を 踏 ま え 、

採 血 事 業 者 は 、 新 興 ・ 再 興 感 染 症 の ま ん 延 下 の 状 況 で あ っ て も 、 医

療 需 要 に 応 じ た 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 を 図 る た め 、 安 心 ・ 安 全 な 献 血

環 境 の 保 持 と 献 血 者 へ の 感 染 防 止 を 図 る と と も に 、 様 々 な 広 報 手 段

を 用 い て 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 ま た 、 国 、 都 道 府 県 及 び 市

町 村 は 、 採 血 事 業 者 の 取 組 を 支 援 す る 。

４ 献 血 推 進 施 策 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 確 認 と 評 価

6
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・  国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 の 短 期 的 及 び

長 期 的 な 効 果 並 び に 進 捗 状 況 並 び に 採 血 事 業 者 に よ る 献 血 の 受 入 れ

の 実 績 を 確 認 し 、 そ の 評 価 を 令 和 ８ 年 度 の 献 血 推 進 計 画 等 の 作 成 に

当 た り 参 考 と す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 を 見

直 す こ と が 必 要 で あ る 。

・  国 は 、 献 血 の 推 進 及 び 受 入 れ に 関 し 関 係 者 の 協 力 を 求 め る 必 要 性

に つ い て 、 献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 と 認 識 を 共 有 し 、

必 要 な 措 置 を 講 ず る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 国 の 協 力 を 得 て 、 献 血 者 や 献 血 未 経 験 者 へ の ア ン

ケ ー ト 等 を 継 続 的 に 実 施 し 、 そ れ ら の 意 見 等 を 踏 ま え 、 効 果 的 な 普

及 啓 発 や 献 血 者 の 利 便 性 の 向 上 に 資 す る 取 組 を 実 施 す る 。 併 せ て 、

献 血 の 受 入 れ に 関 す る 実 績 、 体 制 等 の 評 価 を 行 い 、 献 血 の 推 進 に 活

用 す る 。
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令和７年度の献血の推進に関する計画（案） 新旧対照表

（傍線部分は変更部分）

令和６年度献血推進計画

・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 

（昭和 31 年法律第 160 号）第 10 条第１項の規定に基づき定め

る令和６年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安

全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（平 
成 31 年厚生労働省告示第 49 号）に基づくものである。

第１ 令和６年度に献血により確保すべき血液の目標量

・ 令和６年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
しょう

球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤

17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が

製造される見込みである。
しょう

・ さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する

と、令和６年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分
しょう

採血による 87 万リットル（血 漿 成分採血 56 万リットル及び

血小板成分採血 31 万リットル）の計 222 万リットルの血液を 

献血により確保する必要がある。

1

令和７年度献血推進計画（案）

・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法

律（昭和 31 年法律第 160 号）第 10 条第１項の規定に基づき定

める令和７年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤

の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方

針（平成 31 年厚生労働省告示第 49 号）に基づくものである。

第１ 令和７年度に献血により確保すべき血液の目標量

・ 令和７年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤
しょう

血球製剤●万リットル、血 漿 製剤●万リットル、血小板製剤

●万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が

製造される見込みである。
しょう

・ さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する

と、令和７年度には、全血採血による●万リットル及び成分
しょう

採血による●万リットル（血 漿 成分採血●万リットル及び血

小板成分採血●万リットル）の計●万リットルの血液を献血

により確保する必要がある。
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令和６年度献血推進計画

第２ 献血に関する普及啓発その他の第１の目標量を確保するた

めに必要な措置に関する事項

令和４年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令 

和６年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のよう

に定める。

２ 献血推進のための施策

(1) 普及啓発活動の実施

ア  国民全般を対象とした普及啓発

(ｱ) 全国的なキャンペーン等の実施

・ 国、都道府県及び採血事業者は、７月に「愛の血

液助け合い運動」を、翌年の１月及び２月に「はた

ちの献血」キャンペーンを実施する。また、「愛の

血液助け合い運動」の主たる行事として、岐阜県に

おいて献血運動推進全国大会を開催し、献血運動の

推進に積極的に協力して模範となる実績を示した団

体又は個人を表彰する。

（略）

・ 国及び採血事業者は、都道府県、市町村、製造販

売業者等の協力を得て、普及啓発資材等を活用し、

しょう

近年需要が増大している血 漿 分画製剤について、

献血から得られた血液を原料とすることや、多くの

疾患の治療に欠かすことができないことなどを周知

するとともに、安定供給が確保されるよう、成分採

2

令和７年度献血推進計画（案）

第２ 献血に関する普及啓発その他の第１の目標量を確保するた

めに必要な措置に関する事項

令和５年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令 

和７年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のよう

に定める。

２ 献血推進のための施策

(1) 普及啓発活動の実施

ア  国民全般を対象とした普及啓発

(ｱ) 全国的なキャンペーン等の実施

・ 国、都道府県及び採血事業者は、７月に「愛の血

液助け合い運動」を、翌年の１月及び２月に「はた

ちの献血」キャンペーンを実施する。また、「愛の

血液助け合い運動」の主たる行事として、宮城県に

おいて献血運動推進全国大会を開催し、献血運動の

推進に積極的に協力して模範となる実績を示した団

体又は個人を表彰する。

（略）

・ 国及び採血事業者は、都道府県、市町村、製造販

売業者等の協力を得て、普及啓発資材等を活用し、

近年需要が増大している免疫グロブリン製剤等の血

しょう

漿 分画製剤について、献血から得られた血液を原

料とすることや、多くの疾患の治療に欠かすことが

できないことなどを周知するとともに、安定供給が

 15



令和６年度献血推進計画

血への協力を呼びかける。

(ｳ)  複数回献血の推進

（略）

・ 採血事業者は、献血者から継続的な献血への協力

を得られるよう、献血者へのサービスの向上を図る

とともに、平素から献血者に対し、複数回献血への

協力を呼びかける。特に若年層に対しては、「イ

若年層を対象とした普及啓発」等に定める取組を通

じて、複数回献血の推進を図る。

イ 若年層を対象とした普及啓発

(ｴ)  学校等における献血の普及啓発

・ 国は、小中学校現場での献血推進活動を含め、献

血への理解を深めてもらうための取組を行う。

(2) 採血所の環境整備等

イ  献血者の利便性の向上

・ 採血事業者は、献血者の利便性に配慮しつつ、安

全で安心かつ効率的に採血を行う必要がある。この

ため、立地条件等を考慮した採血所の設置、地域の

実情に応じた献血受入時間帯の設定及び移動採血車

による計画的採血、企業や団体等の意向を踏まえた

集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペー

3

令和７年度献血推進計画（案）

確保されるよう、成分採血への協力を呼びかける。

(ｳ)  複数回献血の推進

（略）

・ 採血事業者は、献血者から継続的な献血への協力

を得られるよう、献血 Web 会員サービス「ラブラ

ッド」への登録を働きかける等により献血者へのサ

ービスの向上を図るとともに、平素から献血者に対

し、複数回献血への協力を呼びかける。特に若年層

に対しては、「イ 若年層を対象とした普及啓発」

等に定める取組を通じて、複数回献血の推進を図

る。

イ 若年層を対象とした普及啓発

(ｴ)  学校等における献血の普及啓発

・ 国は、小中学校段階での献血推進活動等の献血へ

の理解を深めてもらうための取組を行う。

(2) 採血所の環境整備等

イ  献血者の利便性の向上

・ 採血事業者は、献血者の利便性に配慮しつつ、安

全で安心かつ効率的に採血を行う必要がある。この

ため、ライフスタイルの多様化に対応するための取

組として、立地条件等を考慮した採血所の設置、地

域の実情に応じた献血受入時間帯の設定及び移動採

血車による計画的採血、企業や団体等の意向を踏ま

 16



令和６年度献血推進計画

スの整備、ＩＣＴを活用したＷＥＢ予約の推進等に

積極的に取り組む。

第３ その他献血の推進に関する重要事項

４ 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価

・ 国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短

期的及び長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者に

よる献血の受入れの実績を確認し、その評価を令和７年度

の献血推進計画等の作成に当たり参考とする。また、必要

に応じ、献血推進のための施策を見直すことが必要であ

る。

4

令和７年度献血推進計画（案）

えた集団献血の実施、子育て世代に対応した託児ス

ペースの整備、ＩＣＴを活用したＷＥＢ予約の推進

等に積極的に取り組む。

第３ その他献血の推進に関する重要事項

４ 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価

・ 国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短

期的及び長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者に

よる献血の受入れの実績を確認し、その評価を令和８年度

の献血推進計画等の作成に当たり参考とする。また、必要

に応じ、献血推進のための施策を見直すことが必要であ

る。
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岐阜県の
献血者確保の取組み

1

令和6年度第２回献血推進調査会
資料２－１
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はじめに

• 岐阜県は、国土のほぼ中央に位置しており、全国では数少
ない内陸県のひとつ。県庁所在地である岐阜市を起点にする
と、岐阜から名古屋へ東海道線で約 20 分、岐阜羽島から東
京へ新幹線で約２時間、大阪へは約１時間と日本の三大都市
に近く、便利な位置にある。

• 岐阜県の献血者数は年々減少しており、特に10代から30代
までの献血者数が、平成26年度の約２万８千人に対して、令
和５年度が約１万９千人と約９千人（約30％）減少している。
このため、将来にわたり血液製剤を安定的に確保できるよう、
県、市町村、血液センター及び関係機関が連携して若年層の
献血推進に取り組むことが必要である。

• 令和４年度から、「未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ」
により10 代から30 代の若年層を対象とした普及啓発を強化
しており、その取組みを紹介する。

2

岐阜県公式ホームページより抜粋
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4,990,460 4,883,587 4,829,172 4,732,141 4,735,944 
4,926,488 5,037,920 5,053,198 5,008,741 

5,009,281 

96.0 97.0 96.7 98.8 99.3 101.3 100.7 101.2 99.2 101.6 

0.0
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60.0

80.0
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0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（人）

目標 実績 達成率

（％）

【岐阜県の献血者数、目標達成率の推移】

【全国の献血者数、目標達成率の推移】

本県の献血者数は、平成26年度の73,172人に対して、令和5年度が67,462人と10年で5,710人（7.8％）減少している。

3

【岐阜県内で献血ができる場所】

〇あかなべ献血ルーム（岐阜市茜部中島2-10）

〇岐阜献血ルーム アクティブG
（岐阜市橋本町1-10-1 JR岐阜駅アクティブG）
令和５年３月に、名鉄岐阜駅前にあった「新岐阜
献血ルーム」が閉所し、JR岐阜駅隣接アクティブG
の２階に「岐阜献血ルーム アクティブG」が新た
に開所した。

〇献血バス
県内の市町村の施設・ショッピングモール等、様々な
場所を巡回している。

《定期的に献血バスを配車する会場》

所在地 実施場所 曜日

岐阜市 マーサ21
第３
日曜日

大垣市 アクアウォーク大垣
毎月
１回

土岐市 イオンモール土岐
毎月
１回

（年度）

岐阜県の献血状況

73,172 70,301 70,147 69,999 
62,881 

67,754 68,740 69,058 66,656 67,462 

95.9 95.0 96.8 101.0 
93.0 

103.0 103.5 103.7 
97.1 101.4 

0.0

50.0

100.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（人）

目標 実績 達成率

（％）

（年度）

 20



献血者数全体に占める10代から30代の献血者数の割合が、平成26年度の約4割（37.7％）から令和3年度には3割を下回り、令和

5年度には28.3％にまで減少している。

一方で40代から60代の献血者数が増加傾向にあり、令和3年度に7割を超え、令和5年度には71.7％とまで増加しており、血液の

確保が40代以上の方に支えられている状況である。

献血できる年齢の上限が69歳であることを踏まえると、10年後、20年後には、現在の40代以上の多くの方が献血することが出

来なくなり、このまま10代から30代の若年層献血者の減少が続けば、将来的に必要な血液を確保できなくなることが懸念される。

総献血者数

（人）

献血者の

うち

10～30代

(人)

全体に

占める

割合

献血者の

うち

40～60代

(人)

全体に

占める

割合

Ｈ２６ 73,172 27,616 37.7% 45,556 62.3%

Ｈ２７ 70,301 25,194 35.8% 45,107 64.2%

Ｈ２８ 70,147 24,530 35.0% 45,617 65.0%

Ｈ２９ 69,999 23,445 33.5% 46,554 66.5%

Ｈ３０ 62,881 20,924 33.3% 41,957 66.7%

Ｒ１ 67,754 21,755 32.1% 45,999 67.9%

Ｒ２ 68,740 20,949 30.5% 47,791 69.5%

Ｒ３ 69,058 20,085 29.1% 48,973 70.9%

Ｒ４ 66,656 18,950 28.4% 47,706 71.6%

Ｒ５ 67,462 19,071 28.3% 48,391 71.7%

対H26

増減
▲5,710

▲8,545

(▲30.9%)
-

＋2,835

(＋6.2%)
-

【10～30代の年代別献血者数（岐阜県）】

4

3,374 3,165 3,152 3,371 3,355 3,442 2,636 2,764 2,771 3,158 

9,837 9,293 9,237 8,658 7,803 8,164 8,257 7,643 7,260 7,203 

14,405 

12,736 
12,141 

11,416 9,766 
10,149 

10,056 9,678 8,919 8,710 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

16～19才 20～29才 30～39才

（人）

（年度）

10年で8,545人の減少

若年層の献血状況
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5

・献血会場での呼びかけ活動に参加
・学生献血ボランティア集会へ参加し、
学生主催のキャンペーンについて企
画・意見交換、資材製作を実施（毎月
第一土曜日）

・県の献血啓発イベントの運営に参加
・インスタグラムアカウントで献血情報
や健康管理に関する記事を投稿

献血会場に大学生が運営するキッチンカーを設置し、
献血者に対して学生が考案した鉄分豊富なお菓子や
ドリンク等を提供

〇岐阜県学生献血ボランティア

令和６年９月末時点で、365人（大学生328人、高校生37人）と６団体が登録

（参考：令和６年３月末時点で、 404人（大学生347人、高校生57人）と５団体が登録）

学生から原稿提供された記事をインスタグラムの県公式アカウントで紹介

学生と連携した献血啓発

「未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ」の取組み
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岐阜県出身「堀未央奈」さんを起用した献血PRを７月から開始
・2013年に乃木坂46に加入。センターを務める。2021年３月に卒業し、現在はタレントとしてマルチに活動中。
・2019年に日本赤十字社「みんなの献血」イメージキャラクターの一人として献血を呼びかけた。
・インスタグラムのフォロワーは約60万人。20代～30代がフォロワーの８割を占める。

○駅利用者などへの認知獲得のた
めの広告展開
・ＪＲ東海在来線車内中吊り広告
・ＪＲ岐阜駅構内にポスター、
フラッグバナー

・駅改札へのステッカー
○高校、大学、専門学校、献血サ
ポーター企業・団体 等
約５００機関にポスターを送付

〇啓発イベントの開催

〇ポスターなどの広告掲出 〇オリジナルグッズの配布

6

タレントを起用した献血啓発

ほりみおな

県内の献血会場限定で、
１０～３０代の献血者に対し
てオリジナルグッズを配布
※７月から配布開始。
→１０代の献血者数が、
前月比で２１２％増加

【概要】
日 時 令和６年６月４日 １３：３０～１４：４５
場 所 東海学院大学 図書館大ホール
出席者 堀未央奈、県学生献血ボランティア
【結果】
・県の事業であることやタレントの話題性によりＴＶ２番組
で放映、新聞５誌へ掲載された。

・ＷＥＢでも７０記事以上に掲載され、広い露出に繋がった。
※９月、１月にショッピングモールで啓発イベント開催を企画
若年層に対し、更に献血への協力を呼びかける。

人気イラストレーターヨシフクホノカさんが
描いた堀未央奈さんのオリジナルステッカー

「未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ」の取組み
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〇ショッピングモールで献血啓発イベントを開催

タレントのトークショーや献血に関するクイズ大会など、献血への理解促進につながるイベントを献血会場となるショッピングモールで実施。
イベント運営（受付などの来場者対応）や献血の呼びかけ活動に県学生献血ボランティアが参加。

〇「第60回献血運動推進全国大会」でのPRブース出展

献血会場等でのイベント

「未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ」の取組み

【第60回献血運動推進全国大会】
日 時 令和６年７月１８日 １３：２０～１５：４０
場 所 長良川国際会議場（岐阜市）

・令和４年度以降作成した県オリジナルグッズを展示、大型ビジョンで
はタレントの献血啓発ＳＮＳ広告（４種）を放映。

・来場者配布用に県及び血液センター作成のリーフレットやチラシを配
架。

・県内外から約１，５００名が参加するイベントであることから、県公
式インスタグラムの新規フォロワー獲得を目指し、県産品が当たる
フォロワーキャンペーンも大会開催時期に合わせて実施。

7 24



〇「献血で愛の花を咲かせよう」プロジェクト

〇けんけつ「血育かるた」セミナー

県赤十字血液センター事業

「未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ」の取組み

・ＪＲ岐阜駅直結の商業施設・
アクティブＧ内にある「岐阜
献血ルームアクティブＧ」で
は、平成29年から「献血で愛
の花を咲かせよう」プロジェ
クトを継続。

・高校生が献血した時に自分の
学校の木(台紙)に花型のシール
を貼ることで、高校生の献血
実績を可視化。

・電車通学する学生が立ち寄り
やすい立地の献血ルームで、
令和５年度の高校生の献血者
数が増加。

(人)

※令和５年３月までは旧・新岐阜献血ルームでの献血者数

岐阜献血ルーム アクティブGでの
高校生の献血者数

492
532

617

518
471 487

752

0

200

400

600

800

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (年度)

〇若年がん啓発イベントへの参加

東海北陸ブロック血液センターの若手職員を中心に制作された献血
啓発用のかるたを使って、地元小学生を対象に献血セミナーを開催。

医療機関が企画運営する「AYA WEEK 2024 GIFU」に学生が参加し、AYA世
代医療に携わる医療関係者との交流を図り、血液が必要とされる医療の場
について学んだ。

H29 H30  R1 R2 R3 R4 R5

ちいく
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4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

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

(人)

R5年度目標 R5年度実績 R4年度実績

5,566

5,401

5,801 5,714

令和４年度と比較して、献血者数は若干上回り（66,656→67,462人、＋806人・101.2％）、そのうち10～30代の若年層の献血

者数も昨年度を上回った（18,950→ 19,071人、＋121人・100.6%）。

JR岐阜駅へのポスター掲出、SNS等を活用した広告の配信、10～30代の献血者を対象にタレントを起用した献血啓発の取組み

が献血者数の増加につながったと考える。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

R5実績 5,599 5,652 5,702 5,814 5,566 5,542 5,401 5,681 5,801 5,572 5,418 5,714 67,462

R5目標 5,496 5,549 5,571 5,511 5,623 5,465 5,603 5,545 5,618 5,476 5,417 5,666 66,540

達成率 101.9% 101.9% 102.4% 105.5% 99.0% 101.4% 96.4% 102.5% 103.3% 101.8% 100.0% 100.8% 101.4%

R4実績 5,227 5,486 5,704 5,828 5,484 5,282 5,710 5,489 5,617 5,529 5,531 5,769 66,656

対前年比 107.1% 103.0% 100.0% 99.8% 101.5% 104.9% 94.6% 103.5% 103.3% 100.8% 98.0% 99.0% 101.2%

【10～30代の献血者数】 R5実績 1,579 1,661 1,655 1,804 1,542 1,525 1,528 1,642 1,658 1,505 1,441 1,531 19,071

R4実績 1,557 1,539 1,606 1,859 1,516 1,416 1,661 1,604 1,604 1,445 1,512 1,631 18,950

対前年比 101.4% 107.9% 103.1% 97.0% 101.7% 107.7% 92.0% 102.4%103.4% 104.2% 95.3% 93.8% 100.6%

5,599

【月別の献血者数】

9

5,652
5,702

5,814

5,542
5,681 5,572 5,418

令和５年度献血実績
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おわりに

• 「第60回献血運動推進全国大会」では、日本赤十字社名誉副総裁であ
る秋篠宮皇嗣妃殿下のご臨席のもと、献血功労者の表彰や、輸血治療
を受けた方のご家族による体験発表等により、献血の重要性を改めて
発信したところ。

• 今後は、これまで高校生や大学生を対象に行っていた献血セミナーを
小中学校でも開催するほか、大型商業施設での啓発イベントを継続す
るなど、引き続き、若年層に対して重点的に献血を促す取組みを進め
ていく。

10 27
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1884～1945

造船業をベースに輸送インフラを手がける
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1884～1945
1946～1973

戦後復興、経済成⾧を支える
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1884～1945
1946～1973

1974～1990

陸・海・空、そして宇宙へと開発を広げる
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総合インフラ企業として、持続可能な社会を支える

1884～1945
1946～1973

1974～1990
1990～
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ロケット
船舶

風車

火力発電プラント

ターボチャージャー・
カーエアコン

鉄道・交通システム

文化・スポーツ施設

航空機

化学プラント

ビル・オフィス向け空調機

製鉄プラント

ITSシステム

ごみ焼却施設

フォークリフト
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呉工場

本社（丸の内・田町）
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1 
 

「献血推進２０２５」の期間延長について 

 

厚生労働省医薬局血液対策課 

 

１．経 緯 

「献血推進２０２５」を策定した２０２０年当時は、新型コロナウイルス感染症

の及ぼす影響が見通せなかったことから、「中間年である令和５年度を目途に達成

目標の実績値を確認し、必要に応じ見直す」こととした。 

そのため、令和６年７月１日の献血推進調査会において、これまでの実績を確認

して中間評価を行い、現状の把握と今後の方向性について事務局より提示した。

（別紙参照） 

今後の方向性について、当調査会において了承いただいたことを受けて、以下

２．のとおりとする。 

 

 

２．中期目標「献血推進２０２５」の期間延長について 

① 中期目標期間について 

「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（基本

方針）」（令和６年３月 29 日厚生労働省告示第 153 号）の対象期間（２０２４年度

から２０２８年度）と、献血の中期目標期間を合わせることにより、基本方針に基

づき国、日本赤十字社、都道府県、市町村等が一体となって献血を推進することが

出来るようにするため、「献血推進２０２５」の目標期間（２０２１年度から２０２

５年度）を、２０２８年度まで延長する。 

 

＜参考＞基本方針と中期目標の関係 

血液法基本方針   2003～2008  2008～2013  2013～2019  2019～2023  2024～2028 

献血推進の中期目標 2005～2009  2010～2014  2015～2020  2021～2025    ～2028（延長） 

           献血構造改革   献血推進 2014   献血推進 2020   献血推進 2025 → 献血推進 2028 

 

② 達成目標について 

・当面の間は、各目標についてポストコロナの人口動態の経過をみながら、引き

続き、それぞれの達成状況を確認しつつ献血推進の取組を行っていく。 

 

・今後、免疫グロブリン製剤の需要動向の変化など、目標献血率に大きな影響を

及ぼすような変化が起こり得る可能性も踏まえ、引き続き、血液製剤の需要予測

を継続して行いながら、必要に応じて献血の中期目標を見直すことについても検

討していく。 
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「献血推進２０２５」の中間評価について

厚生労働省医薬局血液対策課

１．概要

将来の血液製剤の安定供給体制を確保するため、令和３年度（２０２１年度）から令和７年

度（２０２５年度）までの５年間を目標期間とする新たな中期目標「献血推進２０２５」を

設定し、献血の推進を図っていくこととしている。

「献血推進２０２５」の策定時には、新型コロナウイルス感染症の及ぼす影響が見通せなか

ったことから、「中間年である令和５年度を目途に達成目標の実績値を確認し、必要に応じ見

直す」こととしており、今般、これまでの実績を確認して中期目標の中間評価を行う。

２．「献血推進２０２５」の令和５年度までの実績

令和 7 年度

項 目 目標の定義 目標値

（2025 年度）

令和５年度

実績値

（2023 年度）

令和 4 年度

実績値

（2022 年度）

令和 3 年度

実績値

（2021 年度）

若年層（16 歳～

39 歳）の人口に

対する献血者 6.7% 5.2% 5.3% 5.4%

数の割合（献血

若年層の献血者

数の増加

安定的な献血の

確保

複数回献血の

推進

率）

（参考）10 代 6.6% 4.7% 4.8% 4.5%

（参考）20 代 6.8% 5.3% 5.5% 5.5%

（参考）30 代 6.6% 5.3% 5.4% 5.5%

献血推進活動

に協力いただけ
70,000 社 65,939 社 64,195 社 62,435 社

る企業・団体の

数

年に２回以上献

血された方（複
1,200,000 人 1,054,111 人 1,051,670 人 1,049,530 人

数回献血者）の

人数

1
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献血 Web サービ

スの利用の推進

献血 Web 会員

サービス「ラブラ 

ッド」の登録者 

の人数

5,000,000 人 3,759,780 人 3,377,319 人 2,955,408 人

（１） 若年層（16 歳～39 歳）の人口に対する献血者数の割合（献血率）については、令和４年

度、令和５年度ともに対前年度比で 0.1%低下した。参考値の１０代から３０代の献血率

についても、令和５年度は対前年度比で 0.1～0.2％低下した。将来にわたり安定的に血

液を確保するためには、引き続き、若年層への働きかけを行っていく必要がある。

（２） 献血推進活動に協力いただける企業・団体の数（献血サポーター）については、着実に

数字を伸ばしてきたが、目標の 70,000 社には届いていない。引き続き、各企業・団体に

働きかけを行っていく必要がある。

（３） 年に２回以上献血された方（複数回献血者数）については、数字は伸びているが目標の

1,200,000 人には届いていない。血液の安定供給のために、引き続き、複数回献血者の確

保に取り組んでいく必要がある。

（４） 献血 Web 会員サービス「ラブラッド」の登録者については、着実に登録者数を増やして

いるが、目標の 5,000,000 人には届いていない。引き続き、ラブラッドへの登録者を増

やし、継続的な献血への協力を呼びかける必要がある。

３．現状の把握と今後の方向性

（１）現状

・献血推進２０２５の各目標値については、令和５年度（２０２３年度）終了時点において、

横ばいまたは少し低下傾向にある項目や順調に数字を伸ばしている項目があるが、いずれも目

標値には到達していない状況である。

・一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下においても、献血者への感染防止対

策を講ずるとともに献血啓発活動を強化することにより、全体としては必要な献血者数を確保

し、輸血用血液製剤及び血漿分画製剤メーカー向けの原料血漿を滞りなく供給することが出来

ている。

（２）今後の方向性

①中期目標の期間延長について

「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（基本方針）」」（令

和６年３月 29 日厚生労働省告示第 153 号）の対象期間（２０２４年度から２０２８年度）と、

献血の中期目標期間を合わせることにより、基本方針に基づき国、日本赤十字社、都道府県、

2
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市町村等が一体となって献血を推進することが出来るようにするため、「献血推進２０２５」の

目標期間（２０２１年度から２０２５年度）を、２０２８年度まで延長することとしたい。

＜参考＞基本方針と中期目標の関係

血液法基本方針   2003～2008 2008～2013  2013～2019  2019～2023  2024～2028

献血推進の中期目標 2005～2009 2010～2014  2015～2020  2021～2025    ～2028（延長）

献血構造改革  献血推進 2014  献血推進 2020   献血推進 2025 → 献血推進 2028

②達成目標について

・厚生労働科学研究（研究代表者：田中純子 広島大学理事・副学長／疫学＆データ解析新

領域プロジェクト研究センター長。以下「田中班」という。）において、２０２５年度の目標

献血率を再度算出したところ、前回算出した目標献血率と大きくは変わらなかったことから、

「献血推進２０２５」目標値の修正は不要と考えられた。

・２０２１年度から２０２３年度にかけては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という

通常とは異なる状況であったことから、過去３年間の実績を踏まえて今後の動向を予測し、

達成目標を見直すことは難しいと考える。

・以上より、当面は各目標についてポストコロナの人口動態の経過をみながら、引き続き、

それぞれの達成状況を確認しつつ献血推進の取組を行っていくこととしたい。

・田中班の研究では、２０２８年度の献血率目標値については、コロナ禍の影響が示唆され

ることから、２０２２年以後のデータを元に再度目標値を算出することが必要と考えられた。

今後、免疫グロブリン製剤の需要動向の変化など、目標献血率に大きな影響を及ぼすよう

な変化が起こり得る可能性も踏まえ、引き続き、血液製剤の需要予測を継続して行いながら、

必要に応じて献血の中期目標を見直すことについても検討していきたい。

3
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１．原料血漿の確保状況

２．採血状況

※令和6年9月の数値は暫定値のため、今後数値が変わる場合があります。

（人）

令和６年４月 令和５年４月 差異 令和６年５月 令和５年５月 差異 令和６年６月 令和５年６月 差異 令和６年７月 令和５年７月 差異 令和６年８月 令和５年８月 差異
令和６年９月

(暫定値）
令和５年９月 差異 令和６年度 令和５年度 差異

２００ｍＬ採血 9,552 9,798 -246 9,143 9,237 -94 9,284 11,186 -1,902 11,119 10,644 475 9,125 9,192 -67 10,751 11,389 -638 58,974 61,446 -2,472

４００ｍＬ採血 276,673 273,951 2,722 277,514 273,981 3,533 274,049 275,378 -1,329 269,737 267,792 1,945 270,680 273,197 -2,517 270,777 266,390 4,387 1,639,430 1,630,689 8,741

ＰＣ＋ＰＰＰ採血 43,798 45,509 -1,711 43,446 45,341 -1,895 44,726 44,837 -111 45,882 46,594 -712 44,175 46,078 -1,903 43,590 44,924 -1,334 265,617 273,283 -7,666

ＰＰＰ採血 79,655 82,329 -2,674 86,731 87,948 -1,217 86,375 80,793 5,582 85,304 85,967 -663 90,591 85,224 5,367 89,167 84,262 4,905 517,823 506,523 11,300

合計 409,678 411,587 -1,909 416,834 416,507 327 414,434 412,194 2,240 412,042 410,997 1,045 414,571 413,691 880 414,285 406,965 7,320 2,481,844 2,471,941 9,903

令和6年度上半期モニタリング結果について

採血種別
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令和６年度 上半期 月別献血者数内訳
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令和６年度第２回献血推進調査会

資料4
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３．供給状況

※令和6年9月の数値は暫定値のため、今後数値が変わる場合があります。

（単位）

令和６年４月 令和５年４月 差異 令和６年５月 令和５年５月 差異 令和６年６月 令和５年６月 差異 令和６年７月 令和５年７月 差異 令和６年８月 令和５年８月 差異
令和６年９月

（暫定値）
令和５年９月 差異 令和６年度 令和５年度 差異

赤血球製剤 550,665 523,467 27,198 556,467 545,119 11,348 516,719 536,016 -19,297 555,721 526,847 28,874 537,978 545,454 -7,476 521,070 526,694 -5,624 3,238,620 3,203,597 35,023

血漿製剤 174,265 171,509 2,756 177,213 170,924 6,289 173,283 174,564 -1,281 182,862 169,958 12,904 172,282 174,411 -2,129 159,781 173,366 -13,585 1,039,686 1,034,732 4,954

血小板製剤 714,820 700,470 14,350 728,257 739,815 -11,558 696,524 728,090 -31,566 749,782 732,899 16,883 725,943 744,395 -18,452 705,102 721,480 -16,378 4,320,428 4,367,149 -46,721

合計 1,439,750 1,395,446 44,304 1,461,937 1,455,858 6,079 1,386,526 1,438,670 -52,144 1,488,365 1,429,704 58,661 1,436,203 1,464,260 -28,057 1,385,953 1,421,540 -35,587 8,598,734 8,605,478 -6,744

9月 上半期合計
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４．令和６年度上半期延べ献血者におけるラブラッド会員の割合（令和６年４月～令和６年９月）

Ⅰ．令和６年度上半期　累計

令和６年上半期 令和５年上半期

ラブラッド会員 1,982,192 1,900,059

会員割合 79.9% 76.9%

非会員 499,652 571,882

非会員割合 20.1% 23.1%

合計 2,481,844 2,471,941 9,903

Ⅱ．令和６年度上半期　月別

令和６年４月 令和５年４月 令和６年５月 令和５年５月 令和６年６月 令和５年６月 令和６年７月 令和５年７月 令和６年８月 令和５年８月 令和６年９月 令和５年９月

ラブラッド会員 323,159 311,794 330,517 320,039 329,182 312,879 328,880 317,881 337,214 322,828 333,240 314,638

会員割合 78.9% 75.8% 79.3% 76.8% 79.4% 75.9% 79.8% 77.3% 81.3% 78.0% 80.4% 77.3%

非会員 86,519 99,793 86,317 96,468 85,252 99,315 83,162 93,116 77,357 90,863 81,045 92,327

非会員割合 21.1% 24.2% 20.7% 23.2% 20.6% 24.1% 20.2% 22.7% 18.7% 22.0% 19.6% 22.7%

合計 409,678 411,587 -1,909 416,834 416,507 327 414,434 412,194 2,240 412,042 410,997 1,045 414,571 413,691 880 414,285 406,965 7,320

差異

82,133

-72,230

延べ献血者数

会員区分
延べ献血者数

差異

会員区分

差異

18,602

延べ献血者数 延べ献血者数
差異

延べ献血者数

-11,282

10,478

差異

16,30311,365

-13,274

延べ献血者数
差異

延べ献血者数

-10,151 -14,063

10,999

-9,954

差異

14,386

-13,506
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３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

献血血液の確保対策事業
医薬局血液対策課（内線2906、2908）

令和７年度概算要求額 20百万円（20百万円）※（）内は前年度当初予算額

・ 毎年、医療需要に応じた血液の確保目標量を達成し、血液製剤の安定供給は確保されているが、近年、免疫グロブリン製剤
などの血漿分画製剤の需要が増加傾向にあり、人口構造の変化に伴う献血可能人口の減少、特に10代～30代の若年層の献
血者数が減少しているといった課題がある。将来に渡る必要な血液量の確保に向けて、今後の献血を支える若年層へ献血に
関する普及啓発を一層推進する必要があるため、小中学校からの献血教育の推進に向けて、厚生労働省では中学生用テキス
トを作成するとともに、中高校生を対象にした同世代に対する普及啓発活動の発表会等イベントを開催する事業を行う。

実施主体：国

・ 将来に渡る必要な血液量の確保に向けて、献血可能年齢前である中学生を対象に、献血制度の理解促進とともに、中学生でも活動できる献血
ボランティアを紹介したテキストを印刷・製本し、全国の中学校の生徒１学年分を対象に発送する。

・ 効果的な普及啓発に当たり、中高校生の部活動や生徒会活動の一環として行われている献血の普及啓発活動について、同世代に対する活動に
より関心を生む効果も期待されるため、生徒の学生ボランティア団体の活動を促進する体験発表会等イベントを開催する。令和６年度にイベント開
催に向けた体制を整備する。令和７年度は、好事例の募集・選定を行い体験発表会等イベントを開催し、発表内容を周知することで今後の献血を支
える若年層へ訴えかけ、献血に関する普及啓発を一層推進していく。

学校関係：高校生向けテキスト配布、出張授業、

中学生向けテキスト配布、体験発表会 等

普及啓発活動 学校関係

小学生

中学生

高校生

都道府県

日本赤十字社

協力：学校関係

文部科学省

学生
ボランティア団体等

連携
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令 和 ６ 年 ３ 月 29 日 

厚生労働省告示第 153 号 

改 正 反 映 
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血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針 

（平成 31 年厚生労働省告示第 49 号、令和６年厚生労働省告示第 153 号一部改正） 

 

我が国の血液事業については、昭和三十九年の閣議決定、昭和六十年八月の血液事

業検討委員会の中間報告等において、全ての血液製剤を国内献血により確保すること

とされた。しかし、血液製剤（安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭

和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。）第二条第一項に規定する血液製剤を

いう。以下同じ。）のうち、血漿
しょう

分画製剤の一部については、未だ全てを外国からの

血液に依存しているものもある。このような現状を踏まえ、血液製剤の安定的な供給

が確保され、かつ、国内自給の確保が推進されるよう、一層の取組を進めることが必

要である。 

また、我が国は、過去に血液凝固因子製剤によるヒト免疫不全ウイルス（以下「Ｈ

ＩＶ」という。）感染という深甚な苦難を経験しており、これを教訓として、今後重大

な健康被害が生じないよう、血液製剤の安全性を向上するための施策を進められるこ

とが必要である。 

本方針は、これらの経緯等を踏まえ、法第九条第一項の規定に基づき定める血液製

剤の安全性の向上及び安定供給を確保するための基本的な方針であり、今後の血液事

業の方向性を示すものである。血液事業は、本方針、本方針に基づき国が定める献血

推進計画及び需給計画、都道府県が定める都道府県献血推進計画並びに採血事業者が

定める献血受入計画に基づいて一体的に進められることが必要である。 

本方針は、血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必要があることなど

から、法第九条第三項の規定に基づき、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要が

あると認めるときは、これを変更するものとする。 

 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向 

一 基本的な考え方 

血液製剤は献血により得られる血液を原料とする貴重なものであるというこ

とについて、まず国民の十分な理解を得ることが必要である。 

国、地方公共団体（都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。））、採血事

業者、血液製剤の製造販売業者等（製造販売業者、製造業者及び販売業者をいう。

以下同じ。）、医療関係者などの血液事業に関わる者（以下「国等」という。）は、

法第四条から第八条までの規定に基づき課せられた責務を確実に果たすととも

に、法第三条に掲げられた基本理念の実現に向け、以下の事項を踏まえて、各般

の取組を進めることが必要である。 
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１ 安全性の向上 

血液製剤は、人の血液を原料としているため、感染症の発生のリスクを有す

る。科学技術の進歩によって、病原体の発見、その検査法や不活化・除去技術

の開発・導入等が可能となり、当該リスクは著しく低減してきているが、完全

には排除されておらず、近年でも血液製剤を介した感染症の発生は報告されて

いる。一方で、血液製剤は、医療の領域に多くの成果をもたらすものである。

このため、常に最新の科学的知見に基づき、血液の採取から製造、供給、使用

に至るまで、安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要である。 

前述のとおり、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるＨＩＶ感

染という深甚な苦難を経験しており、より一層の安全確保対策の充実が求めら

れている。こうしたことを踏まえ、血液製剤については、医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十

五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）に基づき、その安全性の確保を図

ってきており、国は、引き続き、医薬品医療機器等法第六十八条の十並びに第

六十八条の二十四及び法第三十条の規定に基づき、副作用等の報告及び感染症

定期報告の状況を踏まえた保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため

に必要な安全対策を迅速かつ的確に講ずるとともに、常にその実効性が検証さ

れるような体制によって、血液事業を運営していくこととする。 

２ 国内自給及び安定供給の確保 

国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤

が、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、

外国からの血液に依存しなくても済む体制の構築に取り組むこととする。 

また、中期的な需給見通しに基づき、貴重な血液製剤を献血により確保し、

医療需要に応じて過不足なく安定的に供給する必要がある。特に、血 漿
しょう

分画

製剤については、近年、一部の製品で医療需要が増加していることから、医療

需要を過不足なく満たすため、供給量の見通しを踏まえた検討を行った上で、

毎年度、需給計画に反映することにより、安定的な供給の確保を図ることとす

る。 

３ 適正使用の推進  

医療関係者は、血液製剤が献血により得られる血液を原料とする貴重なもの

であること及び原料である血液が感染症のリスクを完全には排除できないと

いう特性があることに鑑み、血液製剤の使用を患者に真に必要な場合に限るな

ど、血液製剤の適正な使用を一層推進する必要がある。 

また、国は、地域における血液製剤の確保・適正使用を更に促進するため、
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各医療機関における血液製剤の使用実態や災害時等の輸血医療連携体制、各都

道府県合同輸血療法委員会における好事例の収集・周知等を行うこととする。 

４ 公正の確保及び透明性の向上  

血液事業を安定的に運営するためには、国民一人一人が、献血に由来する血

液製剤を用いた医療が提供されることによって生命と健康が守られていると

いうことを理解し、積極的に献血に協力することが重要である。 

このため、国等は、献血者の善意に応え、国民の理解と血液事業への参加が

得られるよう、国民に対し、献血の推進、血液製剤の安全性や供給の状況、適

正使用の推進等の血液事業に係る施策及び血液製剤を用いた医療に関する分

かりやすい情報の積極的な提供に努めることが必要である。 

こうした取組により、血液事業の公正かつ透明な運営を確保することとする。 

二 国等の責務 

  国等には、法第四条から第八条までの規定により、次のような責務が課されてい 

 る。 

１ 国は、基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に

関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。また、

血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の

理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関す

る施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めると

ともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置

を講じなければならない。 

３ 採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安

全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めな

ければならない。 

４ 血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全な血液製剤の安定

的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報

の収集及び提供に努めなければならない。 

５ 医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使用に努めるととも

に、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。 

 

第二 血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通し 

血液製剤及び血液製剤代替医薬品等（用法、効能及び効果について血液製剤と代

替性のある医薬品又は再生医療等製品であって、安全な血液製剤の安定供給の確保
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等に関する法律施行規則（昭和三十一年厚生省令第二十二号。以下「規則」という。）

第二条各号に掲げるものをいう。以下同じ。）（以下「血液製剤等」という。）の需給

動向を勘案しつつ、それらの中期的な需給の見通しとして、令和十年度までの今後

五年間の状況について、次のとおり考察する。 

  一 輸血用血液製剤  

輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、全て国内献血で賄われている。直近五

年間でみると、需要は僅かに減少傾向となっている。今後は、輸血用血液製剤を

多く使用する高齢者の人口が増加するものの、腹腔鏡下内視鏡手術など出血量を

抑えた医療技術の進歩等により、この傾向が続くものと予測しているが、引き続

き、国、採血事業者及び製造販売業者は需要を注視するとともに、製造販売業者

は我が国の医療需要に応じた供給を確保する必要がある。 

 二 血漿
しょう

分画製剤 

免疫グロブリン製剤の需要は、直近五年間でみると増加傾向にある。また、製

造販売業者において効能又は効果を拡大する開発が進められており、これが実現

した場合には更に需要が増加することが見込まれることから、今後の需要を注視

する必要がある。また、アルブミン製剤の需要は直近五年間では横ばい傾向にあ

り、血液凝固第Ⅷ因子製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤（複合体製剤を除く。）の需

要は、直近五年間では減少傾向となっている。いずれも需要に見合う供給が見込

まれるが、引き続き、我が国の医療需要に応じた供給が確保される必要がある。 

三 血液製剤代替医薬品等 

血液凝固第Ⅷ因子製剤、血液凝固第Ⅸ因子製剤等については、血液製剤代替医

薬品等として、遺伝子組換え製剤が供給されており、引き続き、我が国の医療需

要に応じた供給が確保される必要がある。 

 

第三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項                                                    

一 国内自給のための献血量の確保 

１ 輸血用血液製剤 

国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製剤についての中期

的な需給の見通しを踏まえ、第四に示すとおり、計画的な献血の推進に努め、

輸血用血液製剤の国内自給の確保のために必要な献血量を確保することが求

められる。 

今後も、効率的な献血の受入れや献血者の確保のための取組に加え、輸血用

血液製剤の適正使用の推進により、引き続き、医療需要に応じた国内献血によ

る輸血用血液製剤の供給を確保する必要がある。 
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２ 血漿
しょう

分画製剤 

血 漿
しょう

分画製剤についても、第二に示したとおり、中期的に需要の増加が見

込まれることも踏まえ、輸血用血液製剤と同様に、国内自給の確保のために必

要な献血量を確保することが求められる。 

一方、第五に示すとおり、血 漿
しょう

分画製剤の連産工程の中で生じる国内献血

由来の中間原料については、これまで利用されずに廃棄されていたものもある。

国、採血事業者及び製造販売業者等は、国内の献血により得られた血液が全て

有効に利用され、医療需要に応じて、血漿
しょう

分画製剤として国内に過不足なく

供給されるよう、血漿
しょう

分画製剤の国内自給の確保に向けた製造及び供給のた

めの体制を整備し、血液事業の安定的な運営を通じて、血漿
しょう

分画製剤の安定

供給を確保する必要がある。 

このような中期的に需要の増加が見込まれることへの対応や、未利用の中間

原料を有効に利用するため、採血事業者及び製造販売業者等は、採血から製造

及び供給までに至る全ての段階を通じて、事業の最大限の効率化及び合理化を

図る必要がある。 

また、採血事業者における令和五年度の採血体制での原料血漿
しょう

の最大確保

量は約百二十五万リットルであるが、採血事業者が検討中の原料血漿
しょう

の新た

な確保策により、令和十年度までには令和五年度と同じ献血者数から約十万リ

ットルの原料血漿
しょう

を追加して確保できるようになることが見込まれる。一方、

令和十年度には国内の製造販売業者における原料血 漿
しょう

の需要量は百三十六万

リットルに達するとの推計もある。このため、国は、血 漿
しょう

分画製剤を供給する

製造販売業者等の協力を得て、国内の医療需要を踏まえた原料血漿
しょう

の具体的
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な需要見込量を示すとともに、採血事業者は、原料血 漿
しょう

の新たな確保策の早

期実施に加え、我が国の医療需要に応じた原料血 漿
しょう

の更なる確保に取り組ん

でいく必要がある。 

国は、血漿
しょう

分画製剤の国内自給の確保を推進する。このため、血漿
しょう

分画製

剤の原料を外国からの血液に由来するものから国内献血由来に置き換えるこ

とにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、国内献血由来で

ある血漿
しょう

分画製剤の原料を配分することを検討する 

また、国内における免疫グロブリン製剤の需要が増加する一方、他製剤の需

要は減少傾向にあり、さらに、組織接着剤の国内自給の減少により、未利用の

中間原料が発生する現状にある。このため、国は、これら未利用の中間原料を

使用することにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、当該

中間原料を配分することを検討する。 

加えて、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン製剤について、

国内での原料血漿
しょう

の確保に向けた具体的な方策を検討する。 

二 医療関係者等に対する啓発等 

国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、国内献血由来の血液製

剤の意義について、医療関係者及び患者等（患者及びその家族をいう。以下同じ。）

に対する啓発に取り組むこととする。 

医療関係者は、献血により確保されている血液製剤が貴重なものであることを

含め、そのような血液製剤について、患者等への分かりやすい情報提供に努める

ことが重要である。 

また、国は、法の施行から一定期間が経過していること及び一部の血液製剤の

国内自給の確保が改善していないことなどから、今一度、献血者、医療関係者、

関係学会及び患者等をはじめとする国民に向け、国内自給の現状について情報提

供を行うとともに、国内自給の確保の必要性を訴えることとする。 

 

第四 献血の推進に関する事項 

一 献血の普及啓発及び環境整備等 

国、地方公共団体、採血事業者、献血推進協議会、民間の献血推進組織等は、

本方針及び第四の二の献血推進計画を踏まえ、協力して、相互扶助及び博愛の精
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神に基づき、献血推進運動を展開する必要がある。また、その際には、献血につ

いて国民に正確な情報を伝え、その理解と協力を得る必要がある。 

輸血用血液製剤の需要は、第二の一で示したとおり、今後も僅かに減少傾向が

見込まれるが、血漿
しょう

分画製剤の需要は、第二の二で示したとおり、今後は増加が

見込まれる。一方、今後の人口動態を考慮すると献血可能人口の減少が見込まれ

ることから、血液製剤の安定供給には引き続き国民一人一人の一層の献血への協

力が不可欠であると考えられる。こうした状況に鑑み、献血についての理解を広

め、必要な献血者数を確保するため、テレビ、インターネット等の媒体を効果的

に用いた献血への複数回の協力を含む普及啓発、集団献血の実施等の献血機会の

増加に向けた企業、団体等への働きかけ及び快適な献血ルームなどの環境整備を

一層推進する必要がある。 

特に、幼少期も含めた若年層に対する献血推進は、将来の献血基盤の確保とい

う観点から非常に重要である。このため、国、地方公共団体及び採血事業者は、

民間のボランティア団体等と連携して、小中学生等を含む若年層に対して、「献

血セミナー」や「キッズ献血」を実施するなど、献血に関する正しい知識の普及

啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会を積極的に提供する必要がある。 

また、献血未経験者については、その理由として「針刺しの痛み」、「不安感」、

「恐怖感」などが指摘されており、採血事業者は、これらの軽減に取り組む必要

がある。加えて、特に、初回献血時に全血採血を選択する献血者に対しては、全

血採血には四百ミリリットル全血採血と二百ミリリットル全血採血があること、

規則別表第二（以下「採血基準」という。）を満たしていれば、いずれの採血でも

安全であることを必ず説明することとする。また、説明を受けた上で、四百ミリ

リットル全血採血を選択することに不安がある初回献血者には、二百ミリリット

ル全血採血を選択してもらうこととする。これにより、初回献血時の不安感の軽

減が図られるとともに、今後の継続的な献血に繋がることが期待される。 

献血は自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充足感が活動の大きな柱と

なっていることから、継続して献血してもらえる環境整備を図ることが重要であ

る。このため、採血事業者は、医療需要に応じた採血区分の採血への協力依頼を

禁止するものではないものの、採血の区分（二百ミリリットル全血採血、四百ミ

リリットル全血採血又は成分採血）について、献血者の意思を尊重して決定する

べきである。 

二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画 

厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定に基づき、献血により確保すべき血液

の目標量、その目標量を確保するための基本的な施策及び献血の推進に関する事
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項について、毎年度、薬事審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴いて献血

推進計画を策定し、公表する。また、献血推進計画に基づき、国民の献血への理

解と協力を得るための教育及び啓発、献血の受入れや献血者の保護に関する採血

事業者への協力等を行う。 

都道府県は、法第十条第五項の規定により、本方針及び献血推進計画に基づき、

毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、

効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公表するよう努める。また、献血に対

する住民の理解を深めるための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑

な実施等の措置を講ずることが重要である。 

市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずること

が重要である。 

三 献血受入計画 

採血事業者は、法第十一条第一項の規定により、本方針及び献血推進計画に基

づき、毎年度、献血受入計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら

ない。当該計画に基づいて事業を実施するに当たっては、献血受入体制を着実に

整備し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずることが必要で

ある。例えば、採血時の安全性の確保、事故への対応、献血者の個人情報の保護、

採血による献血者等の健康被害の補償等、献血者が安心して献血できる環境の整

備、採血に際しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録制度

による献血者との連携の確保を図ることなどの措置を講ずることが重要である。 

また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。 

さらに、今後少子化の進展により献血可能人口が減少することから、献血者に

配慮した献血受入時間帯を設定するなど、献血者の利便性がより向上するよう、

献血受入体制を工夫して整備することが中長期的な課題である。このため、献血

者の意見を聴取しながら献血受入体制の整備に向けた方策を検討すべきである。 

四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価 

国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行う

とともに、採血事業者による献血の受入れの実績についての情報を収集する体制

を構築し、必要に応じ、献血推進施策の見直しを行うこととする。 

 五 災害時等における献血者の確保 

災害や新興・再興感染症の発生時等において、製造販売業者等の保有する血液

製剤（特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤）の在庫が不足する場合には、

採血事業者は、国及び地方公共団体と協力し、供給に支障を来すことがないよう、

献血者の確保について早急な対策を講ずることとする。また、災害時等の対応に

ついては、国及び地方公共団体と協力し、あらかじめ対策を検討することとする。 
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六 献血者の安全確保等 

国及び採血事業者は、献血をより一層推進するため、献血者の安全確保に努め

る必要がある。 

このため、厚生労働大臣は、法第十五条の規定に基づき、採血事業者に対して、

採血する血液の量を指示することとされている。また、採血しようとする者は、

法第二十五条第一項の規定に基づき、あらかじめ献血者等につき健康診断を行わ

なければならず、同条第二項の規定及び採血基準に基づき、貧血者、年少者、妊

娠中の者その他採血が健康上有害であるとされる者から採血してはならないこ

ととされている。 

これらに加えて、採血事業者は、採血による健康被害の種類・発生頻度、採血

後の注意事項等の献血に関する情報を献血者に周知し、献血後に十分な休憩を取

得するよう促すなど、採血による健康被害の未然防止策を実施することとする。 

また、献血者に健康被害が生じ、採血事業者が無過失である場合や過失が明ら

かでない場合には、採血事業者は、別に定めるガイドラインに基づき、迅速に被

害補償を行うこととする。 

 

第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項 

一 血液製剤の安定供給の確保のための需給計画 

輸血用血液製剤については、昭和四十九年以降、全て国内献血により賄われて

おり、引き続き医療需要に応じた供給が確保される必要がある。 

血 漿
しょう

分画製剤については、中期的な需給の見通しを踏まえ、需要動向を適時

適切に把握する必要がある。このため、厚生労働大臣は、法第二十六条第一項の

規定に基づき血液製剤代替医薬品等を含む血漿
しょう

分画製剤の需給計画を定め、同

条第六項の規定に基づきこれを公表する。 

なお、需給計画については、当該血漿
しょう

分画製剤の需給動向のみならず、血液製

剤代替医薬品等の有無や当該血液製剤代替医薬品等の需給動向、新たな治療法の

手法の有無等を考慮し、審議会の意見を聴いて定める。 

また、血漿
しょう

分画製剤の製造販売業者等は、製造又は輸入に当たっては、法第二

十六条第七項の規定に基づき、需給計画を尊重するとともに、法第二十七条第二

項の規定に基づき、その製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければな

らない。厚生労働大臣は、当該報告が需給計画に照らし著しく適正を欠くと認め
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るときは、必要に応じ、製造販売業者等に対して需給計画を尊重して製造又は輸

入すべきことを勧告する。 

二 原料血漿
しょう

の配分 

国は、原料血漿
しょう

の配分に当たっては、必要に応じて採血事業者と協力し、製造

販売業者等から個別に翌年度の血漿
しょう

分画製剤の需給に係る情報を収集する。そ

の上で、製造販売業者等の製造能力及び製造効率を勘案し、安定供給に必要な血

漿
しょう

分画製剤の適正な水準の製造が確保されるよう、審議会での審議を踏まえ、

需給計画において採血事業者から製造販売業者等への原料血漿
しょう

の配分量及び配

分する際の標準価格を定めることとする。 

採血事業者は、法第二十六条第七項の規定に基づき、原料血 漿
しょう

の配分に当た

っては、需給計画を尊重しなければならない。 

国は、現に原料血漿
しょう

が配分されている製造販売業者等に加え、新たに原料血

漿
しょう

の配分を希望し、これを原料に国内に血漿
しょう

分画製剤を供給しようとする製造

販売業者等に対し、審議会が法の目的及び基本理念を踏まえて決定する配分ルー

ルに従って配分することとする。この場合、外国に製造所を有する製造販売業者

等も配分の対象となり得る。 

三 供給危機が発生した場合の対応 

国は、災害等の場合には、血液製剤の供給に支障を来すことがないよう、血液

製剤（特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤）について、製造販売業者等

に在庫状況等を確認し、その結果を踏まえ、広域的な対応が必要と判断した場合

には、製造販売業者等による供給を支援する。また、平時より一定程度の在庫確

保を要請するとともに、緊急時には代替製剤の増産を要請することにより、その

安定供給を確保することとする。 

これらの対応に加えて、国は、血 漿
しょう

分画製剤の安定供給の観点から、代替製剤

がなく、一つの製造販売業者から単独で供給されている場合、その状況を解消す

るため、同じ効能を有する製品が複数の製造販売業者から供給される体制を確保
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するよう努める必要がある。 

また、血 漿
しょう

分画製剤の需要増加に伴う供給不足が発生した場合は、国は製造

販売業者と緊密に連携し、供給不足に対する最善の対策を検討し、安定供給を確

保するよう努める必要がある。 

都道府県は、災害等が発生した場合の血液製剤（特に有効期間の短い血小板製

剤と赤血球製剤）の供給体制等について、製造販売業者等と協議し、必要に応じ、

防災計画や医療計画に盛り込むなど、平時から災害等に備えた対応を行う必要が

ある。 

製造販売業者等は、災害等の場合の緊急的な対応を常に考慮しながら、安定的

な供給を確保する必要がある。このため、緊急時の製造や供給に関するマニュア

ルの整備や訓練、災害等に備えた設備の整備などを実施することにより、緊急的

な対応が可能な体制を構築しておく必要がある。 

四 血漿
しょう

分画製剤の輸出等 

今まで廃棄されていた連産工程の中で生じる国内献血由来の中間原料を活用

した血 漿
しょう

分画製剤の輸出など、献血血液の有効活用及び海外の患者のアンメッ

ト・メディカル・ニーズに資することを目的とした血漿
しょう

分画製剤の輸出につい

ては、国内の血液製剤の国内自給と安定供給の確保に支障が生じない範囲で行う

ものとする。そのため、厚生労働大臣は、需給計画において当該年度に輸出する

と見込まれる血漿
しょう

分画製剤の種類及び量を定めることとし、血漿
しょう

分画製剤の製

造販売業者等は、法第二十六条第三項の規定に基づき、需給計画の作成に資する

よう、翌年度に輸出すると見込まれる血漿
しょう

分画製剤の種類及び量を厚生労働大

臣に届け出ることとする。 

 

第六 血液製剤の安全性の向上に関する事項 

一 安全性の向上のための取組 

生物由来製品については、その感染のリスク等を踏まえ、原材料の採取及び製

造から市販後に至る各段階において、一般の医薬品等における各種基準に加え、

医薬品医療機器等法の第十二章生物由来製品の特例の規定に基づき、以下に掲げ

る基準等が定められている。このため、血液製剤については、これらの基準等を
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柱として、他の医薬品等と比べてより慎重な管理を行うなど、一層の安全性の確

保が求められている。 

１ 保健衛生上の観点から定める原料等及び品質等に関する基準（生物由来原料

基準（平成十五年厚生労働省告示第二百十号）及び生物学的製剤基準（平成十

六年厚生労働省告示第百五十五号）） 

２ 構造設備、製造管理及び品質管理の方法について、その特性に応じた基準（薬

局等構造設備規則（昭和三十六年厚生省令第二号）第八条、医薬品及び医薬部

外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第

百七十九号）第二十八条） 

３ 直接の容器又は直接の被包等において、感染のリスク等を有することから適

正に使用すべき医薬品等であることを明らかにするため、安全性の確保に関し

必要な表示を行うこと（医薬品医療機器等法第六十八条の十七）。 

４ 病原体の混入が判明した場合に遡及調査を速やかに講ずることを可能とす

るため、製造販売業者、販売業者及び医療関係者は必要な事項について記録を

作成し、保存すること（医薬品医療機器等法第六十八条の二十二）。また、製造

業者は、特定生物由来製品について、遡及調査のために必要な量を、他の医薬

品等と比べてより長期間、適切に保存すること（医薬品及び医薬部外品の製造

管理及び品質管理の基準に関する省令第二十八条）。 

５ 生物由来製品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者は、その

製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品又は当該生物由来製品の原料に

よる感染症に関する最新の知見に基づき当該生物由来製品を評価し、その成果

について、厚生労働大臣に感染症定期報告を行わなければならないこと（医薬

品医療機器等法第六十八条の二十四第一項）。 

６ 厚生労働大臣は、感染症定期報告に係る情報の整理又は調査を行った上で、

当該感染症定期報告の状況について審議会に報告し、必要があると認めるとき

は、その意見を聴いて、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必

要な措置を講ずること（医薬品医療機器等法第六十八条の二十四第二項及び第

三項）。特に、血液製剤については、これらの措置に加えて、採血事業者に対す

る指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずること（法第

三十条）。 

７ 医療関係者は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他当該製品の適正

な使用のために必要な事項について、患者等に対し、適切な説明を行い、その

理解を得るよう努めること（医薬品医療機器等法第六十八条の二十一）。 

以上の基準等とともに、血液製剤の一層の安全性の確保を図るため、国、地方

公共団体及び採血事業者は、献血者に対し、検査を目的とした献血を行わないよ
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う、あらかじめ周知徹底することとする。また、採血事業者は、血液製剤を介し

て感染症等が発生するリスクをできる限り排除するために、献血時における問診

の充実を図るなど血液製剤の安全性の向上に協力することとする。さらに、医療

関係者は、血液製剤の使用に当たっては、原則として患者等より同意を得ること

とする。 

二 適切かつ迅速な安全対策の実施 

採血事業者は、法第二十九条第一項の規定に基づき、採取した血液を原料とし

て製造された血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため

の措置を講ずるために必要と認められる場合には、当該血液に関する必要な情報

を、当該血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。 

製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者は、医薬品医療機器等法第

六十八条の九第一項の規定に基づき、血液製剤の使用によって保健衛生上の危害

が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するため

に必要な措置を速やかに講じなければならない。医療関係者及び販売業者等は、

同条第二項の規定に基づき、製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者

が行うこれらの必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。 

製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者は、医薬品医療機器等法第

六十八条の十第一項の規定に基づき、医療関係者は同条第二項の規定に基づき、

血液製剤の使用によるものと疑われる副作用、感染症の発生等を知ったときは、

その旨について、厚生労働大臣に速やかに報告（以下「副作用等報告」という。）

を行わなければならない。なお、製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取

得者は、副作用等報告に際して遡及調査を行う必要がある。 

厚生労働大臣は、製造販売業者に対して、医薬品医療機器等法第六十九条第四

項の規定に基づき、血液製剤の使用によるものと疑われる感染症の発生等の原因

の調査を求め、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため

必要があると認めるときは、医薬品医療機器等法第六十九条の三の規定に基づく

血液製剤の販売等の一時停止、医薬品医療機器等法第七十条第一項及び第二項の

規定に基づく血液製剤の回収等並びに医薬品医療機器等法第七十二条第一項か

ら第三項までの規定に基づく品質管理等の方法の改善の措置等の措置を採るべ

きことを命ずる。 

厚生労働大臣は、審議会において、その委員等と感染症定期報告、副作用等報

告による血液製剤の安全性に関する情報を遅滞なく共有するとともに、国民及び

医療関係者に対し適切かつ迅速に情報を公開し、提供することとする。情報の提

供に当たっては、患者等に対する不利益や偏見、差別に配慮することとする。 

国は、安全対策を実施するための体制について、製造販売業者等、採血事業者
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及び医療関係者の協力を得て、感染症に関する情報、安全技術の開発動向、海外

の制度等を参照しながら、必要に応じて検討することとする。 

三 安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入 

製造販売業者等は、病原体の不活化・除去技術の向上、より高感度かつ高精度

の検査方法の開発等を通じ、より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが

必要である。 

また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情報を収集し、技術

開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及び製造業者がそれらの技術を早期導

入するように指導することとする。 

四 自己血輸血の取扱い 

輸血用血液製剤により感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは、完全に

は否定できない。このため、院内での実施管理体制が適正に確立されている場合

には、自己血輸血が推奨されており、国は、血液製剤の使用指針、輸血療法の実

施に関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示しており、医療関

係者は、当該指針に沿って適切に行う必要がある。 

また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等があることから、原

則として行うべきではない。 

 

第七 血液製剤の適正な使用に関する事項  

一 血液製剤の適正使用のための各種指針の普及等 

国は、血液製剤の使用適正化及び輸血療法の適正化を図るために策定した各種

指針の改定を適宜行うとともに、その普及を図る。また、医療関係者に対する教

育等を通じて、血液製剤の適正使用を働きかけていく。さらに、医療機関におけ

る血液製剤の使用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための効

果的な方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のための方策を講ずる。 

国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血療法が適正になさ

れるよう、合同輸血療法委員会の積極的な活用、輸血療法委員会及び輸血部門の

設置並びに責任医師及び担当技師の配置を働きかける。 

二 医療機関における取組 

医療関係者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、その使用状況

を把握するとともに、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に必要な場合に

限って血液製剤を使用するなど、適正使用に努める。 

また、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の適正使用

のために必要な事項に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解を得るよう努

めるとともに、血液製剤の使用に当たっては、原則として患者等より同意を得る
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こととする。 

 

第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項 

一 血液製剤代替医薬品等に関する事項 

血液製剤代替医薬品等の製造及び供給は、血液製剤の需給動向に重要な影響を

与えるため、第五に示したとおり、計画的に行うこととしている。 

安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法等に基づく規制が適用

される。 

また、血液製剤代替医薬品等の使用に当たっては、患者等に丁寧な説明を行う

ことが望ましい。 

二 血液製剤の表示 

投与される血液製剤の原料の由来に係る患者等の知る権利を確保するため、製

造販売業者等は、医薬品医療機器等法第六十八条の十七の規定に基づき、直接の

容器又は直接の被包に、採血国及び献血又は非献血の区別を表示しなくてはなら

ない。また、医療関係者が患者等に対し、できる限りこれらの説明をしやすくな

るよう、国、製造販売業者等及び医療関係者は、例えば、血 漿
しょう

分画製剤の説明文

を用意したり、その説明に薬剤師等を活用したりするなど、環境整備を進める必

要がある。 

三 血液製剤等の研究開発の推進 

既存の血液製剤等よりも優れた安全性及び有効性を有するものの製品化が進

むよう、国は、製造販売業者等における血液製剤等の安全性・有効性の高い治療

方針、血液製剤代替医薬品等の研究開発を支援する。 

国は、学会等からの要望を受け、国内では承認されていない血液製剤等や効能

又は効果について、薬物療法に関する医学的・薬学的な学識経験を有する者で構

成する検討会議において、諸外国での承認状況や科学的な根拠に基づき検討を行

う。その上で、製造販売業者への開発要請等を通じて、開発の推進を促す。 

四 血漿
しょう

分画製剤の課題への対応 

  血 漿
しょう

分画製剤の国内自給、製造販売業者等の収益の改善、貴重な献血由来の

原料血 漿
しょう

の有効活用等を図るための多角的な研究を行い、審議会等における議

論を踏まえて、国、採血事業者及び製造販売業者が連携して対応する。 

五 血液製剤等の価格等 

 74



 

16 

 

１ 輸血用血液製剤 

輸血用血液製剤に係る血液事業は、原料の採血から製剤の検査、製造、供給

に至るまで、現在は唯一の採血事業者かつ製造販売業者でもある事業者が実施

しており、競争原理が働いていない。このため、当該事業者は、血液事業の運

営に支障を来さないことを前提として、輸血用血液製剤を供給するまでの各工

程で無駄がないかなどを検証し、コスト削減に努めることにより、少しでも安

価な製剤を供給できるよう努力をする必要がある。 

２ 原料血漿
しょう

 

採血事業者及び製造業者は、血液事業の運営に支障を来さないことを前提と

して、原料血 漿
しょう

を供給するまでの各工程で無駄がないかなどを検証し、コス

ト削減に努めることにより、少しでも安価な原料血 漿
しょう

を供給できるよう努力

をする必要がある。 

また、国は、需給計画の策定時における原料血漿
しょう

の標準価格（以下「標準価

格」という。）の計算方式の改善、原料血漿
しょう

の配分量及び標準価格の複数年契

約化等による標準価格の在り方そのものの見直しなどについて、採血事業者及

び血漿
しょう

分画製剤の製造販売業者等の協力を得て検討を行う。 

３ 血漿
しょう

分画製剤 

多くの血漿
しょう

分画製剤（血液製剤代替医薬品等を含む。以下同じ。）は、薬価

収載されて以降三十年を超えて医療現場に安定的に供給され、我が国の医療に

貢献している一方、薬価が下落し続けている状況にある。加えて、我が国の血

漿
しょう

分画製剤の需要に応じた血 漿
しょう

成分採血比率の上昇による原料血漿
しょう

の価格

の上昇又は為替レートの変動による原料価格の上昇などにより、血漿
しょう

分画製

剤の製造販売業者の収益が強く圧迫されていることが懸念される。 

安定供給が求められる血 漿
しょう

分画製剤の供給が、採算性の低下によって支障
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を来さないよう、十分配慮することが必要である。 

国、製造販売業者、卸売販売業者、医療機関及び薬局は、医療に不可欠な血

漿
しょう

分画製剤の価値に見合った価格設定により、単品単価による取引を推進す

る必要がある。 

六 国、採血事業者、製造販売業者等のコンプライアンスの強化 

国、採血事業者、血液製剤等の製造販売業者等は、コンプライアンス行動規範

について見直し、必要に応じ改定等の措置を講ずることにより、効果的・継続的

にコンプライアンス体制の強化を推進していくことが必要である。 

七 複数の採血事業者を想定した血液事業の在り方 

国は、国内自給及び安定供給の確保、献血者の健康保護、献血者が採血事業者

を選択できる選択権の確保等を念頭に、審議会及び製造販売業者等の関係者の意

見を聴いて、新たな採血事業者の参入環境を整備していく必要がある。 

八 献血可能人口の減少及びライフスタイルの多様化への対応 

今後の献血可能人口の減少やライフスタイルの多様化を見据え、献血の推進及

び血液の有効活用の観点から、国は採血基準の見直しについて、採血事業者は献

血可能時間の延長や健康管理の向上について検討するとともに、企業等の団体に

よる献血協力の推進が望まれる。 
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